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〈
特
集
〉〈
圏
域
〉
の
思
想

　

ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
は
、
空
間
的
単
位
と
し
て
の
国
民
国
家
の
地
位
を
相

対
的
に
低
下
さ
せ
、
人
々
の
空
間
的
想
像
力
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
と
の
あ
い
だ
で
引
き

裂
き
つ
つ
あ
る
が
、
同
時
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
Ｅ
Ｕ
や
東
ア
ジ
ア
共
同
体
と
い
っ
た
歴
史
的
・
文
化

的
な
素
地
を
も
と
に
国
民
国
家
体
制
を
相
対
化
す
る
、
新
た
な
秩
序
構
想
―
―
〈
圏
域
〉
の
思
想
―
―
が

産
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
や
「
ア
ジ
ア
」
と
い
っ
た
圏
域
を
も

と
に
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
連
帯
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
近
の
こ
と
で
は
な
い
。
ド
イ

ツ
で
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
広
域
秩
序
」
論
を
唱
え
、
昭
和
研
究
会
の
革
新
的
知
識
人
た
ち
が
「
東

亜
共
同
体
」
論
を
提
唱
し
た
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
だ
っ
た
。
そ
し
て
世
界
史
的
な
危
機
へ
の
応
答
と
し

て
醸
成
さ
れ
た
〈
圏
域
〉
の
思
想
は
、
少
な
く
と
も
一
度
は
侵
略
の
論
理
と
結
び
つ
く
か
た
ち
で
頓
挫
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
ロ
ー
カ
リ

ズ
ム
の
対
立
を
も
回
避
し
、
歴
史
的
な
固
有
性
を
そ
な
え
た
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
で
の
連
帯
を
唱
え
る
〈
圏
域
〉

の
思
想
―
―
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
禍
々
し
い
ま
で
の
両
義
性
を
帯
び
な
が
ら
、
人
々
の
空
間
的
想
像
力
の

現
代
的
な
変
容
を
間
違
い
な
く
示
唆
し
て
も
い
る
。
こ
の
特
集
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
〈
圏
域
〉

を
め
ぐ
る
思
想
を
俎
上
に
載
せ
、
わ
れ
わ
れ
の
空
間
的
想
像
力
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
思
想
史
的
な
観
点
か

ら
の
検
証
を
試
み
る
。
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
嵐
と
、
国
民
国
家
の
抵
抗
の
は
ざ
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
や

東
ア
ジ
ア
共
同
体
と
い
っ
た
圏

リ
ー
ジ
ョ
ン

域
（
国
内
の
地

リ
ー
ジ
ョ
ン

域
と
区
別
し
て
、
複
数
の

国
の
結
び
つ
き
を
指
す
た
め
に
こ
の
語
を
用
い
る
（
の
存
在
感
が
増
し
て
い

る
。
実
際
、
問
題
を
孕
み
つ
つ
も
統
合
を
強
め
て
い
る
Ｅ
Ｕ
、
北
米
の

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
、
東
ア
ジ
ア
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
、
こ
れ
に
南
ア
ジ
ア
の
Ｓ
Ａ

Ａ
Ｒ
Ｃ
、
ア
フ
リ
カ
の
Ａ
Ｕ
、
南
米
の
南
部
共
同
市
場
（
メ
ル
コ
ス
ー
ル
（
、

太
平
洋
諸
島
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｐ
Ｉ
Ｆ
（
な
ど
を
加
え
れ
ば
、
統
合
の
程

度
や
規
模
に
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
圏
域
統
合
の
動
き
は
世
界
的
な

趨
勢
の
よ
う
に
見
え
る
。
わ
れ
わ
れ
の
役
割
は
、
こ
の
圏
域
統
合
の
可

能
性
と
限
界
を
見
き
わ
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
う
し

た
圏
域
統
合
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
思
想
の
有
効
性
を
評
価
す
る
必
要

が

あ

る
。

い

ま
こ

う

し

た

圏

域

統

合
を

支

え

る

考

え

方
を

「
圏リ

ー

ジ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

域
の
思
想
」
と
呼
ぶ
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
問
い
は
、
こ
の
思
想
が

い
ま
、
こ
こ
で
有
効
性
を
も
ち
う
る
の
か
、
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
相
似
形
の
閉
鎖
と
排
除
の
構
造
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
新
自

由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
と
も
に
退
け
る
た

め
の
現
実
的
な
選
択
肢
た
り
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

い
ま
圏
域
の
思
想
を
、
一
定
の
圏
域
内
で
の
経
済
的
・
政
治
的
統
合

を
め
ざ
す
立
場
だ
と
定
義
す
る
と
き
、
そ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
対
立
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

地
球
全
体
の
経
済
的
・
政
治
的
利
益
を
追
求
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の

立
場
か
ら
は
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
追
求
す
る
利
益
の
範
囲
は
狭
す

ぎ
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
利
益
を
追
求
す
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
は
広
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

　

特
集　

〈
圏
域
〉
の
思
想　

〈
論
文
〉

圏
域
の
思
想
の
可
能
性
と
限
界

【
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
西
田
幾
多
郎
、
バ
リ
バ
ー
ル
】

松
葉
祥
一
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圏
域
の
思
想
は
、
多
く
の
場
合
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
い
う
二
つ
の
極
の
い
ず
れ
か
に
親
和
性
が
高
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二

つ
の
傾
向
に
大
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
親
和
性
が
高
い
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
諸
国

が
連
合
し
て
他
の
大
国
や
圏
域
と
対
抗
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
域
内
の
利
害
対
立
を
調
整
し
て
自
衛
す
る
た
め
の
圏
域
統
合
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
目
的
は
あ
く
ま
で
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
利
益
で
あ
る
。

現
象
と
し
て
は
例
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
や
、
戦

後
米
ソ
二
大
超
大
国
に
対
抗
し
て
構
築
さ
れ
た
圏
域
統
合
が
こ
れ
に
あ

た
る
。
理
論
と
し
て
は
例
え
ば
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
論
の
一

部
や
、
一
九
五
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ｗ
・
ド
イ
ッ
チ
ュ
ら
の
交

流
主
義
理
論
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

に
親
和
性
が
高
い
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
最
終
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な

統
合
を
目
指
す
が
、
一
挙
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
を
作
り
出
す
こ
と
は

難
し
い
の
で
、
過
渡
的
で
現
実
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
圏
域
の
秩
序
を

目
指
す

（
1
（

。
こ
の
場
合
、
最
終
目
的
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
利
益
だ
と
い
う
点

で
先
の
立
場
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
か
ら
世
界
連
合

を
構
想
し
た
ア
ベ
・
ド
・
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
や
Ｅ
・
Ｂ
・
ハ
ー
ス
ら
の

新
機
能
主
義
理
論
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
を
到
達
不
可
能

な
理
念
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
統
制
的
理
念
と
し
て
圏
域
の
統
合
を
め
ざ

す
場
合
も
含
ま
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
極
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広

域
秩
序
論
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
起
源
と
す
る
ラ
イ
ヒ
（R

eich

（

概
念
に
依
拠
し
て
い
る
点
で
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
切
り
離
せ

な
い
が
、
こ
の
時
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
国
家
主
権
を
絶
対
視
す
る
立
場

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る

（
2
（

。
た
だ
、
国
際
連
合
な
ど

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
へ
の
志
向
性
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
極
か
ら
も
遠
い
。
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
圏
域
統
合
は
、
普

遍
性
（
場
所
喪
失
（
と
一
回
性
（
場
所
確
定
（
を
と
も
に
回
避
す
る
た
め
に
、

主
権
国
家
中
心
の
国
際
法
で
も
、
普
遍
主
義
的
な
国
際
法
で
も
な
い
第

三
の
道
と
し
て
提
起
さ
れ
る
両
義
的
な
立
場
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
現

在
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
経
済
の
押
し
つ
け
へ
の
対
抗
措
置
と
し
て
南

側
諸
国
が
行
っ
て
い
る
圏
域
統
合
も
、
必
ず
し
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

極
に
近
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
う
ち
わ
れ
わ
れ
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
親

和
性
の
あ
る
圏
域
の
思
想
の
系
譜
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
親
和
性
の
あ
る
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

相
似
形
の
排
除
の
構
造
、
「
閉
じ
ら
れ
た
魂
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
新
た

な
検
討
の
余
地
は
あ
ま
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ

て
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
親
和
性
の
あ
る
圏
域
の
思
想
に
問
題
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
、
し
ば
し
ば
、
自
ら
を
普
遍
化
・

絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
い
排
除
の
論
理
へ
と
転
化
す
る
。

そ
の
際
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
の
が
次
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。
統
合
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の
範
囲
を
圏
域
か
ら
世
界
へ
と
広
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
自
ら
の
属
す

る
国
家
や
圏
域
が
模
範
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
目
標
の
実

現
に
敵
対
す
る
国
を
排
除
し
た
り
処
罰
し
た
り
す
る
役
割
を
有
し
て
い

る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
「
範
例
化
の
論
理
」

と
呼
び
た
い
。

　

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
近
代
に
お
け
る
圏
域
の
思
想
の
源
泉
の
一
つ
を
、

ア
ベ
・
ド
・
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
構
想
に
探
り
た
い

（
3
（

。

そ
れ
が
、
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
の
現
実
的
な
手
段
と
し
て
、
は
じ
め

て
国
家
主
権
の
一
部
放
棄
を
と
も
な
う
国
家
連
合
を
構
想
し
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
後
ル
ソ
ー
を
経
て
カ
ン
ト
に
至
る
に
し
た
が
っ
て
、
最
終

目
標
と
し
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
の
役
割
が
強
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
は
こ
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
す
る
圏
域
の
思
想
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
そ
れ
を
取
り
上
げ
た
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
、
具
体
的
な
圏
域
統

合
を
提
案
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
に
対
す
る
「
開

か
れ
た
社
会
」
を
掲
げ
る
と
き
、
明
ら
か
に
主
権
国
家
を
超
え
る
制
度

を
要
請
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

社
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
民
主
主
義
を
生
み
出
し
た
が
ゆ
え
に
、
「
開

か
れ
た
社
会
」
へ
と
跳
躍
す
る
た
め
の
特
権
的
な
役
割
を
担
う
と
さ
れ

る
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
歴
史
的
固
有
性
を
そ

な
え
た
空
間
秩
序
と
し
て
の
「
広
域
秩
序
」
論
を
唱
え
、
日
本
で
は
石

原
完
爾
が
「
東
亜
連
盟
」
論
を
、
昭
和
研
究
会
が
「
東
亜
共
同
体
」
論

を
提
唱
し
、
い
ず
れ
も
結
果
と
し
て
帝
国
主
義
的
侵
略
の
支
え
と
な
っ

た
（
4
（

。
彼
ら
の
主
張
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ

こ
で
は
、
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
東
亜
共
栄
圏
論
を
見
て
お
き
た
い
。

西
田
も
ま
た
、
世
界
史
的
世
界
を
実
現
す
る
た
め
の
東
亜
共
栄
圏
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
は
平
等
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
体
を
維
持
し
て
き
た
日
本
が
「
模
範
」
と
し
て
特
別
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
圏
域
の
思
想
が
目
標
と

し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
を
掲
げ
な
が
ら
、
最
後
に
は
暴
力
的
な
手
段

を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ

れ
ら
の
圏
域
の
思
想
が
「
範
例
化
の
論
理
」
に
従
っ
て
い
た
か
ら
だ
と

い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
統
合
の
範
囲
を

圏
域
か
ら
世
界
へ
と
広
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
自
ら
が
属
す
る
国
家
や

圏
域
が
、
範
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

目
標
の
実
現
に
敵
対
す
る
国
を
排
除
し
た
り
処
罰
し
た
り
す
る
権
利
と

義
務
を
有
し
て
い
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
圏
域
の
思
想
は
、
原
理
上
、

こ
の
陥
穽
と
切
り
離
せ
な
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
最
後
に
Ｅ
・
バ
リ

バ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
を
手
が
か
り
に
し
て
、
こ
う
し
た
圏
域
の
思

想
と
は
別
の
可
能
性
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に

見
出
し
た
い
。
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一　

サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

　

圏
域
の
思
想
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
呼
称
と
同
じ
年

号
を
も
つ
と
も
言
え
る
。
こ
こ
で
は
、
近
代
に
お
け
る
そ
の
源
泉
の
一

つ
で
あ
る
ア
ベ
・
ド
・
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
議
論
を
み
る
こ
と
に
し
た

い
（
5
（

。

　

一
六
〇
〇
年
か
ら
一
七
一
五
年
ま
で
の
一
一
五
年
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
戦
火
が
途
絶
え
た
の
は
、
わ
ず
か
七
年
間
だ
け
だ
っ
た
。
『
永
久
平

和
論

（
6
（

』
が
着
想
さ
れ
た
の
は
一
七
〇
八
年
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ス
ペ
イ

ン
王
位
継
承
戦
争
（
一
七
〇
一
─
一
三
年
（
に
疲
弊
し
て
い
た
時
期
で
あ

り
、
同
書
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
が
フ
ラ
ン

ス
全
権
の
秘
書
と
し
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
和
平
会
議
に
赴
い
た
年
（
一
七
一

三
年
（
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
が
同
書
で
何
を
意
図

し
た
か
は
、
序
文
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
戦
争
に
よ
っ
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
君
主
お
よ
び
そ
の
臣
民
に
も
た
ら
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
害
悪
に

著
し
く
心
を
痛
め
た
私
は
、
そ
の
害
悪
の
根
源
に
ま
で
遡
り
、
私
自
身

の
反
省
に
よ
っ
て
、
こ
の
害
悪
が
国
家
や
主
権
者
の
本
質
そ
の
も
の
に

根
ざ
し
、
絶
対
に
救
う
こ
と
が
不
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
探
究
す
る
こ

と
を
決
意
し
た
。
私
は
こ
の
事
柄
を
掘
り
下
げ
て
、
国
家
間
に
お
け
る

将
来
の
紛
争
の
す
べ
て
を
、
戦
争
な
し
に
終
結
せ
し
め
、
か
く
し
て
国

家
間
に
永
久
平
和
を
も
た
ら
す
実
行
可
能
な
手
段
を
発
見
す
る
こ
と
が

不
可
能
か
ど
う
か
を
問
い
始
め
た
の
で
あ
る
」
（Projet, 9-10

（
。
彼
は
、

ま
ず
戦
争
の
原
因
を
、
人
間
の
心
の
な
か
に
あ
る
名
声
や
権
力
へ
の
欲

望
、
所
有
欲
、
復
讐
心
、
隣
人
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
欲
望
な
ど
に
帰

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
は
、
こ
れ
ま
で
の
平
和
構
想

の
欠
陥
を
指
摘
す
る
。
彼
が
批
判
す
る
の
は
ま
ず
第
一
に
、
平
和
が
防

衛
と
軍
備
の
上
に
成
り
立
つ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
多
く

の
人
間
と
富
を
飲
み
込
み
」
（Projet, 45

（
、
か
え
っ
て
平
和
の
実
現
を

不
可
能
に
す
る
。
第
二
に
、
戦
争
を
「
よ
り
人
間
的
な
も
の
」
に
し
よ

う
と
す
る
試
み
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
う
し
た
試
み
は
不
可
能
な
も
の

で
あ
り
、
「
最
も
礼
儀
正
し
い
国
々
を
野
蛮
に
連
れ
戻
す
の
が
、
戦
争
」

（Projet, 128

（
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
平
和
条
約
や
休
戦

条
約
が
不
十
分
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
を
裏
づ
け
る
充
分
な
保
証

（sûreté

（
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー

ル
は
、
彼
が
目
指
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（U

nion E
uropéenne

（
に
は
、

充
分
な
保
証
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
保
証
と
は
、
利
益

で
あ
る
。
「
も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
（Société

（
が
す
べ
て
の
キ
リ
ス

ト
教
君
主
に
、
国
の
内
外
に
お
け
る
平
和
の
永
久
性
を
十
分
に
保
証
で

き
る
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
建
設
の
た
め
の
条
約
に
署
名
す
る
こ
と
が
、

し
な
い
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
利
益
を
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
、

誰
も
署
名
を
し
よ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
利
益
が
あ
れ
ば
、
誰
も

署
名
し
な
い
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
（Projet, 15

（
。
こ
う
し
て
サ
ン
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＝

ピ
エ
ー
ル
は
、
軍
事
費
の
削
減
や
人
口
増
加
に
よ
る
歳
入
増
な
ど
の

経
済
的
利
益
や
、
君
主
や
国
民
の
安
全
な
ど
八
カ
条
の
利
点
を
列
挙
す

る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
が
提
案
す
る
の
は
、
同
盟
（Ligue

（

で
も
連
合
（A

lliance

（
で
も
な
い
恒
久
的
な
連
合
（U

nion

（
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
同
盟
や
連
合
で
は
条
約
を
締
結
、
継
続
す
る
か
否
か
は
、

当
該
国
の
恣
意
に
よ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
永
続
的
な
社
会
」
を
形
成
し

え
な
い
（Projet, 24

（
か
ら
で
あ
る
。
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
が
考
え
た
連

合
に
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
や
モ
ス
ク
ワ
を
含
む
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

二
四
の
加
盟
国
と
、
モ
ロ
ッ
コ
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
い
っ
た
準
加
盟
国

が
含
ま
れ
て
い
た
（Projet, 373-375

（
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
常
設
の
議

会
あ
る
い
は
会
議
（D

iète ou C
ongrès

（
、
裁
判
所
、
常
設
軍
を
と
も

な
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
十
二
条
の
基
本
条
項
を
あ
げ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、「
要
約
」
で
ま
と
め
ら
れ
た
五
カ
条
を
あ
げ
て
お
く
。

第
一
条
、
加
盟
国
の
永
久
同
盟
を
樹
立
し
、
国
境
を
現
状
の
ま
ま
維
持

す
る
。
第
二
条
、
同
盟
の
た
め
の
各
国
の
資
金
拠
出
。
第
三
条
、
各
国

間
の
紛
争
は
、
軍
事
力
に
よ
ら
ず
加
盟
国
全
権
委
員
の
投
票
に
よ
っ
て

解
決
す
る
。
第
四
条
、
こ
の
仲
裁
判
決
に
当
事
国
が
服
従
し
な
い
場
合
、

武
力
的
強
制
を
な
し
う
る
。
第
五
条
、
こ
の
条
項
は
全
加
盟
国
の
一
致

に
よ
っ
て
の
み
変
更
し
う
る
。
費
用
は
国
力
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
分

担
金
で
ま
か
な
わ
れ
る
が
、
全
構
成
国
に
平
等
な
一
票
の
権
利
が
与
え

ら
れ
た
（Projet, 364-372

（
。
さ
ら
に
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
は
、
こ
の
基

本
条
項
に
つ
い
て
、
詳
し
く
利
点
や
重
要
性
、
必
要
性
を
解
説
し
、
予

想
さ
れ
る
反
論
に
答
え
、
こ
の
連
合
の
常
設
委
員
会
を
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に

設
置
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
提
案
が
、
そ
れ
以
前
の

平
和
構
想
と
異
な
る
「
近
代
的
」
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
、
戦
時
に
お
け
る
統
帥
権
の
連
合
へ
の
委
譲
と
い
っ
た
一
部
主

権
の
譲
渡
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
以

前
の
平
和
論
が
、
「
神
の
国
」
の
理
念
に
基
づ
く
神
学
的
な
も
の
か
、

力
と
強
制
に
よ
る
平
和
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
平
和
論
は
、
「
理
性
に
よ
る
平
和
」
を
前
提
に
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
十
四
世
紀
の
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ボ
ワ
が
夢
想

し
た
聖
地
回
復
の
た
め
の
国
際
連
盟
、
十
五
世
紀
の
ボ
ヘ
ミ
ア
王
ボ

デ
ィ
ブ
ラ
ド
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
の
国
際
議
会
の
設
置
案

（
7
（

、
十
七

世
紀
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る
法
皇
と
帝
国
の
二
重
権
力
下
で
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
、
さ
ら
に
十
七
世
紀
末
の
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ペ
ン
に
よ
る
平
和
構
想

（
8
（

な
ど
は
、
す
べ
て
平
和
機
関
設
立
と
い
う
手
段

を
と
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
究
極
目
的
が
キ
リ
ス
ト
教
の
護
教
に
あ
る

点
で
共
通
し
て
い
る

（
9
（

。
ま
た
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
自
身
し
ば
し
ば
言
及

し
て
い
る
ア
ン
リ
四
世
の
「
大

グ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ

計
画
」
も
、
自
国
の
政
治
的
利
益
を
目

論
む
、
力
と
強
制
に
よ
る
平
和
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
サ

ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
構
想
は
、
「
人
間
な
ら
誰
し
も
有
し
て
い
る
に
違
い

な
い
」
理
性
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
は
災
害
と
破
滅
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し
か
与
え
な
い
か
ら
不
合
理
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
は
そ
れ
を
承
認
し

な
い
。
平
和
は
多
く
の
利
益
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
、
人
間
の
理
性
は

そ
れ
を
歓
迎
す
る
。
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
平
和
論
の
基
盤
に
は
、
こ
う

し
た
素
朴
な
理
性
信
仰
が
あ
る
。

　

こ
の
構
想
が
、
人
間
理
性
の
普
遍
性
を
前
提
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
国
に
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
は
、

こ
の
連
合
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
「
地
球
上
の
全
て
の
国
家
を
視

野
に
収
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
次
の
世
紀
に
は
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ

の
君
主
た
ち
も
連
合
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
で
あ
ろ
う
」

（Projet, 18

（
と
述
べ
、
条
約
案
の
最
後
に
は
ア
ジ
ア
の
平
和
維
持
の

た
め
の
「
ア
ジ
ア
連
合
」
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
「
宗

教
に
関
わ
り
な
く
地
上
の
全
て
の
国
が
例
外
な
し
に
参
加
で
き
る
」
と

し
、
イ
ン
ド
を
初
め
と
す
る
各
国
が
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
得

る
で
あ
ろ
う
と
主
張
し
て
い
る
。

　

そ
の
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
は
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
に
似
た
恒
久
的

連
合
を
他
の
地
域
に
も
創
設
す
る
べ
く
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
的
な
圏
域
統
合
に
あ
た
っ
て
指
導
的

な
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

指
導
的
な
役
割
の
ゆ
え
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
特
別
な
任
務
を
帯
び
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
連
合
が
「
人
間
に
最
も
平
等
に
分
け
与
え
ら
れ
た
」

理
性
に
基
盤
を
置
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
立
場
を
共
有

し
え
な
い
他
者
を
「
非
理
性
」
や
「
野
蛮
」
と
し
て
排
除
し
、
ま
た
連

合
内
部
の
反
乱
国
を
制
裁
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
は
、

連
合
内
の
「
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
強
情
者
」
に
軍
事
的
制
裁
を
課
す

こ
と
を
要
求
し
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
境
界
線
に
軍
隊
を
派

兵
し
「
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
の
君
主
た
ち
に
対
す
る
警
戒
」
（Projet, 

377

（
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
ト
ル
コ
人
を
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
か
ら
も
追
い
出
す
の
は
、

有
益
で
、
容
易
な
こ
と
で
あ
り
、
名
誉
な
こ
と
」
（Projet, 689

（
だ
と

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
唱
え
る
圏
域
統
合
は
、
最
終
的
に
あ

く
ま
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
の
た
め
で
し
か
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
の

連
合
も
、
「
ア
ジ
ア
の
君
主
を
恐
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

安
定
と
ア
ジ
ア
に
お
け
る
通
商
の
た
め
に
〔
…
…
〕
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

が
そ
こ
に
永
続
的
社
会
を
も
た
ら
す
」
（Projet, 376

（
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
構
想
に
は
、

そ
の
後
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
親
和
性
の
あ
る
圏
域
の
思
想
の
典
型
的

な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
圏
域
の
統
合
を
通
し
て
段
階
的
に

グ
ロ
ー
バ
ル
な
秩
序
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
国
家
主
権
の
一
部

放
棄
を
含
む
国
家
連
合
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
、
圏
域
の
軸
と
し
て
文

化
的
・
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
地
理
的
近
接
性
を
前
提
に
し
て

い
る
こ
と
、
し
か
し
結
局
は
自
ら
の
属
す
る
国
や
圏
域
が
指
導
的
役
割

を
果
た
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
武
力
行
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使
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

二　

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
開
か
れ
た
社
会
」

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
一
九
一
四
年
八
月
八
日
、
ド
イ
ツ
の
対
仏
宣
戦
布

告
の
五
日
後
、
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
長
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
宣
言
す
る

（
10
（

。
「
ド
イ
ツ
に
対
し
て
開
始
さ
れ
た
闘
い
は
、
野
蛮
に

対
す
る
文
明
の
闘
い
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（M

, 1102

（
。
こ
れ
以
後
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
「
野
蛮
に
対
す
る
文
明
の
闘
い
」
の
正
当
性
を
、

あ
ら
ゆ
る
機
会
に
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
行

動
人
」
と
し
て
も
戦
争
に
加
担
す
る
。
一
九
一
七
年
と
そ
の
翌
年
の
二

回
、
政
府
の
要
請
で
「
外
交
特
使
」
と
し
て
合
州
国
に
渡
っ
て
い
る
。

未
発
表
資
料
を
渉
猟
し
つ
つ
こ
の
使
節
行
を
詳
し
く
分
析
し
た
ス
ー

レ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
一
回
目
の
渡
米
は
、
一
九
一
七
年
四
月
二

日
、
合
州
国
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
参
戦
の
決
断
を
下
す
に
あ
た
っ
て

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う

（
11
（

。

　

で
は
、
な
ぜ
、
「
閉
じ
ら
れ
た
魂
」
つ
ま
り
家
族
愛
や
愛
国
心
を
越

え
て
、
「
開
か
れ
た
魂
」
つ
ま
り
全
人
類
的
な
愛
の
必
要
性
を
説
く
哲

学
者
が
、
こ
の
と
き
戦
争
を
「
文
明
」
の
名
の
下
に
正
当
化
し
、
人
々

を
戦
い
へ
と
駆
り
立
て
た
の
か
。

　

周
知
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
『
創
造
的
進
化
』
の
な
か
で
、
精

神
と
物
質
の
二
元
論
に
代
え
て
、
持
続
す
る
生
命
の
一
元
論
を
主
張
し

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
強
い
持
続
と
し
て
緊
張
・
進
展
す
る
精
神
と
、

弱
い
持
続
と
し
て
弛
緩
・
停
滞
す
る
物
質
と
が
、
分
岐
し
つ
つ
入
り
組

ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
の
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
は
、
生

命
の
流
れ
が
物
質
の
障
害
に
出
会
っ
て
停
滞
す
る
生
命
の
形
態
に
他
な

ら
な
い
。
そ
の
典
型
を
、
動
物
進
化
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
の
人
間

と
、
も
う
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
の
蟻
や
蜂
の
「
社
会
」
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
は
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
ヒ

ト
が
種
を
保
存
す
る
た
め
に
営
む
群
れ
の
中
で
、
成
員
同
士
は
互
い
に

結
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
単
位
の
外
に
あ
る
単
位
に
対
し
て
は
敵
対
的

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
社
会
は
、
み
ず
か
ら
を
外
敵
か
ら
防

衛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
の
保
存
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
は
、
「
他
者
に
た
い
し
て
無
関
心

な
そ
の
成
員
た
ち
が
い
つ
で
も
攻
撃
あ
る
い
は
防
御
の
用
意
を
し
て
、

つ
ま
り
戦
闘
の
姿
勢
を
と
ら
さ
れ
て
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
い
る
よ
う

な
社
会
」（D

S, 1201, 

三
二
二
（
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
開

か
れ
た
社
会
」
と
は
、
人
種
や
国
家
な
ど
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
「
人

類
全
体
を
包
含
す
る
社
会
」
（D

S, 1202, 

三
二
三
（
で
あ
り
、
あ
る
い

は
さ
ら
に
自
然
全
体
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
に
な
る
（D

S, 1006-7, 

四
五
（
。

　

「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
の
範
囲
は
、
家
族
か
ら
国
家
ま
で
広
が
っ
て

い
る
が
、
決
し
て
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
ま
で
に
は
広
が
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
国
家
は
ど
れ
ほ
ど
広
が
っ
た
と
し
て
も
、
外
部
に
他
の
国
家
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を
予
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
人
類
は
外
敵
を

前
提
と
し
な
い
で
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
族
か

ら
国
家
ま
で
は
連
続
し
て
い
る
が
、
国
家
と
人
類
の
あ
い
だ
の
差
異
は

「
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
程
度
の
差
で
は
な
い
」
（D

S, 

1002, 

三
八
（
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
が
段

階
的
な
差
異
し
か
認
め
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
質
的
な
差
異
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
」
が
、
こ

こ
に
も
見
い
だ
せ
る

（
12
（

。

　

問
題
は
、
こ
の
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
あ

い
だ
の
差
異
で
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
増

大
あ
る
い
は
完
成
に
よ
っ
て
移
行
す
る
と
信
ず
る
の
は
正
し
く
な
い
」

（D
S, 1204, 

三
二
五
（
。
つ
ま
り
、
家
族
愛
や
祖
国
愛
を
拡
大
し
、
徐
々

に
多
く
の
人
間
を
包
摂
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
（D

S, 1001, 

三
八
（
。
家
族
愛
と
祖
国
愛
、
人
類
愛
の
三
つ
は
、

一
つ
の
同
じ
感
情
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、「
意
識
は
、

一
見
し
た
だ
け
で
、
初
め
の
二
つ
の
感
情
と
第
三
の
感
情
と
の
あ
い
だ

に
性
質
の
差
異
を
認
め
る
」
（D

S, 1007, 

四
六
（
。
な
ぜ
な
ら
、
初
め
の

二
つ
、
つ
ま
り
家
族
愛
と
祖
国
愛
は
、
「
選
択
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た

排
他
を
含
意
し
て
い
る
」
（D

S, 1007, 

四
六
（
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三
の

も
の
、
つ
ま
り
人
類
愛
は
、「
ひ
た
す
ら
愛
で
あ
る
」
（D

S, 1007, 

四
六
（
。

ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
両
親
や
同
国
人
を
、
「
自
然
に
」
、
じ
か
に
愛
す
る
。

し
か
し
、
人
類
愛
は
「
間
接
的
、
後
天
的
な
も
の
」
で
あ
り
「
ま
わ
り

道
を
し
て
し
か
到
達
し
な
い
」
（D

S, 1002, 

三
八
（
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
繰
り
返
し
、
こ
の
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た

社
会
」
の
間
の
差
異
が
、
段
階
的
な
拡
大
に
よ
っ
て
は
乗
り
越
え
ら
れ

な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
は
家
族
と
国
家

を
通
り
、
段
階
を
経
て
人
類
に
達
す
る
の
で
は
な
い
」（D

S, 1002, 

三
九
（

の
で
あ
り
、
「
い
く
ら
狭
い
感
情
を
押
し
広
げ
た
と
こ
ろ
で
、
決
し
て

人
類
は
含
み
え
な
い
」
（D

S, 1019, 

六
三
（
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
意
味
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
圏
域
統
合
と
は
対
立
す
る
立

場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
圏
域
も
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
こ
の
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
か
ら
「
開
か
れ
た
社
会
」
へ
の
移

行
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
そ
の
文
明
が
、
模
範
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
「
範
例
化
の
論
理
」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。
『
二
源
泉
』

に
お
け
る
正
義
の
概
念
の
分
析
を
見
て
お
こ
う
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
正
義
の
概
念
の
分
析
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て

い
る
。
「
正
義
の
観
念
ほ
ど
有
益
な
も
の
は
な
い
」
（D

S, 1033, 

八
二
（
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
他
の
道
徳
的
観
念
の
大
部
分
を
含
ん
で
い
る
と
同

時
に
、
最
も
簡
単
な
定
式
で
表
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
義

と
は
、「

償
コ
ン
パ
ン
サ
シ
オ
ン

い

」
や
「
報

レ
コ
ン
パ
ン
ス

い
」
の
語
源
で
あ
る
ペ
ン
サ
ー
レ
（pensare

（

つ
ま
り
秤
る
こ
と
に
由
来
す
る
平
等
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
（D

S, 

1033, 

八
二
（
。
し
か
し
、
そ
れ
は
量
的
な
平
等
を
意
味
す
る
だ
け
で
は

な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
正
義
の
問
題
に
階
級
の
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
的
な
平
等
を
求
め
る
同
害
法
の
不
十
分
さ
を
指

摘
し
て
い
る
。
「
だ
が
、
目
は
つ
ね
に
目
に
、
歯
は
つ
ね
に
歯
に
価
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
量
と
と
も
に
質
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
害
法
は
同
じ
階
級
の
内
部
で
し
か
適
用
さ
れ
な

い
だ
ろ
う
。
同
じ
損
害
を
蒙
り
、
同
じ
侮
辱
を
受
け
て
も
、
被
害
者
の

属
す
る
階
級
が
高
け
れ
ば
高
い
だ
け
、
い
っ
そ
う
大
き
な
償
い
が
求
め

ら
れ
、
い
っ
そ
う
重
い
罰
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
（D

S, 1034, 

八
四
（
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
質
的
に
異
な
る
二
つ
の

正
義
、
す
な
わ
ち
「
閉
じ
ら
れ
た
正
義
」
と
「
開
か
れ
た
正
義
」
、
あ

る
い
は
「
相
対
的
正
義
」
と
「
絶
対
的
正
義
」
を
区
別
し
、
そ
の
あ
い

だ
の
差
異
を
、
「
た
ん
な
る
程
度
の
差
異
で
は
な
く
、
本
質
に
か
か
わ

る
根
本
的
な
も
の
」
（D

S, 1043, 

九
五
（
だ
と
す
る
。
問
題
は
や
は
り

こ
の
二
つ
の
あ
い
だ
の
移
行
で
あ
る
。
通
常
、
相
対
的
正
義
が
徐
々
に

拡
大
し
て
い
っ
て
絶
対
的
正
義
に
移
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
は
漸
進
的
進
行
で
は
な
く
、
「
突
然
の
跳
躍
」
（D

S, 

1036, 

八
六
（
あ
る
い
は
「
創
造
」
（D

S, 1035, 

八
五
（
が
必
要
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
跳
躍
、
こ
の
創
造
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
。

ど
の
よ
う
に
し
て
、
正
義
は
「
す
べ
て
よ
り
高
く
舞
い
上
が
っ
て
、
定

言
的
か
つ
超
越
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
か
」
（D

S, 1039, 

九
〇
（
。

　

こ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
た
ち
の
語
調
を

思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
」
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
た
ん
な
る
例
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ザ
ヤ
が
、
普
遍
的
正
義
に
思
い
至
っ
た
の
は
、

神
に
よ
っ
て
他
の
民
族
か
ら
区
別
さ
れ
、
契
約
に
よ
っ
て
神
と
結
び
つ

い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
「
人
類
の
他
の
部
分
に
比
べ
て
は
る
か
に
高
い

と
こ
ろ
ま
で
至
っ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
民
族
は

「
遅
か
れ
早
か
れ
模
範
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
」
（D

S, 1039, 

九
一
、

強
調
引
用
者
（
。
さ
ら
に
、「
特
権
的
な
人
々
」（D

S, 1174, 

二
八
三
（
の
「
英

雄
的
行
為
」
（D

S, 1019, 

六
三
（
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
神

秘
思
想
家
、
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
や
聖
女
テ
レ
サ
ら
に
よ
っ
て
次
の
跳

躍
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
国シ

テ家
の
境
界
で
止
ま
っ

て
い
た
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
国
家
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
自
由
人
だ
け

に
限
ら
れ
て
い
た
共
和
国
に
、
す
べ
て
の
人
間
を
含
む
普
遍
的
共
和
国

が
と
っ
て
代
わ
っ
た
。
他
の
こ
と
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
由
来
し
た
」（D

S, 

1040, 

九
一
（
。
し
た
が
っ
て
、
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
か
ら
「
開
か
れ

た
社
会
」
へ
の
移
行
が
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
」
（D

S, 1040, 

九
一
（
。
「
普
遍
的
同
胞
愛
の
思
想
」
が
獲
得
さ
れ

る
た
め
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（D

S, 

1040, 

九
二
（
の
で
あ
る

（
13
（

。

　

他
の
い
か
な
る
思
想
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
の
跳
躍
を
な
し
え
な

か
っ
た
。
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
は
、
「
異
邦
人
は
野
蛮
人
で
あ

る
か
ら
な
ん
の
権
利
も
主
張
で
き
ぬ
と
し
た
」
（D

S, 1040, 

九
二
（
が

ゆ
え
に
、
こ
の
人
類
愛
の
思
想
に
は
到
達
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
中
国

で
も
道
徳
思
想
が
多
数
あ
ら
わ
れ
た
が
、
人
類
全
体
の
た
め
の
法
を
制

定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
に
は
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
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（1834-86

（
や
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ン
ナ
ダ
（1862-1902

（
の
よ
う
な
、
キ
リ

ス
ト
教
的
神
秘
主
義
に
比
す
べ
き
神
秘
主
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か

し
、
彼
ら
の
登
場
は
、
西
洋
文
明
を
介
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
に
よ
っ

て
初
め
て
可
能
で
あ
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
ら
ゆ
る
西
洋
文
明
に

浸
透
し
た
の
で
、
人
々
は
キ
リ
ス
ト
教
を
、
西
洋
文
明
が
も
た
ら
し
た

も
の
の
う
ち
に
、
あ
た
か
も
香
気
の
よ
う
に
す
い
こ
む
。
産
業
文
明
自

身
、
後
に
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
間
接
的
に
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
や
ヴ
ィ
ヴ
ェ

カ
ン
ナ
ダ
の
よ
う
な
人
の
神
秘
主
義
を
生
み
出
し
た
の
は
、
産
業
主
義

で
あ
り
、
わ
が
西
洋
文
明
で
あ
る
」
（D

S, 1167, 

二
七
三
（
。
つ
ま
り
、

キ
リ
ス
ト
教
は
、
西
洋
文
明
を
通
じ
て
他
の
文
明
に
浸
透
す
る
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
実
現
は
、
西
洋
文
明
を
通
し

て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
範
例
化
の
論
理
と
呼
ぶ
も
の
の
典
型
が
見

い
だ
せ
る
。
西
洋
文
明
も
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
本
質
的
に
異
な
る
「
閉

じ
ら
れ
た
社
会
」
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

こ
で
は
「
わ
が
」
西
洋
文
明
が
、
「
模
範
」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
伝

播
に
、
し
た
が
っ
て
「
開
か
れ
た
社
会
」
へ
の
移
行
に
必
要
不
可
欠
な

も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
論
理
が
、
民
主
主
義
の
分
析
に
も
見
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
と
ほ
ぼ
同
じ
資
格
で
、
民
主
主
義
を
も
ち
出

し
て
い
る

（
14
（

。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
福
音
書
的
な
本
質
を
も
っ
た
も
の

で
あ
り
、
愛
を
動
因
と
し
て
い
る
と
言
え
る
」
（D

S, 1215, 

三
四
一
（

と
さ
れ
る
。
民
主
主
義
の
理
念
で
あ
る
自
由
、
平
等
、
友
愛
の
な
か
で
、

自
由
と
平
等
は
し
ば
し
ば
対
立
す
る
。
そ
れ
を
調
停
す
る
の
が
友
愛
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
自
由

で
も
平
等
で
も
な
く
、
友
愛
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
由
を

宣
告
し
、
平
等
を
要
求
し
、
こ
の
敵
対
関
係
に
あ
る
二
人
の
姉
妹
を
、

彼
女
達
が
姉
妹
で
あ
る
こ
と
を
想
い
だ
さ
せ
、
ま
た
友
愛
を
す
べ
て
の

上
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
和
解
さ
せ
る
」
（D

S, 1215, 

三
四
一
（
。
こ
う

し
て
、
民
主
主
義
は
、
「
〈
閉
じ
ら
れ
た
社
会
〉
の
諸
条
件
を
超
越
す
る

唯
一
の
構
想
で
あ
る
」
（D

S, 1214, 

三
四
〇
（
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
民
主
主
義
も
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
清
教
徒
や
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
革
命
家
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
（D

S, 

1041, 

九
二
（
。

　

し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
文
明
と
は
、
「
開
か
れ
た
社
会
」

を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
「
模
範
」
と
し
て
の
西
洋
文
明
に
他
な
ら

な
い
。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
文
明
は
、
最
も
広
く
と
っ
て

地
中
海
、
よ
り
厳
密
に
は
「
文
明
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
ラ
テ
ン
民

族
（
（（
（

」
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
古
く
は
小
ア
ジ
ア
、

ギ
リ
シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
ク
レ
タ
島
、
そ
し
て
そ
の
後
は
ス
ペ
イ

ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
で
し
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
極
東
の
諸
文

明
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
「
こ
れ
は
地
中
海
諸
文
明

の
よ
う
に
文
明
の
大
流
の
中
に
は
は
い
ら
な
か
っ
た

（
16
（

」
。
な
ぜ
な
ら
、
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そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
民
主
主
義
が
生
ま
れ
育
た
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
文
明
概
念
は
、
「
開
か
れ
た

社
会
」
の
目
的
論
を
前
提
と
し
て
、
範
例
化
の
論
理
に
従
う
と
き
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
強
く
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
管
見
の
限
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
は
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

も
ま
た
「
閉
じ
ら
れ
た
社
会
」
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
よ
う
に
、「
開
か
れ
た
社
会
」
へ
の
移
行
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
「
文
明
」
の
果
た
す
役
割
は
、
範
例
的
で
、
代
替
不
可
能
だ
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
二
年
に
、

国
際
連
盟
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
際
知
的
協
力
委
員
会
の

初
代
議
長
と
な
っ
た
。
そ
の
第
一
回
会
合
の
議
長
声
明
で
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
、
国
家
連
合
の
前
提
と
し
て
「
道
徳
的
進
化
（progrès m

oral

（
」（M

, 

1351

（
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
彼
が
国
際
連
盟
に
「
開
か
れ
た
社

会
」
の
可
能
性
を
見
出
し
、
そ
こ
で
果
た
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
模
範

と
し
て
の
役
割
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

三　

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
東
亜
共
栄
圏
」

　

西
田
幾
多
郎
は
、
例
え
ば
「
世
界
新
秩
序
の
原
理
」
（
一
九
四
三
年
（

で
、
「
東
亜
共
栄
圏
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
17
（

。
「
従
来
、

東
亜
民
族
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
の
帝
国
主
義
の
為
に
、
圧
迫
せ
ら
れ

て
い
た
、
植
民
地
視
さ
れ
て
い
た
、
各
自
の
世
界
史
的
使
命
を
奪
わ
れ

て
い
た
。
今
や
東
亜
の
諸
民
族
は
東
亜
民
族
の
世
界
史
的
使
命
を
自
覚

し
、
各
自
自
己
を
越
え
て
一
つ
の
特
殊
的
世
界
を
構
成
し
、
以
て
東
亜

民
族
の
世
界
史
的
使
命
を
遂
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
東
亜
共
栄

圏
構
成
の
原
理
で
あ
る
。
今
や
我
々
東
亜
民
族
は
一
緒
に
東
亜
文
化
の

理
念
を
掲
げ
て
、
世
界
史
的
に
奮
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（X

I, 446

（
。

こ
う
し
た
西
田
の
政
治
的
テ
ク
ス
ト
は
、
「
彼
の
哲
学
の
本
質
か
ら
の

必
然
的
な
帰
結
で
は
な
か
っ
た

（
18
（

」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
政
治
的
現
実

へ
の
コ
ミ
ッ
ト
は
時
期
的
に
も
問
題
的
に
も
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い

る
（
19
（

」
と
し
て
、
西
田
哲
学
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
し
ば
し
ば
行

わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
東
亜
共
栄
圏
を
め
ぐ
る
政
治
的
テ
ク
ス
ト
は
、

西
田
幾
多
郎
の
哲
学
的
テ
ク
ス
ト
を
貫
く
「
場
所
の
論
理
」
―
「
絶
対

矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
と
不
可
分
で
あ
る
。

　

一
九
三
〇
年
代
、
西
田
幾
多
郎
は
、
三
木
清
や
戸
坂
潤
を
通
し
て
マ

ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
自
ら
の
哲
学
的
立
場
で
あ

る
「
場
所
の
論
理
」
を
歴
史
や
プ
ラ
ク
シ
ス
の
問
題
に
展
開
し
て
い
っ

た
。
西
田
は
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
（
一
九
三
二
年
（
の
序
で
、
「
私
の

一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
う
も
の
に
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
社
会

的
、
歴
史
的
限
定
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
書
の
最
初
の

論
文
の
ご
と
き
も
、
か
か
る
立
場
か
ら
書
き
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
記
し
、
実
際
、
同
書
の
第
二
論
文
以
後
、
西
田
哲
学
に
は
変
化
が
認

め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
以
後
「
場
所
」
が
、
「
歴
史
的
世
界
」
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と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
、
歴
史
的
世
界
と
個
の
関
係
が
中
心
的
な
問

題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
歴
史
的
世
界
が
唯
一
の
現
実

の
世
界
で
あ
る
」
（V

III, 326

（
、
あ
る
い
は
「
自
覚
の
論
理
は
歴
史
の

論
理
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、「
場
所
と
い
っ

た
も
の
は
、
弁
証
法
的
一
般
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矛
盾
的
自
己

同
一
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
と
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（V

III, 257

（
と
し
て
、「
場
所
の
論
理
」
は
「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
論
理
と
し
て
全
面
的
に
と
ら
え
直
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

す
で
に
場
所
の
論
理
の
完
成
形
態
に
お
い
て
は
、「
個
物
」
と
「
世
界
」

が
両
義
的
関
係
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
西
田
独
自
の
意
味
で
弁
証
法
的

関
係
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
西
田
は
こ
の
弁
証
法
的
関
係
を
、

歴
史
理
論
に
展
開
す
る
中
で
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
概
念

を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
「
作

ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」（ex.V

III, 367

（
と
い
う
歴
史
的
世
界

で
あ
り
、
個
物
と
し
て
の
人
間
は
そ
の
よ
う
な
「
創
造
的
世
界
の
創
造

的
要
素
」
（V

III, 375

（
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る

こ
と
は
働
く
こ
と
で
あ
り
、
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
制
作
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
な
か
に
あ
る
以
上
、
働
く
こ
と
も
知

る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
こ
の
世
界
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
西
田
は

こ
う
し
て
、
世
界
＝
〈
一
〉と
個
物
＝
〈
多
〉と
い
う
絶
対
的
に
矛
盾
す
る

も
の
が
歴
史
的
世
界
を
形
成
す
る
歴
史
的
運
動
を
、
「
絶
対
矛
盾
的
自

己
同
一
」
と
し
て
概
念
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
「
即
」
の
論
理
は
、
現
実
の

歴
史
的
世
界
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
。
問
題
は
二
つ
の
位
相
に

分
け
ら
れ
る
。
一
方
は
個
人
と
国
家
の
関
係
、
他
方
は
国
家
と
世
界
の

関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
位
相
が
、
国
家
を
接
合
面
と
し

て
重
ね
合
わ
さ
れ
る

（
20
（

。

　

ま
ず
、
個
人
と
国
家
の
関
係
。
個
人
と
国
家
は
、
「
ど
こ
ま
で
も
全

体
主
義
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
た
ん
に
個
人
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、

ど
こ
ま
で
も
個
人
の
創
造
を
媒
介
に
す
る
」
（X

, 436

（
と
し
て
、
と
も

に
肯
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者
は
、
「
一
即
多
」
、
「
多
即
一
」

と
い
う
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
重
視
す
る
個
人
主
義
や
全
体
主
義
は
、

当
然
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
個
人
主
義
と
い
う
も
の
は
時
代
遅

れ
た
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
が
、
個
人
を
否
定
す
る
た

ん
な
る
全
体
主
義
と
い
う
の
も
過
去
の
も
の
た
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」（X

, 

436

（
。

　

で
は
日
本
の
場
合
は
ど
う
か
。
何
千
年
来
皇
室
を
中
心
と
し
て
発
展

し
来
た
わ
が
国
の
文
化
の
あ
と
を
顧
み
る
と
、
ま
さ
に
全
体
的
〈
一
〉と

個
物
的
〈
多
〉と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
を
よ
く
体
現
し
て
い
る
。
全
体
的

〈
一
〉と
し
て
の
歴
史
の
主
体
は
い
ろ
い
ろ
と
変
わ
っ
た
。
古
代
で
は
蘇

我
氏
が
あ
り
藤
原
氏
が
あ
り
、
そ
の
後
鎌
倉
幕
府
以
来
、
足
利
、
徳
川

と
変
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
皇
室
は
こ
れ
ら
の
主
体
的
な
る
も
の
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を
超
越
し
て
、
主
体
的
〈
一
〉と
個
物
的
〈
多
〉と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と

し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
の
位
置
に
あ
っ
た
」
（IX

, 48

（
。
わ

が
国
の
歴
史
で
は
、
い
か
な
る
時
代
で
も
社
会
の
背
後
に
皇
室
が
あ
り
、

時
代
の
担
い
手
と
し
て
の
主
体
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
、
日
本
で
は
そ

れ
が
革
命
と
な
ら
ず
に
皇
室
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
時
代
に
対

応
す
る
。
明
治
維
新
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
西
田
は
、
こ

の
国
の
歴
史
で
は
「
皇
室
は
ど
こ
ま
で
も
無
の
有
で
あ
り
、
矛
盾
的
自

己
同
一
的
で
あ
っ
た
」
（IX

, 49
（
と
し
て
、
「
場
所
の
論
理
」
―
「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
」
の
顕
現
を
皇
室
の
う
ち
に
見
る
の
で
あ

る
。

　

次
に
、
国
家
と
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
も
や

は
り
「
国
家
」
と
「
世
界
」
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
関
係
が
説
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
西
田
は
、「
国
家
理
由
の
問
題
」
（
一
九
四
一
年
（
に
お
い
て
、

日
本
に
限
ら
ず
、
事
実
存
在
す
る
国
家
は
、
け
っ
し
て
た
ん
に
そ
れ
だ

け
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、「
世
界
」

そ
の
も
の
の
自
己
表
現
、
生
け
る
反
映
と
し
て
の
み
成
立
す
る
と
述
べ

る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
十
八
世
紀
を
個
人
的
自
覚
の
段
階
、
十
九
世
紀

を
国
家
的
自
覚
の
段
階
、
二
十
世
紀
を
世
界
的
自
覚
の
段
階
と
見
て
、

「
世
界
的
世
界
」
、
「
歴
史
的
世
界
」
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
東

亜
共
栄
圏
が
求
め
ら
れ
る
。
「
而
し
て
、
か
か
る
多
と
一
の
媒
介
と
し
て
、

共
栄
圏
と
い
う
如
き
特
殊
的
世
界
が
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（X

I, 

447

（
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
世
界
的
世
界
形
成
」
に
お
い
て
、
日
本
が

特
別
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
「
而
し
て
一
つ
の
特
殊

的
世
界
と
云
う
も
の
が
構
成
せ
ら
れ
る
に
は
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
、

そ
の
課
題
を
担
う
て
立
つ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
亜
に
於
て
、

今
日
そ
れ
は
我
日
本
の
外
に
な
い
」
（X

I, 446

（
。
な
ぜ
な
ら
、
各
国
が

世
界
的
と
な
っ
た
現
在
、
「
そ
の
中
で
最
も
世
界
史
的
傾
向
を
有
す
る

も
の
が
中
心
と
な
っ
て
、
時
代
が
安
定
す
る
」
（X

, 436

（
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
日
本
が
最
も
世
界
史
的
傾
向
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の

か
。
そ
れ
は
日
本
の
み
が
、
天
皇
制
と
い
う
「
国
家
即
道
徳
」
を
有
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
西
洋
で
は
「
民
族
形
成
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、

自
己
超
越
的
に
世
界
史
形
成
を
み
る
と
い
う
ご
と
き
わ
が
国
に
お
い
て

の
よ
う
な
国
家
神
聖
感
は
発
展
せ
な
か
っ
た
」（X

I, 201

（
。
つ
ま
り
、「
国

の
根
底
に
国
家
成
立
の
神
話
を
も
ち
、
超
越
即
内
在
、
内
在
即
超
越
的

に
、
絶
対
現
在
の
自
己
規
定
と
し
て
歴
史
的
生
々
的
な
る
わ
が
国
の
歴

史
に
於
て
、
は
じ
め
て
国
家
即
道
徳
の
国
体
と
い
う
も
の
が
自
覚
せ
ら

れ
た
」
（X

I, 201

（
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
は
、
「
単
な
る
権
力

で
も
な
け
れ
ば
単
な
る
精
神
で
も
な
い
」
（IX

, 82

（
、
「
国
家
即
道
徳
」

と
し
て
の
天
皇
制
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ア
ジ
ア
の
中
で
も
世
界

的
世
界
形
成
を
中
心
に
な
っ
て
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
場
所
の
論
理
」
に
お
け
る
「
個
物
」

と
「
一
般
者
」
の
関
係
が
、
個
人
と
国
家
の
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
、
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さ
ら
に
国
家
と
「
世
界
的
世
界
」
と
の
関
係
に
適
用
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
関
係
を
結
ぶ
「
国
家
」
つ
ま
り
天
皇
制

を
有
す
る
日
本
が
、
自
ら
の
も
つ
「
世
界
史
的
意
義
」
に
気
づ
き
、
圏

域
を
通
し
て
世
界
を
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
皇
制
」
の
完
成
形
態

と
し
て
の
「
世
界
的
世
界
」
、
「
歴
史
的
世
界
」
が
成
就
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
日
本
形
成
の
原
理
は
即
ち
世
界
形
成
の
原
理
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
（IX

, 52
（
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
西
田
自
身
の
前
提
を
裏
切
っ
て
い
る
。
国
家
―

世

界
の
関
係
に
お
い
て
、
「
個
物
」
で
あ
る
は
ず
の
日
本
が
絶
対
化
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
提
か
ら
、
日
本
は
一
国
家
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
意
味
で
は
け
っ
し
て
「
絶
対
無
の
場
所
」
た
る
世
界
の
位
置
に
は

あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は
、
西
田
自
身
、「
も
っ

と
も
戒
む
べ
き
こ
と
」
と
し
て
批
判
し
て
き
た
。
西
田
は
、む
し
ろ
「
各

国
が
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
自
己
の
位
置
を
占
め
」
、
「
各
国
が
世
界
的

と
な
る
」
（X

, 436

（
こ
と
が
必
要
だ
と
説
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
西
田
は
、
当
時
の
帝
国
主
義
政
策
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
主
体
と
し
て
他
の
主
体
に
対
し
、
他
の
主

体
を
否
定
し
て
他
を
自
己
と
な
さ
ん
と
す
る
ご
と
き
は
、
帝
国
主
義
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
日
本
精
神
で
は
な
い
」
、
あ
る
い
は
「
最
も

戒
む
べ
き
は
日
本
を
主
体
化
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
そ
れ
は
皇
道
の
覇
道
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
皇
道
を
帝
国

主
義
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（IX

, 52

（
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
「
国
家
即
道
徳
」
た
る
日
本
が
、
「
模
範
」
と

し
て
、
世
界
的
世
界
形
成
の
中
心
に
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
た
ん
に
我
が
国
体
の
特
殊
性
を
誇
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
世
界
史
的
深
大
性
に
着
眼
し
、
こ
れ
を
解
明
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
歴
史
的
世
界
形
成
の
人
間
的
行
動
の
規
範
形
と
し
て
、
ま
さ

に
国
家
と
い
う
も
の
の
本
質
が
明
ら
か
に
せ
ら
る
べ
き
と
き
で
あ
る
。

而
し
て
新
た
な
る
世
界
秩
序
は
こ
れ
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
」（X

I, 202, 

強
調
引
用
者
（
。
こ
れ
は
、わ
れ
わ
れ
が
「
範
例
化
の
論
理
」

と
呼
ん
で
き
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
模
範
」
を
経
由
し

て
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、〈
一
〉
に
回
収
さ
れ
な
い
〈
多
〉

を
主
張
す
る
西
田
自
身
の
論
理
を
裏
切
っ
て
い
る
。
西
田
は
、
国
家
―

世
界
の
関
係
に
お
い
て
天
皇
制
国
家
日
本
を
範
例
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
論
理
に
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

バ
リ
バ
ー
ル
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権

　

わ
れ
わ
れ
が
確
か
め
て
き
た
よ
う
に
、
圏
域
の
思
想
の
多
く
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
平
和
秩
序
を
め
ざ
し
て
、
参
加
国
の
平
等
を
前
提
と
す
る

圏
域
統
合
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
統
合
の
範
囲
を
圏
域
か
ら
世
界
へ
と

広
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
自
ら
が
属
す
る
国
家
や
圏
域
を
模
範
と
し
て
、

そ
れ
に
敵
対
す
る
国
や
圏
域
を
排
除
し
た
り
処
罰
し
た
り
す
る
特
権
を

自
ら
に
与
え
て
い
た
。
圏
域
の
思
想
は
、
原
理
上
、
こ
の
「
範
例
化
の
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論
理
」
と
い
う
陥
穽
と
切
り
離
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、

最
後
に
Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
論
を
手
が
か
り
に
し
て
、
別

の
可
能
性
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
見
い
だ
し

た
い
。

　

問
題
は
境
界
で
あ
る
。
も
し
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
境
界
が
、
内
部
と
外

部
を
隔
て
る
役
割
し
か
も
た
ず
、
排
除
を
機
能
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
圏
域
も
ま
た
国
民
国
家
と
相
似
形
の
暴
力
的
排
除

の
構
造
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る

の
が
移
民
の
問
題
で
あ
る
。
実
際
、
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
以
後
、
一
方
で

Ｅ
Ｕ
居
住
者
は
、
域
内
を
自
由
に
移
動
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
居
住
し
、

学
校
に
通
い
、
職
に
つ
き
、
結
婚
し
、
地
方
選
挙
に
投
票
し
、
要
す
る

に
Ｅ
Ｕ
圏
内
の
ど
こ
で
も
市
民
権
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他

方
で
、
域
外
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て
は
排
外
政
策
が
求
め
ら
れ
た
。
と

い
う
の
も
、
加
盟
国
の
ど
こ
か
一
ヵ
所
で
も
移
民
の
管
理
に
甘
い
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
、
移
民
が
域
内
諸
国
に
広
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
域
内
の
移
動
の
自
由
、
域
内
の
国
境
管
理
の
廃
止
は
、
逆
に

域
外
の
外
国
人
に
対
し
て
国
境
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
が
、

拡
大
さ
れ
た
、
よ
り
強
大
な
国
民
国
家
の
面
影
を
示
す
の
は
こ
の
時
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
境
界
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
空
間
的
境
界
で
は

な
い
。
例
え
ば
バ
ル
カ
ン
半
島
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
部
と
み
な
さ
れ
て

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
「
介
入
」
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
今
に
至
る

ま
で
Ｅ
Ｕ
へ
の
加
盟
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
外
部
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
「
境
界
に
つ
い
て
の
表
象
」
と
い
う
よ
り
も
、
さ
ら
に
「
そ
の
基

盤
に
あ
る
内
部
性
や
外
部
性
」
の
観
念
で
あ
り
、
そ
の
「
表
象
の
可
能

性
そ
の
も
の

（
21
（

」
（N

C
, 28

（
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
象
が
、
主
権
空
間

と
し
て
の
政
治
的
空
間
認
識
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｃ
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
と
名
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
バ
リ
バ
ー
ル

が
、
『
人
種
、
国
民
、
階
級

（
22
（

』
で
、
「
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
と
呼
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
個
人
は
、
こ
の
虚
構
へ
の
帰
属
に
よ
っ
て
、
市
民
権

を
享
受
す
る
と
同
時
に
、
世
界
の
な
か
で
の
自
ら
の
位
置
を
表
象
し
、

境
界
の
観
念
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
多
数
派

と
少
数
派
を
分
け
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
深
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
土
着
だ
と

見
な
さ
れ
る
住
民
と
、
人
種
的
あ
る
い
は
文
化
的
に
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ

れ
異
質
だ
と
見
な
さ
れ
る
住
民
を
分
け
る
。

　

近
代
に
お
い
て
は
、
こ
の「
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
が
国ナ

シ

オ

ン

家
＝

国
民

と
結
び
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
市
民
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
バ
リ

バ
ー
ル
が
、
現
在
の
国
家
シ
ス
テ
ム
の
本
質
を
示
す
指
標
と
し
て
提
案

す
る
の
が
、
「
国
民
社
会
国
家
（E

tat national social

（
」
（D

C
, 11

（
と

い
う
概
念
で
あ
る

（
23
（

。
こ
の
語
が
意
味
す
る
の
は
、
国
民
国
家
と
、
社
会

国
家
（
福
祉
国
家
（
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
国
家
は
、

諸
個
人
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
権
・
政
治
権
を
与
え
る
か
わ
り
に
、
国
民

の
地
位
に
従
属
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
諸
個
人
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は
市
民
権
を
付
与
さ
れ
る
か
わ
り
に
国
籍
保
持
者
と
い
う
枠
内
で
そ
れ

を
行
使
す
る
よ
う
制
約
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
へ
の
帰
属
が
市
民

権
を
享
受
す
る
た
め
の
本
質
的
な
条
件
と
な
り
、
市
民
権
は
国
家
的
市

民
権
と
な
る
。

　

現
在
、
こ
の
国
民
社
会
国
家
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
、
一
方
で
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
他
方
で
国
内
の
諸
矛
盾
に
よ
っ
て
危
機
に
陥
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
国
際
金
融
や
国
際
市
場
、
情
報
の
流
れ
に

対
す
る
国
家
（
主
権
（
の
無
力
、
他
方
で
国
内
の
社
会
政
策
と
り
わ
け

暴
力
の
増
大
と
失
業
問
題
に
対
す
る
国
家
の
無
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

移
民
が
生
贄
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
移
民
を
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
会
国
家
の
資
源
の
一
部
を
回
復
し
、
暴
力
を
国
境
の
外

に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
人

種
か
ら
文
化
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
＝

国
境
を
引
き
直
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
排
除
原
理
を
強
化
す
る
動
き
、
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ヒ

ス
テ
リ
ー
化
」
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
「
国
民
社
会
国
家
」

の
枠
内
で
の
市
民
権
が
排
除
原
理
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
来
る
べ
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
は
、
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

は
必
要
な
い
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
「
お
そ
ら
く
必

要
だ
」
と
答
え
る
。
圏
域
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
、
「
制
度
の
客

観
性
と
同
時
に
個
人
の
想
像
界
に
刻
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、

『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
の
表
象
を
構
築
す
る
こ
と
」
（N

C
, 34

（
が
必

要
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
ア
ポ
リ
ア
の
核

心
は
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
新
た
な
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
作
り
出
せ

て
い
な
い
点
に
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
自
ら
の
市
民

権
に
意
味
と
実
質
を
与
え
る
た
め
に
こ
そ
、
こ
う
し
た
虚
構
の
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
必
要
な
の
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国ナ

シ
オ
ン民

」
で
は
な
く
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
民プ

ー
プ
ル衆

」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
へ
の
帰
属
（
エ

ト
ノ
ス
（
と
、
新
た
な
市
民
権
の
創
造
（
デ
モ
ス
（
と
が
結
び
つ
い
た

民プ
ー
プ
ル衆

で
あ
る
。
こ
こ
で
新
た
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
権
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
の
可
能
性
と
し
て
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
三
つ
の
選
択
肢
を
あ
げ
て
い

る
（D

C
, 88

（
。
ま
ず
第
一
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
市
民
権
（citoyenneté 

des E
uropéens

（
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
人
、
ド
イ

ツ
人
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
「
出
自
」
を
も
つ
こ
と
を
前
提
に
し
た
市
民

権

で

あ

る
。

第

二

に
「

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

市

民

権
（citoyenneté 

européenne

（
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
い
ず
れ
か
に
国

籍
を
も
つ
こ
と
を
前
提
に
し
た
市
民
権
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
市
民
権
（citoyenneté en E

urope

（
」
で
あ
る
。
こ

れ
が
意
味
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
空
間
に
居
住
す
る
者
す
べ

て
に
無
条
件
に
与
え
ら
れ
る
市
民
権
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
バ
リ
バ
ー
ル

が
要
求
す
る
の
は
第
三
の
市
民
権
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
第
三
の
市
民
権

を
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
実
現
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
（D

C
, 

88

（
。
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そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
可
能
か
。
も
ち
ろ
ん
国
家
の
枠
内
で

の
市
民
権
の
拡
大
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
共
同
体
や
国

家
の
廃
絶
に
よ
っ
て
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
解
消
に

よ
っ
て
で
も
、
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
っ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
理
念

を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
バ
リ
バ
ー
ル
が
提
案
す
る
の

は
、
「
政
治
」
の
発
明
で
あ
る
。
彼
の
言
う
「
政
治
」
は
、
「
解
放

（ém
ancipation

（
」
と
「
変
革
（transform

ation

（
」
、「
開
明
性
（civilité

（
」

の
三
つ
の
層
か
ら
な
る

（
24
（

。
ま
ず
、
「
解
放
」
と
は
平
等
、
自
由
─
─
あ

る
い
は
バ
リ
バ
ー
ル
が
両
者
の
不
可
分
性
を
示
す
た
め
に
提
案
す
る
平

由
（
25
（

（égaliberté

（
─
─
と
い
っ
た
理
念
の
実
現
を
意
味
す
る
。
こ
の
た

め
に
必
要
な
の
は
、
市
民
に
よ
る
制
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
抵
抗
権
の
行
使
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
変
革
」
は
、
こ

の
解
放
の
た
め
の
諸
制
度
の
変
革
を
意
味
す
る
。
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
バ

リ
バ
ー
ル
が
提
起
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
国
境
制
度
の
変
革
で
あ
り
、

「
国
家
横
断
的
」
諸
制
度
の
構
築
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
家
主

権
の
制
限
と
同
時
に
、
国
家
横
断
的
な
市
民
権
の
制
度
化
が
必
要
に
な

る
。
第
三
に
、「
開
明
性
」
と
は
、
こ
の
変
革
が
前
提
と
す
る
、
個
人
的
・

集
団
的
な
「
想
像
的
な
も
の
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
要
求

さ
れ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
国
民
と
い
う
「
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」

を
乗
り
越
え
る
た
め
の
、
言
語
や
芸
術
様
式
な
ど
新
た
な
表
現
＝

表
象

方
法
の
創
出
で
あ
る
。

　

通
常
「
政
治
」
と
い
う
と
、
第
二
の
「
変
革
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
だ
け
が

思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
家
横
断
的
な
市
民
権
の

制
度
化
、
例
え
ば
国
境
制
度
の
廃
止
や
パ
ス
ポ
ー
ト
の
廃
止
な
ど
で
あ

る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
で
の
社
会
政
策
や
社
会
運
動

を
創
出
す
る
こ
と
、
排
外
的
な
境
界
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
に

有
効
な
反
撃
を
作
り
出
す
こ
と
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ

リ
バ
ー
ル
は
、
そ
う
し
た
制
度
の
変
革
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
第

一
の
「
解
放
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
つ
ま
り
自
由
や
平
等
と
い
っ
た
理
念
の

変
革
と
維
持
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
第
三
の
「
開
明
性
」
の
レ
ヴ
ェ

ル
、
つ
ま
り
個
人
的
・
集
団
的
な
表
象
＝

表
現
の
変
革
も
必
要
だ
と
す

る
の
で
あ
る
。

結　

論

　

圏
域
の
思
想
は
、
い
ま
、
こ
こ
で
有
効
性
を
も
ち
う
る
か
。
わ
れ
わ

れ
が
確
か
め
て
き
た
範
囲
で
言
え
ば
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
親
和
性
が

高
い
圏
域
の
思
想
の
場
合
、
条
件
に
よ
っ
て
は
有
効
性
を
も
ち
う
る
で

あ
ろ
う
。
圏
域
の
思
想
は
、
国
民
国
家
体
系
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
根
底

か
ら
覆
す
潜
在
力
を
秘
め
て
い
る
と
同
時
に
、
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
と
い
う
名
の
新
植
民
地
主
義
の
「
構
造
的
暴
力
」
に
対
す
る
防

波
堤
に
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る

（
26
（

。
た
だ
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
確
か
め
た
よ
う
に
、
こ

れ
ま
で
の
圏
域
の
思
想
の
多
く
は
、
参
加
国
の
平
等
を
前
提
と
す
る
圏
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域
統
合
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
圏
域
か
ら
世
界
へ
と
統
合
を
広
げ
よ
う

と
す
る
と
き
、
自
ら
が
所
属
す
る
国
家
や
圏
域
を
模
範
と
し
て
、
敵
対

す
る
国
や
圏
域
を
排
除
し
た
り
処
罰
し
た
り
す
る
特
権
を
自
ら
に
与
え

て
い
た
。
こ
の
「
範
例
化
の
論
理
」
に
陥
る
限
り
、
圏
域
の
思
想
は
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
相
似
の
排
除
の
論
理
に
し
か
な
ら
な
い
。

　

必
要
な
の
は
、
Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
新
た
な
市
民
権

を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
権
を
国
民
に
限
定
す
る

の
で
は
な
く
普
遍
的
人
権
へ
と
開
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
い
わ
ば
圏
域
を
内
側
か
ら
開
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に

圏
域
統
合
に
は
「
虚
構
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が

内
的
・
外
的
境
界
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
市
民
権

を
域
外
出
身
者
―

移
民
に
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
閉
域
を
打
破
し
、

圏
域
の
別
の
可
能
性
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
必
要

な
の
は
、
制
度
の
変
革
だ
け
で
な
く
、
表
象
の
変
革
で
あ
り
理
念
の
変

革
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、「
上
か
ら
」
の
統
合
で
は
な
く
、

「
下
か
ら
」
市
民
権
の
内
実
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

バ
リ
バ
ー
ル
は
、
最
近
の
ギ
リ
シ
ア
の
財
政
破
綻
を
前
に
し
て
、「
こ

れ
は
、
〔
…
…
〕
Ｅ
Ｕ
の
終
わ
り
の
始
ま
り
な
の
か
。
答
え
は
、
残
念

な
こ
と
に
イ
エ
ス
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
27
（

。
そ
れ
は
、
通
貨
と
し
て

の
ユ
ー
ロ
の
破
綻
を
意
味
す
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
自
由
主
義
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
論
理
に
も
と
づ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
民
衆
を
犠
牲
に

し
て
銀
行
シ
ス
テ
ム
を
救
済
し
た
こ
と
が
、
今
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

の
決
定
方
法
と
方
向
性
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
た
だ
こ
こ

で
も
バ
リ
バ
ー
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
「
死
ん
だ
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
わ
ず
か
な
可
能
性
を
残
し
て
い

る
。
バ
リ
バ
ー
ル
が
求
め
る
の
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
上
か
ら
」
の
制

度
変
更
で
は
な
く
、「
下
か
ら
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

国
家
間
の
平
等
を
確
保
し
、
国
家
な
き
国
家
主
義
に
抗
し
て
民
主
主
義

を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
、
政
治
家
や
官
僚
や
市
場
の
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」

で
は
な
く
、
下
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
要
求
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民

衆
」
の
運
動
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
圏
域
の
思
想
に
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
ら
を
範
例
と
す

る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
内
側
か
ら
、
そ
し
て
下
か
ら
開
い
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。

 

（
ま
つ
ば
・
し
ょ
う
い
ち
／
フ
ラ
ン
ス
哲
学
（

注（
1
（ 

圏
域
は
重
層
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
各
層
で
の
圏
域
の
利

益
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
利
益
の
実
現
が
可
能
に

な
る
と
い
う
「
イ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
立
場
も
あ
る
（
寺

西
俊
一
『
地
球
環
境
問
題
の
政
治
経
済
学
』
、
東
経
、
一
九
九
二
年
（
。

（
2
（ 

大
竹
弘
二
『
正
戦
と
内
戦
―
―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
際
秩
序
思
想
』
、

以
文
社
、
二
〇
〇
九
年
、
参
照
。

（
3
（ 
拙
論
「
愛
国
者
で
も
世
界
市
民
で
も
な
く
─
─
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
、
ル
ソ
ー
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
国
家
連
合
と
永
遠
平
和
」
、
『
現
代
思
想
』
二
三
巻
七
号
、

一
九
九
五
年
七
月
、
二
二
一
─
二
三
一
頁
参
照
。
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（
4
（ 

石
井
知
章
・
小
林
英
夫
・
米
谷
匡
史
編
著
『
一
九
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
社

会
論
─
─
「
東
亜
協
同
体
」
論
を
中
心
と
す
る
言
説
空
間
の
諸
相
』
、
社

会
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
、
参
照
。

（
5
（ 
本
章
の
記
述
は
、
拙
論
の
一
部
と
重
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
前

掲
「
愛
国
者
で
も
世
界
市
民
で
も
な
く
─
─
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
、
ル
ソ
ー
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
国
家
連
合
と
永
遠
平
和
」
参
照
。

（
6
（ こ
こ
で
主
と
し
て
参
照
す
る
の
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
永
久
平
和
を
も
た

ら
す
た
め
の
案
』
（Projet pour rendre la paix perpétuelle en E

urope, 
Paris, Fayard, 1986

（
で
あ
り
、
以
下
で
は
『
永
久
平
和
論
』
と
呼
び
、

引
用
はProjet

の
後
に
頁
数
を
示
す
。

（
7
（ Pierre D

ubois, D
e recuperatione Terrae Sanctae, 1307.

（
8
（ Cf. Lucien de Saint Lorette, L’idée d’U

nion Fédérale européenne, 
A

rm
and, 1955, p.12.

（
9
（ W. Penn, A

n E
ssay tow

ards the present and future peace of E
urope, 

1693-4.

（
10
（ 

以
下
、
本
章
の
記
述
は
、
拙
論
の
一
部
と
重
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

「
戦
争
・
文
明
・
哲
学
」
、
『
現
代
思
想
』
二
二
巻
十
一
号
、
一
九
九
四
年

九
月
、
二
八
四
─
二
九
七
頁
。
以
下
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
著
作
集
』（Œ

uvres, 
édition du centenaire, PU

F, 1970

（

お

よ

び
『

メ

ラ

ン

ジ

ュ
』

（M
élanges, PU

F, 1972

（
所
収
の
論
文
か
ら
の
引
用
は
、
略
号D

S
（
『
道

徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
（
、M

（
『
メ
ラ
ン
ジ
ュ
』
（
と
頁
数
を
示
す
。
邦
訳

の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
漢
数
字
で
原
文
の
頁
数
の
後
に
示
し
た
。

（
11
（ Ph.Soulez, B

ergson politique, PU
F, 1989.

（
12
（ 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
』
、
宇
波
彰
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
七
四
年
、
一
五
頁
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
差
異
の
哲
学
』
、
平

井
啓
之
訳
、
青
土
社
、
一
九
八
九
年
、
九
頁
。

（
13
（ 「
キ
リ
ス
ト
教
の
み
が
国
境
を
越
え
て
も
の
を
見
、
愛
を
す
べ
て
の
人
に

及
ぼ
す
こ
と
を
教
え
る
」
（
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
対
話
』
、

二
五
六
頁
（
。

（
14
（ 

た
だ
、
民
主
主
義
に
は
限
界
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
民
主
主
義
は
、

「
抗
議
の
思
想
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
定
式
は
「
転
覆
」

に
は
適
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
積
極
的
な
指

示
を
引
き
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
「
絶
対
的
な
、
ほ
と
ん
ど

福
音
書
的
な
そ
の
定
式
」
（D

S, 1216, 

三
四
二
（
は
、
相
対
的
道
徳
の
言

葉
つ
ま
り
一
般
的
利
害
に
か
か
わ
る
言
葉
に
置
き
換
え
な
け
れ
ば
、
適
用

で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、
「
い
つ
で
も
個
々
の
利
害
の
方
向
へ
と
屈
折
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
」
（D

S, 1216, 

三
四
三
（
。
し
か
し
、
民
主
主
義
的
な

魂
の
状
態
の
う
ち
に
は
、「
自
然
と
逆
方
向
の
大
き
な
努
力
が
あ
る
こ
と
」

は
明
ら
か
で
あ
る
（D

S, 1216, 

三
四
三
（
。

（
15
（ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
対
話
』
、
二
八
一
頁
。

（
16
（ 

同
書
、
二
四
一
頁
。

（
17
（ 

以
下
、
本
章
の
記
述
は
、
拙
論
の
一
部
と
重
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

き
た
い
。
「
西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
『
場
所
の
論
理
』
と
天
皇
制
」
、
『
立

命
館
言
語
文
化
研
究
』
六
巻
三
号
、
一
九
九
四
年
十
二
月
、
一
三
五
─
一

五
〇
頁
。
以
下
、
西
田
幾
多
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
『
新
版
・
西
田

幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
─
六
六
年
（
か
ら
行
い
、
本
文

の
丸
括
弧
内
に
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数
を
示
す
。

（
18
（ 

竹
内
良
知
『
西
田
幾
多
郎
と
現
代
』
、
第
三
文
明
社
、
一
九
七
八
年
、
一

六
六
頁
。

（
19
（ 

中
村
雄
二
郎
「
西
田
幾
多
郎
の
場
合
―
―
〈
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
〉

問
題
に
思
う
」
、
『
現
代
思
想
』
、
一
九
八
三
年
三
月
。

（
20
（ 

た
だ
、
こ
の
二
つ
の
位
相
が
う
ま
く
重
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
田
辺
元
の
い
う
種
的
社
会
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
西
田
は
、
個
（
個
人
（
と
類
（
世
界
・
人
類
（
の
矛
盾
的
相
即
的

な
関
係
を
基
本
と
し
て
現
実
の
世
界
構
造
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
が
故
に
、

両
者
を
媒
介
と
す
る
種
的
社
会
（
民
族
・
国
家
（
の
役
割
や
意
味
を
十
分
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に
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
古
田
光
「
歴
史
と
実
存
の
省
察
」
、

古
田
光
・
鈴
木
正
編
集
『
近
代
日
本
の
哲
学
』
、
北
樹
出
版
、
一
九
八
三
年
、

所
収
（
。

（
21
（
Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
と
は
誰
か
─
─
境
界
・
国
家
・

民
衆
』
、
松
葉
祥
一
・
亀
井
大
輔
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
。
以
下
、

同
書
か
ら
の
引
用
はE

C

と
略
記
し
、
訳
書
の
頁
数
を
示
す
。

（
22
（ 

Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル
『
人
種
・
国
民
・
階
級

─
─
揺
ら
ぐ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
、
若
森
章
孝
・
須
田
文
明
・
岡
田
光

正
・
奥
西
達
也
訳
、
大
村
書
店
、
一
九
九
七
年
。

（
23
（ 

Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル
『
市
民
権
の
哲
学
―
―
民
主
主
義
に
お
け
る
文
化
と
政

治
』
、
松
葉
祥
一
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引

用
はD

C

と
略
記
し
、
訳
書
の
頁
数
を
示
す
。
次
を
参
照
さ
れ
た
い
。
エ

チ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
戦
争
―
―
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
媒
介
に
つ
い
て
』
、
大
中
一
彌
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
24
（ E.B

alibar, « T
rois concepts de la politique: ém

ancipation, 
trasform

ation, civilité », in La crainte des m
asses : politique et 

phiosophie avant et après M
arx, G

alilée, 1996.
〔
Ｅ
・
バ
リ
バ
ー
ル

「
政
治
の
三
概
念
―
―
解
放
・
変
革
・
市
民
性
（
上
（
」
、
水
嶋
一
憲
・
安

川
慶
治
訳
、
『
思
想
』
九
〇
四
号
、
一
九
九
九
年
十
月
〕
。

（
25
（ Balibar, La proposition de l’égaliberté, PU

F, 2010.

（
26
（ 

拙
論
「
必
要
な
の
は
援
助
で
は
な
い
─
─
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
シ
ッ
ク
ス
の
可

能
性
」
、
『
倫
理
学
研
究
』
四
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
二
六
─
三
五
頁
、

参
照
。

（
27
（  E

tienne B
alibar, « E

urope: Final C
risis

―
― Som

e T
heses », 

G
reek L

eft R
eview

, M
ay 22, 2010, h

ttp://greekleftreview
.

w
ord

press.com
/2010/07/10/eu

rope-fin
al-crisis-som

e-
theses/#m

ore-18. E
tienne B

alibar, E
urope: crise et fin ? , Le 

B
ord de l ’eau, à paraître. E

tienne B
alibar, « E

urope is a dead 

political project », G
uardian, M

ay 25, 2010, http://w
w

w
.

guardian.co.uk/com
m

entisfree/2010/m
ay/25/eu-crisis-

catastrophic-consequences.
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は
じ
め
に

　

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
三
九
年
四
月
一
日
に
キ
ー
ル
の
政

治
・
国
際
法
研
究
所
で
行
っ
た
講
演
の
な
か
で
、
有
名
な
広
域
秩
序
構

想
を
は
じ
め
て
提
起
す
る
に
至
っ
た
。
同
時
代
の
政
治
状
況
か
ら
説
明

す
る
な
ら
、
こ
れ
は
東
欧
へ
の
領
土
拡
大
を
進
め
て
い
た
当
時
の
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
の
政
策
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
こ
の

広
域
秩
序
構
想
が
ナ
チ
ス
の
対
外
侵
略
を
正
当
化
す
る
役
割
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広
域
理
論

は
、
単
に
時
代
状
況
に
合
わ
せ
て
機
会
主
義
的
に
提
起
さ
れ
た
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
彼
の
思
想
の
内
在
的

な
展
開
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
三
〇

年
代
後
半
に
近
代
主
権
国
家
の
行
き
詰
ま
り
を
見
て
取
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
、
そ
れ
を
克
服
す
る
新
た
な
政
治
秩
序
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
広
域
秩
序
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
代
替
案
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
実
際
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
広
域
（G

roßraum

（
」
理
論
は
、
ナ

チ
ス
の
領
土
拡
張
政
策
の
裏
付
け
と
な
っ
た
「
生
存
圏
（Lebensraum

（
」

理
論
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

戦
後
、
戦
犯
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
尋
問
を
受
け

た
さ
い
に
記
し
た
意
見
陳
述
書
の
な
か
で
、「
生
物
学
的
・
人
種
的
な
『
生

存
圏
』
と
合
理
的
に
構
築
さ
れ
た
『
広
域
』
と
の
両
立
不
可
能
性

（
1
（

」
を

主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
自
己
免
責
の
た
め
の
言
い
訳
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広
域
理
論
に
人
種
主
義
的
も
し
く

　

特
集　

〈
圏
域
〉
の
思
想　

〈
論
文
〉

ラ
イ
ヒ
、
カ
テ
コ
ー
ン
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

【
ラ
イ
ヒ
神
学
の
な
か
の
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
】

大
竹
弘
二
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は
生
物
学
的
な
含
意
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
と

す
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広
域
理
論
は
い
か
な
る
理
論
的
基
礎
に
基
づ

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広
域
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
と
し
て
の
意
味
も
有
し
て

い
た
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
歴
史
的
使
命
を
終

え
た
主
権
国
家
よ
り
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
拠
り
所
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
米
ソ
と
い
う
東

西
両
翼
の
世
界
強
国
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
第
二
次
世

界
大
戦
の
終
戦
前
後
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
頻
繁
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機

に
言
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
の
最
後
の
自

覚
的
代
表
者

（
2
（

」
と
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
彼
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
。
こ
こ
で
一
つ
の

手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
青
年
保
守
派
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
の
構
想
で
あ
る
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
危
機
と
そ
の
再
生
を
め
ぐ
っ
て
保
守
主
義
的
な
サ
ー
ク
ル
の
間
で

盛
ん
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
な
か
で
も
特
に
キ

リ
ス
ト
教
的
な
背
景
を
も
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
潮
流
と
一
定
の
影

響
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
と
す
る
と
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

広
域
秩
序
は
、
ナ
チ
ス
的
な
人
種
・
生
物
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な

く
、
神
学
的
な
基
礎
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
そ
う
で

あ
る
。

　

た
し
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
政
治
秩
序
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
発
言
の
所
々
に
、
そ
う
し
た
神
学
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
保
守
理

論
家
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
語
彙
が
散
見
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
注
目

さ
れ
る
の
は
、
「
ラ
イ
ヒ
（R

eich

（
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
キ
ー
ル
で
の
広
域
秩
序
講
演
の
な
か
で
、
国
家
に
代
わ
る
新
た
な

国
際
法
主
体
と
し
て
の
「
ラ
イ
ヒ
」
を
名
指
し
て
い
る
。
「
新
し
い
国

際
法
の
新
た
な
秩
序
概
念
は
、
民
族
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
民
族
的
広
域

秩
序
に
由
来
す
る
我
ら
の
ラ
イ
ヒ
概
念
で
あ
る

（
3
（

」
。
「
ラ
イ
ヒ
」
概
念
が

両
大
戦
間
期
の
思
想
的
布
置
の
な
か
で
持
っ
て
い
た
ト
ポ
ス
を
考
え
る

と
き
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
特
に
三
〇
年
代
前
半
の
ナ
チ
ス
台
頭
前
後

に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ヒ
神
学
」
の
潮
流
で
あ
る

（
4
（

。

カ
ト
リ
ッ
ク
か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
を
問
わ
ず
、
多
く
の
宗
教
的
な
保

守
思
想
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
喧
伝
さ
れ
て
い
た
ラ
イ
ヒ
神

学
は
、
彼
ら
の
多
く
を
ナ
チ
・
コ
ミ
ッ
ト
へ
至
ら
し
め
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
的
な
運
動
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
的

な
性
格
を
も
帯
び
て
い
た
。
そ
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
少
な
か
ら
ぬ
ラ

イ
ヒ
神
学
者
た
ち
と
密
接
な
交
流
を
持
ち
、
幾
つ
か
の
重
要
な
理
論
的

モ
チ
ー
フ
を
彼
ら
か
ら
取
り
入
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
戦
後
に
出
版
さ
れ

た
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
（
一
九
五
〇
（
で
も
鍵
語
と
な
っ
て
い
る
「
ノ
モ

ス
」
や
「
カ
テ
コ
ー
ン
」
な
ど
の
概
念
も
含
ま
れ
る
。
だ
が
、
一
部
の

論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ナ
チ
・
コ
ミ
ッ
ト
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
広
域
構
想
の
隠
れ
た
内
奥
の
動
機
、
い
わ
ば
そ
の
「
製
造
の
秘

密
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
ラ
イ
ヒ
神
学
に
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か

（
5
（

。
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本
論
考
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ラ
イ
ヒ
神
学
と
の
理
論
的
な
影
響
関
係

を
示
す
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
、
両
者
の
決
定
的
な
差
異
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一　

ラ
イ
ヒ
神
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
念

　

「
ラ
イ
ヒ
」
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
で
、
と
り
わ
け
青
年
保

守
派
に
よ
っ
て
大
き
な
脚
光
を
浴
び
た
理
念
で
あ
っ
た
。こ
の
ラ
イ
ヒ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
主
唱
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
と
は
、
シ
ュ
ペ
ン

グ
ラ
ー
の
言
う
「
西
洋
の
没
落
」
を
阻
止
す
る
と
同
時
に
、
ヴ
ァ
イ
マ

ル
共
和
国
の
不
安
定
な
政
治
状
況
を
克
服
す
る
新
た
な
政
治
秩
序
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
さ
い
し
ば
し
ば
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
と
い
う
理
念

に
は
、
来
た
る
べ
き
時
代
の
終
末
論
的
な
待
望
と
い
う
神
学
的
な
負
荷

が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
論
争
の

嚆
矢
と
も
言
え
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ア
・
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ

ク
の
有
名
な
『
第
三
帝ラ

イ

ヒ国
』
（
一
九
二
三
（
の
背
景
に
は
、
た
と
え
こ
の

本
で
は
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
三
位
一
体
論
を
世
界

史
に
転
用
し
、「
父
の
国
」
（
旧
約
の
時
代
（
、「
子
の
国
」
（
新
約
の
時
代
（

に
続
く
第
三
の
「
精
霊
の
国
」
を
予
言
し
た
十
二
世
紀
の
フ
ィ
オ
ー
レ

の
ヨ
ア
キ
ム
の
歴
史
哲
学
が
あ
る

（
6
（

。
二
〇
年
代
の
ラ
イ
ヒ
・
イ
デ
オ
ロ
ー

グ
た
ち
は
こ
う
し
た
救
済
史
的
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
自
由
主
義
的
な

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
代
表
さ
れ
る
世
俗
化
し
た
近
代
国
家
を
批
判
し
、

中
世
的
な
「
神
聖
帝
国
（Sacrum

 Im
perium

（
」
の
復
活
に
期
待
を
寄

せ
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
は
、
『
ア
ー
ベ
ン
ト
ラ
ン
ト

（A
bendland

（
』
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ビ
ュ
ー
（E

uropäische R
evue

（
』
、

『

リ

ン

ク
（D

er R
ing

（
』
、
『

ド

イ

ツ

民

族

性
（D

eutsches 

Volkstum

（
』
な
ど
、
ラ
イ
ヒ
神
学
的
な
背
景
を
も
っ
た
青
年
保
守
派

の
雑
誌
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
る
が

（
7
（

、
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
し
ば
し
ば
寄
稿

し
て
い
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
そ
の
精
神
的
雰
囲
気
を
一
定
程
度
共
有
し

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二
九
年
十
月
に
、『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
レ
ビ
ュ
ー
』
を
編
集
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
系
思
想
家
の
カ
ー
ル
・
ア

ン
ト
ン
・
ロ
ア
ン
公
が
主
催
し
た
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
会
議
に
招
聘
さ
れ
、

同
誌
の
十
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
中
立
化
の
中
間
段
階

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
」
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る
が
（
こ
れ

は
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
一
九
三
二
年
版
に
「
中
立
化
と
脱
政
治
化
の
時

代
」
と
題
さ
れ
て
収
録
さ
れ
る
有
名
な
論
考
で
あ
る
（
、
そ
の
末
尾
に
は
ま

さ
に
ラ
イ
ヒ
神
学
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
語
句
が

現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
新
た
に
秩
序
が
生
ま
れ
る
（A

b integro 

nascitur ord

（
8
（o

（
」
、
と
。
こ
の
語
句
は
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ

リ
ウ
ス
の
『
牧
歌
』
第
四
歌
を
出
典
と
し
て
お
り
、
原
典
で
は
、
「
新

た
に
偉
大
な
時
代
の
秩
序
が
生
ま
れ
る
（M

agnus ab integro 

saeclorum
 nascitur ordo

（
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
牧
歌
』
の
第

四
歌
と
は
、
世
界
に
平
和
を
も
た
ら
す
子
供
の
到
来
を
予
言
し
た
詩
で
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あ
り
、
こ
う
し
た
内
容
か
ら
、
前
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
作
品
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
史
の
文
脈
の
な
か

で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
特
に
二
〇
年
代
当
時
に
は
、
こ
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ

ウ
ス
の
予
言
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
作
家
の
テ
オ
ド
ー
ア
・
ヘ
ッ
カ
ー
を

通
じ
て
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た

（
9
（

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
語

句
で
講
演
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
た
る
べ
き
新
た
な
秩
序

を
待
望
す
る
ラ
イ
ヒ
神
学
の
終
末
論
的
な
期
待
を
告
白
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。

　

ラ
イ
ヒ
神
学
は
必
ず
し
も
カ
ト
リ
ッ
ク
特
有
の
運
動
だ
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
と
の

み
交
流
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
密

接
な
交
友
関
係
に
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
が
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
と
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
エ
ー
リ
ヒ
・
ギ
ュ

ン
タ
ー
で
あ
る

（
10
（

。
彼
ら
は
と
も
に
、
青
年
保
守
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
ハ

ン
ブ
ル
ク
の
ハ
ン
ザ
出
版
社
（H

anseatische Verlagsanstalt
（
が
刊

行
す
る
『
ド
イ
ツ
民
族
性
』
の
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
特
に
シ
ュ

タ
ー
ペ
ル
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
九
三
一
年
九
月
に
ハ
ン
ザ
出
版
社
の

協
力
の
も
と
イ
エ
ナ
近
郊
の
ロ
ベ
ダ
城
で
開
か
れ
た
会
議
で
は
じ
め
て

対
面
し
た
後
、
戦
後
に
至
る
ま
で
往
復
書
簡
を
通
じ
て
交
流
を
続
け
て

い
る
。
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
は
こ
の
ロ
ベ
ダ
会
議
直
後
の
書
簡
で
、
「
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
私
た
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
、
保
守
的
お
よ
び
ラ
イ
ヒ
と

い
う
言
葉
の
使
用
を
取
り
去
っ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
ま
し
た

（
11
（

」
と
の

不
満
を
示
し
て
い
る
が
、
親
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ル
タ
ー
派
の
シ
ュ
タ
ー
ペ

ル
に
と
っ
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
伝
統
に
依
拠
す
る
ラ
イ
ヒ
神
学
で

は
な
く
、
む
し
ろ
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
『
反
世
俗
戦

線
（
12
（

』
」
と
し
て
の
「
ラ
イ
ヒ
理
念
」
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
一
九
三
〇
年
代
初
め
に
活
動
が
活
発
化
す
る
ラ
イ
ヒ
神
学
者

た
ち
の
会
議
に
は
、
特
に
宗
派
的
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
一
年
九
月
に
引
き
続
い
て
、
三
二
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
二
回
目
の

ロ
ベ
ダ
会
議
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
そ
の
弟
子
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル

フ
・
フ
ー
バ
ー
と
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
ほ
か
、
シ
ュ
タ
ー

ペ
ル
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ミ
ル
ゲ
ラ
ー
、
さ
ら
に
、
と
も

に
青
年
保
守
派
の
有
力
な
雑
誌
で
あ
る
『
リ
ン
ク
』
の
編
集
者
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ア
ヴ
ェ
ル
ク
、
『
タ
ー
ト
（D

ie Tat

（
』
の
編
集
者
ギ
ー

ゼ
ル
ヘ
ア
・
ヴ
ィ
ル
ジ
ン
ク
な
ど
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
カ
ト
リ
ッ
ク

を
問
わ
ず
多
く
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
が
集
い
、「
保
守
ラ
イ
ヒ
神
学
」が
「
具

体
的
な
政
治
的
形
態
」
を
取
っ
た
と
も
言
え
る
会
議
と
な
っ
た

（
13
（

。
ラ
イ

ヒ
神
学
者
た
ち
に
よ
る
こ
う
し
た
一
連
の
会
議
は
、
ナ
チ
ス
政
権
成
立

後
の
三
三
年
七
月
に
開
か
れ
た
マ
リ
ア
・
ラ
ー
ハ
会
議
で
そ
の
頂
点
に

達
す
る

（
14
（

。
か
ね
て
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヒ
神
学
の
中
心
と
な
っ
て

い
た
コ
ブ
レ
ン
ツ
近
郊
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
院
マ
リ
ア
・
ラ
ー
ハ

で
、
「
ラ
イ
ヒ
の
理
念
と
建
設
」
を
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
・

ア
カ
デ
ミ
カ
ー
連
盟
が
主
催
し
た
こ
の
会
議
で
も
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

や
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
ル
ゲ
ラ
ー
、
ダ
マ
ス
ス
・
ヴ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
、
ア
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ロ
イ
ス
・
デ
ン
プ
フ
な
ど
と
と
も
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
シ
ュ
タ
ー

ペ
ル
や
エ
ド
ガ
ー
・
Ｊ
・
ユ
ン
グ
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
一
連
の
会
議
で
は
、
こ
の
時
期
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
主
張
し
て
い

た
「
全
体
国
家
（D

er totale Staat

（
」
が
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
来
た
る
べ
き
新
秩
序
と

し
て
の
ラ
イ
ヒ
と
は
、
十
九
世
紀
の
自
由
主
義
的
な
国
民
国
家
へ
の
対

抗
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
単
に
国
内
の
政
治

体
制
の
変
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
民
国
家
に
基
づ
く
従
来
の
国
際
秩
序

の
変
革
を
も
要
求
と
し
て
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
は
一

九
三
三
年
一
月
十
九
日
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
宛
書
簡
で
、
「
ラ
イ
ヒ
の
外
政

上
の
意
義

（
15
（

」
を
強
調
し
て
お
り
、
同
じ
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
ナ
チ
ス
政

権
成
立
後
の
三
四
年
の
講
演
『
国
民
社
会
主
義
と
国
際
法
』
で
、
「
ド

イ
ツ
民
族
」
が
「
異
な
る
国
内
構
造
と
新
た
な
精
神
体
制
を
受
け
取
る
」

と
き
に
は
「
国
際
法
共
同
体
の
全
体
も
変
化
す
る
」
と
述
べ
て
、
「
具

体
的
秩
序
」
に
基
づ
く
新
た
な
国
際
法
秩
序
の
構
築
を
主
張
す
る

（
16
（

。
ロ

ア
ン
公
も
ま
た
、
「
国
民
国
家
に
抗
す
る
ラ
イ
ヒ
」
を
主
張
し
て
、
「
第

三
帝
国
の
外
政
は
い
ま
で
も
ま
だ
し
ば
し
ば
必
然
的
に
も
見
え
る
国
民

国
家
性
を
す
ぐ
に
払
い
落
と
す
こ
と
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

（
17
（

。
こ
う

し
た
主
張
は
確
か
に
多
く
の
場
合
、
第
一
次
大
戦
後
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

＝

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
連
盟
体
制
が
ド
イ
ツ
に
強
い
て
い
る
不
利
な
国
際

状
況
を
打
破
し
た
い
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
動
機
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
が
、
の
み
な
ら
ず
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
あ

る
種
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
的
な
立
場
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
は
、
従
来
の
国
民
国
家
を
批
判
し
て

こ
う
述
べ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
諸
々
の
国
民
宗
教
に
分
解
す
る
と
し

た
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
と
戦
争
に
も
関
わ
ら
ず
絶
え
ず
統
一
を
再
建

し
て
き
た
偉
大
な
歴
史
的
紐
帯
は
単
に
弛
緩
す
る
だ
け
で
な
く
、
解
消

し
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う

（
18
（

」
。
『
リ
ン
ク
』や
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ビ
ュ
ー
』

に
お
け
る
青
年
保
守
派
の
有
力
な
執
筆
者
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・

フ
ォ
ン
・
グ
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
も
、
ナ
チ
ス
政
権
成
立
に
先
立
っ
て
、
「
ラ

イ
ヒ
思
想
は
国
家
領
域
を
超
え
て
超
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
と
こ
ろ
に
ま
で
影

響
を
及
ぼ
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
な
り
始
め
て
い
る

（
19
（

」
と
し
て
、
メ

ラ
ー
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
の
言
う
「
第
三
帝ラ

イ

ヒ国
」
が
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
使
命
を
果
た
す
ラ
イ
ヒ

（
20
（

」
で
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
の
基
礎
は
、
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
に
お

い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
リ

ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
憧
憬
は
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
的
性
格

の
強
い
雑
誌
『
ア
ー
ベ
ン
ト
ラ
ン
ト
』
周
辺
の
サ
ー
ク
ル
な
ど
に
顕
著

で
あ
る

（
21
（

。
一
九
二
五
年
の
そ
の
創
刊
号
に
は
、
「
個
々
の
国
民
が
、
そ

し
て
さ
ら
に
非
常
に
多
く
の
小
さ
な
、
取
る
に
足
ら
ぬ
支
配
者
た
ち
ま

で
も
が
利
己
的
で
狭
量
に
自
分
だ
け
の
も
の
を
追
求
し
、
全
体
を
忘
れ

て
し
ま
っ
た
」
こ
と
で
「
宗
教
的
な
統
一
性
を
も
っ
た
西
洋
」
が
解
体

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
慨
嘆
が
見
ら
れ
る

（
22
（

。
こ
の
よ
う
に
国
民
国
家
に

基
づ
く
国
際
秩
序
が
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
性
を
破
壊
し
た
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と
い
う
考
え
は
、
当
時
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と

言
っ
て
よ
い
。
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
「
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基

づ
い
て
い
る
」
よ
う
な
「
国
際
連
盟
」
は

（
23
（

、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
基
礎
づ

け
ら
れ
た
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
秩
序
の
世
俗
的
な
反
対
像

（
24
（

」
に
過
ぎ
な
い
と

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ラ
イ
ヒ
の
建
設
を
主
張
し
、

ま
た
、
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
も
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
大

な
国
家
の
秩
序
は
キ
リ
ス
ト
教
化
が
進
む
な
か
で
生
ま
れ
た
と
い
う
の

は
、
見
紛
い
よ
う
の
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
は
、
東
洋
（
「
ア
ジ
ア
」
（
に
対
立
す
る
西
洋
（
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
（
を

形
作
っ
て
き
た
諸
力
の
不
可
欠
の
一
部
で
あ
る

（
25
（

」
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
く

彼
ら
の
ラ
イ
ヒ
論
は
、
ナ
チ
ス
の
教
義
、
特
に
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー

ゼ
ン
ベ
ル
ク
や
親
衛
隊
（
Ｓ
Ｓ
（
の
周
辺
に
見
ら
れ
る
ゲ
ル
マ
ン
主
義

的
な
新
異
教
主
義
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
ナ
チ
ス
の
新
体
制
に
ラ
イ
ヒ
の
実
現
を
見
出
そ
う
と
し
た
多

く
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
の
期
待
は
、
一
九
三
三
年
七
月
の
マ
リ
ア
・

ラ
ー
ハ
会
議
を
頂
点
と
し
て
、
す
ぐ
に
現
実
政
治
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
三
五
年
に
は
Ｓ
Ｓ
の
雑
誌
『
黒
色
兵
団
（D

as Schw
arze 

K
orps

（
』
に
よ
っ
て
「
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
・
サ
ー
ク
ル
」
の
「
種
族
を
超

え
た
」
立
場
へ
の
批
判
が
開
始
さ
れ

（
26
（

、
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル

は
『
ド
イ
ツ
民
族
性
』
誌
上
で
、「
好
む
に
せ
よ
好
ま
な
い
に
せ
よ
、
我
々

に
与
え
ら
れ
て
い
る
真
の
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る

（
27
（

」
と
し
て
、
ナ

チ
ス
の
新
異
教
主
義
に
反
論
を
続
け
る
。
ロ
ア
ン
公
も
三
七
年
の
著
作

で
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
か
非
キ
リ
ス
ト
教
的
か
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

最
大
の
運
命
的
問
題
」
に
つ
い
て
述
べ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
相
続
財
産
」
の
救
済
を
訴
え
る

（
28
（

。
だ
が
こ
の
頃
に
は
す
で
に
、

人
種
的
・
民
族
的
原
理
に
基
づ
く
ナ
チ
ス
体
制
と
ラ
イ
ヒ
神
学
と
の
乖

離
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
ま
た
、
人
種
主
義
の
不
徹
底

を
理
由
に
『
黒
色
兵
団
』
か
ら
攻
撃
さ
れ
、
三
六
年
末
に
は
事
実
上
、

公
職
か
ら
失
脚
す
る
に
至
る
。
か
く
し
て
三
〇
年
代
後
半
に
は
、
現
実

政
治
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
神
学
の
挫
折
は
ほ
ぼ
決
定
的
と
な
っ
て
い
た
。

二　

中
世
ド
イ
ツ
帝
国
の
記
憶
―
―
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇

　

ラ
イ
ヒ
神
学
に
は
確
か
に
一
定
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
ド
イ
ツ
の
指
導
的
立
場
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
の
「
ラ
イ
ヒ
」
と
い
う

呼
称
が
「
そ
の
具
体
的
特
性
と
至
高
性
に
お
い
て
翻
訳
不
可
能
」
だ
と

す
る
な
ら

（
29
（

、
そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
が
こ
の
言
葉
で
名
指
さ
れ
る

こ
と
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
の
特
権
化
さ
れ
た
地
位
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
さ
い
、
ラ
イ
ヒ
は
単
な
る
権
力
政
治
的
な
形
成
物
で
は
な

く
、ド
イ
ツ
の
い
わ
ば
「
形
而
上
学
的
な
使
命
」と
み
な
さ
れ
る
。
「
我
々

ド
イ
ツ
人
は
、
特
別
な
種
類
の
世
界
秩
序
で
あ
る
『
ラ
イ
ヒ
』
と
い
う
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形
而
上
学
的
使
命
を
も
つ

（
30
（

」
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
す
で
に
第
一
次

大
戦
勃
発
時
に
ド
イ
ツ
の
知
識
人
を
熱
狂
さ
せ
て
い
た
「
一
九
一
四
年

の
理
念
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
世
界
史

的
使
命
を
引
き
受
け
る
ド
イ
ツ
は
、
他
の
諸
民
族
か
ら
卓
越
し
た
地
位

に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
神
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
使
命

は
神
に
よ
る
召
命
と
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
神
学
的
な
聖
別
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
「
ド
イ
ツ
人
は
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
自
ら
を
証
立
て
、
ラ
イ

ヒ
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヒ
は
神
か
ら
の
歴

史
的
委
託
と
し
て
ド
イ
ツ
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

ド
イ
ツ
の
政
治
的
努
力
を
通
じ
て
救
済
史
的
な
動
き
が
進
む
…
…

（
31
（

」
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ラ
イ
ヒ
と
特
権
的
な
紐
帯
を
持

つ
が
ゆ
え
に
、
没
落
し
つ
つ
あ
る
西
洋
の
命
運
は
ド
イ
ツ
民
族
に
か

か
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
危
機
を
解
決
す
る
」

こ
と
こ
そ
、
「
ド
イ
ツ
人
の
召
命
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（
32
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
ま
さ
に

彼
ら
の
救
済
史
的
な
物
語
の
な
か
で
範
例
化
さ
れ
た
役
割
を
演
じ
て
い

る
。
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
は
、
「
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
最
後
の
帝ラ

イ

ヒ国
の
た
め
の
闘
士
で
あ
る

（
33
（

」
と
述
べ
る
。
ラ
イ

ヒ
と
い
う
理
念
は
ド
イ
ツ
固
有
の
歴
史
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
来
た
る
べ
き
「
第
三
帝ラ

イ

ヒ国
」
は
、
中
世
ド
イ

ツ
の
「
第
一
帝ラ

イ

ヒ国
」
の
復
活
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
我
々
の
第
一
帝
国
に
お
い
て
は
、
我
々
は
強
固
な
価
値
意
識
を
も
っ

て
い
た
。
そ
れ
を
我
々
は
、
特
別
な
西
洋
的
使
命
と
い
う
深
遠
で
力
強

い
中
世
の
考
え
方
と
結
び
つ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
や
皇

帝
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
こ
う
し
た
使
命
が
ド
イ
ツ
国
民
の
た
め
に
と

ど
め
置
か
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た

（
34
（

」
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
第
一

次
大
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
経
済
学
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ナ
ウ
マ
ン
の
著

作
『
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
（
一
九
一
五
（
に
も
す
で
に
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
彼
は
イ
ギ
リ
ス
に
経
済
的
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
独
墺
中
心
の

広
域
圏
の
形
成
を
構
想
し
て
い
た
が
、
こ
の
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
構

想
は
純
粋
に
経
済
的
な
関
心
だ
け
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
一

定
の
歴
史
的
記
憶
に
も
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ド
イ
ツ
人
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
中
央
に
溢
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
の
周
辺
部
に

近
隣
の
諸
民
族
を
引
き
寄
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
神
聖

ロ
ー
マ
帝ラ

イ

ヒ国
で
あ
る
。
こ
の
古
き
ラ
イ
ヒ
が
世
界
大
戦
の
い
ま
、
永
い

眠
り
の
後
で
再
来
し
よ
う
と
、
地
下
で
揺
動
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
35
（

」
。

こ
の
よ
う
に
、
来
た
る
べ
き
ラ
イ
ヒ
の
歴
史
的
範
例
を
中
世
の
「
神
聖

帝
国
」
す
な
わ
ち
「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
に
求
め
る
考

え
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

た
と
言
え
る
。

　

実
際
、
中
世
の
ド
イ
ツ
帝
国
は
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
の
特
殊
な
文
脈
の

な
か
で
千
年
王
国
的
な
モ
チ
ー
フ
と
結
合
し
、
一
種
の
聖
性
を
帯
び
た

政
治
体
制
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
「
神
聖
帝
国
（sacrum

 

Im
perium

（
」
と
い
う
呼
称
が
そ
の
統
治
下
の
十
二
世
紀
半
ば
に
は
じ
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め
て
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
一
世
赤バ

ル
バ
ロ
ッ
サ

髭
王
に
は
、
有
名
な
眠
れ
る
皇
帝
の
伝
説
が
結
び
付
け
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る

（
36
（

。
す
な
わ
ち
、
キ
ュ
フ
ホ
イ
ザ
ー
の
山
で
眠
る
皇
帝

が
国
難
の
と
き
に
復
活
し
て
ド
イ
ツ
を
救
う
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

的
な
救
済
神
話
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
伝
説
上
の
眠
れ
る
皇
帝
が
十
字

軍
の
帰
途
に
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
こ
の
皇
帝
と
等
置
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
比
較
的
後
世
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
伝
説
の
主
人
公
は
元

来
、
そ
の
甥
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
中
世
の
異
端
者
皇
帝
も
ま
た
、
二
十
世
紀
初
め
に
は
あ
る
種
の
神
秘

化
さ
れ
た
人
物
像
と
な
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
詩
人
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・

ゲ
オ
ル
ゲ
の
サ
ー
ク
ル
周
辺
に
い
た
若
き
日
の
歴
史
家
エ
ル
ン
ス
ト
・

カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
ゲ
オ
ル
ゲ
が
そ
の
復
活
を
期
待
す
る
「
隠
れ

た
ド
イ
ツ
」
を
ま
さ
に
こ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
に
見
出
し
、
そ
れ
を

か
の
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
句
（
「
新
た
に
偉
大
な
世
紀
の
秩
序
が
生
ま
れ

る
」
（
と
の
関
連
で
理
解
す
る
こ
と
に
な
る

（
37
（

。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
の

神
聖
帝
国
や
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
の
皇
帝
は
、
ド
イ
ツ
の
再
生
に
望
み

を
か
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
神
話
の
形
象
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
ラ
イ
ヒ
神
学
の
な
か
で
影
響
力
を
も
っ
た
こ
の
救
済

史
的
モ
チ
ー
フ
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
が
批
判
す
る
よ
う
に
、

い
わ
ば
「
第
三
帝
国
の
原
史
」
を
な
し
て
い
た
と
言
え
る

（
38
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
世
ド
イ
ツ
帝
国
の
伝
統
は
ラ
イ
ヒ
神
学
の
重
要
な

理
論
的
源
泉
と
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
思
想
動
向
の
な
か

か
ら
、
後
年
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
一
つ
の
モ

チ
ー
フ
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
有
名
な
「
カ
テ
コ
ー

ン
」
の
理
念
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、

シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
や
ギ
ュ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
『
ド
イ
ツ
民
族
性
』
の
理
論

家
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
『
ド
イ
ツ
民
族
性
』
グ
ル
ー
プ
は
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
思
想
的
発
展
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
、

一
九
三
四
年
の
『
法
学
的
思
惟
の
三
種
類
』
以
降
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
鍵
語

と
な
る
「
ノ
モ
ス
」
概
念
、
お
よ
び
こ
の
時
期
に
顕
著
と
な
る
彼
の
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
彼
ら
の
「
民
族
ノ
モ
ス
神
学
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

で
あ
る

（
39
（

。
同
時
に
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
カ

テ
コ
ー
ン
の
理
論
を
練
り
上
げ
る
さ
い
の
一
つ
の
重
要
な
き
っ
か
け
を

も
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

『
新
約
聖
書
』
の
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
へ
の
第
二
の
手
紙
第
二
章
六
／
七

節
に
由
来
し
、「
抑
止
す
る
者
」
を
意
味
す
る
「
カ
テ
コ
ー
ン
」
は
、
ロ
ー

マ
帝
国
に
カ
テ
コ
ー
ン
と
し
て
の
役
割
を
見
出
し
た
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ

ス
を
始
め
と
し
て
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
教
父
以
来
の
解
釈
の
伝
統
を

持
っ
て
い
る

（
40
（

。
し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
カ
テ
コ
ー
ン
を
と
り
わ
け

中
世
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
結
び
付
け
る
。
「
ド
イ
ツ
の
支
配
者
に
よ
る
中

世
の
皇
帝
制
は
、
歴
史
的
に
自
分
自
身
を
カ
テ
コ
ー
ン
と
し
て
理
解
し

て
い
た

（
41
（

」
。
中
世
と
カ
テ
コ
ー
ン
信
仰
と
の
こ
う
し
た
連
関
を
強
調
す

る
と
き
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
カ
テ
コ
ー
ン
の
思
想
が
も
っ
と
も
明
確
に
表

現
さ
れ
て
い
る
中
世
ド
イ
ツ
の
或
る
伝
統
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
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「
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
（Ludus de A

ntichristo

（
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
大
地
の
ノ
モ
ス
』な
ど
の
第
二
次
大
戦
後
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
著
作
で
は
、

し
ば
し
ば
こ
の
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
『
ア
ン

チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
』
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
と
彼
の
十

字
軍
の
時
代
に
由
来
す
る
極
め
て
政
治
的
な
文
学
で
あ
る

（
42
（

」
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
に
言
及
す
る
頻
度
は
決
し
て
高
い
と
は
言

え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
劇
は
事
実
上
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
カ
テ
コ
ー
ン

理
論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
演
劇

の
伝
統
の
な
か
で
必
ず
し
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
の
ア

ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
を
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
再
発
見
し
た
の
が
、
『
ド
イ

ツ
民
族
性
』
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
43
（

。

　

ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
が
生
ま
れ
た
の
は
、
お
お
よ
そ
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
一
世
の
治
世
下
に
あ
っ
た
十
二
世
紀
の
半
ば
と
さ
れ
て
い
る

（
44
（

。
終
末

の
時
に
お
け
る
世
界
帝
国
の
皇
帝
の
退
位
と
そ
の
後
の
混
乱
、
そ
れ
に

続
く
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
の
出
現
と
最
終
的
な
救
済
の
到
来
を
上
演
し

た
こ
の
劇
は
、
当
時
の
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
時
代
の
十
字
軍
と
ラ
イ
ヒ

思
想
を
そ
の
成
立
背
景
と
し
て
い
る
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
劇
は
、
一
九
二

二
年
に
ハ
ン
ザ
出
版
か
ら
ド
イ
ツ
語
訳
が
刊
行
さ
れ
た
の
を
機
に
し
ば

し
ば
上
演
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
三
二
年
に
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー

ト
・
ハ
ー
ゼ
ン
カ
ン
プ
に
よ
る
新
訳
が
刊
行
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
『
ド

イ
ツ
民
族
性
』
誌
上
で
そ
の
リ
ヴ
ァ
イ
バ
ル
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

ギ
ュ
ン
タ
ー
は
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
を
「
ラ
イ
ヒ
の
も
っ
と
も
崇
高

な
記
憶

（
45
（

」
と
評
価
し
た
上
で
、
こ
の
劇
で
表
現
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ヒ
理

念
の
核
心
を
そ
の
カ
テ
コ
ー
ン
的
使
命
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
「
ラ
イ
ヒ
」
は
「
救
済
す
る
力
」
で
は
な
く
、
「
維
持
す
る
力
」
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
退
去
し
た
後
に
は
「
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
」
が
出
現

す
る
、
と

（
46
（

。
し
た
が
っ
て
中
世
に
は
、
帝ラ

イ

ヒ国
は
カ
テ
コ
ー
ン
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
の
到
来
を
抑
止
す
る
者
と
し
て
一
般

に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
も
ま
た
三
三

年
に
、
「
ラ
イ
ヒ
」
の
意
義
を
、
『
新
約
聖
書
』
に
お
け
る
カ
テ
コ
ー
ン

の
記
述
と
の
連
関
で
理
解
し
て
い
た
。
「
『
ラ
イ
ヒ
』
の
本
質
は
黙
示
録

的
な
責
任
に
他
な
ら
な
い
（
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
へ
の
第
二
の
手
紙
第
二
章
七

節
（
47
（

（
」
。
こ
う
し
て
『
ド
イ
ツ
民
族
性
』
の
著
作
家
た
ち
は
、
ア
ン
チ
・

ク
リ
ス
ト
劇
の
再
発
見
を
通
じ
て
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
さ
か

の
ぼ
る
カ
テ
コ
ー
ン
思
想
を
中
世
ド
イ
ツ
帝
国
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
読
解
に
よ
っ

て
、
カ
テ
コ
ー
ン
的
使
命
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝

の
皇
帝
制
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
カ
テ
コ
ー
ン
思
想
の
誕
生
は
、
一
九
三
〇
年

代
初
頭
の
こ
う
し
た
文
脈
に
大
き
く
負
っ
て
い
る
。
「
中
世
の
皇
帝
の

キ
リ
ス
ト
教
帝ラ

イ

ヒ国
は
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
人
へ
の
第
二
の
手
紙
第
二
章
六
／

七
節
に
従
っ
て
、
カ
テ
コ
ー
ン
と
し
て
の
正
統
性
を
も
っ
て
い
た

（
48
（

」
。

た
し
か
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
明
示
的
に
カ
テ
コ
ー
ン
に
つ
い
て
語
り
始

め
る
の
は
、
四
〇
年
代
初
頭
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
時
期
に
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私
的
な
会
話
の
場
で
頻
繁
に
カ
テ
コ
ー
ン
を
話
題
に
し
て
い
た
こ
と
は
、

親
交
の
あ
っ
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
政
治
家
・
法
学
者
の
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

を
始
め
と
す
る
多
く
の
知
人
た
ち
に
よ
る
報
告
が
あ
る

（
49
（

。
し
か
し
、
戦

後
の
『
注
釈
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
ピ
エ
ー
ル
・
ラ
ン
宛
書
簡
で
は

こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
は
私
の
カ
テ
コ
ー
ン
の
理
論
を
知
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
一
九
三
二
年
に
始
ま
る
も
の
で
す

（
50
（

」
。
こ

の
三
二
年
と
は
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
の
新
訳
が
出
版
さ
れ
た
年
で
あ

り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
訳
者
の
ハ
ー
ゼ
ン
カ
ン
プ
か
ら
こ
の
本
の
献
本
を

受
け
て
い
た

（
51
（

。
そ
し
て
『
注
釈
集
』
で
は
、
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
の

リ
ヴ
ァ
イ
バ
ル
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
ギ
ュ
ン
タ
ー
に
宛
て
て
、

以
下
の
よ
う
な
告
白
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
カ
テ
コ
ー
ン
を
信
じ
る
。

そ
れ
は
私
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
歴
史
を
理
解
し
、
そ
れ

を
有
意
味
な
も
の
と
み
な
す
唯
一
の
可
能
性
で
あ
る

（
52
（

」
。
し
た
が
っ
て
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
カ
テ
コ
ー
ン
の
理
論
を
着
想
す
る
に
至
る
に
は
、
『
ド

イ
ツ
民
族
性
』
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
劇
の
再
発
見
が

決
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
彼
ら
に
倣
っ
て
、

中
世
の
「
キ
リ
ス
ト
教
帝ラ

イ

ヒ国
」
は
、
「
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
の
出
現
お

よ
び
現
在
の
ア
イ
オ
ー
ン
の
終
末
を
抑
止
し
う
る
歴
史
的
な
力
」
で
あ

る
「
カ
テ
コ
ー
ン
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
る

（
53
（

。
そ
れ
に
対
し
、「
カ
テ
コ
ー

ン
の
意
識
的
な
断
念
」
が
起
こ
っ
た
近
代
で
は
、
と
り
わ
け
ボ
ナ
パ
ル

テ
ィ
ズ
ム
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
皇
帝
制
は
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
単
な

る
権
力
形
式
で
あ
る
「
カ
エ
サ
リ
ズ
ム
」
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ

る
の
で
あ
る

（
54
（

。

　

た
だ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
中
世
ド
イ
ツ
帝
国
の
カ
テ
コ
ー
ン
的
使
命
に

つ
い
て
語
る
と
き
に
強
調
す
る
の
は
、
帝
国
と
ロ
ー
マ
と
の
結
び
つ
き

で
あ
る
。
中
世
の
ド
イ
ツ
皇
帝
は
、
そ
の
抗
争
相
手
で
あ
る
教
皇
と
同

じ
く
、
ロ
ー
マ
が
象
徴
す
る
キ
リ
ス
ト
教
ラ
イ
ヒ
の
担
い
手
と
し
て
の

役
割
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
「
中
世
の
歴
史
は
、
ロ
ー
マ
を
め
ぐ

る
闘
争
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
に
対
す
る
闘
争
の
歴
史
で
は
な
い
。

…
…
ロ
ー
マ
に
具
体
的
に
場
所
確
定
す
る
と
い
う
点
に
―
―
規
範
や
普

遍
的
理
念
に
お
い
て
で
は
な
く
―
―
中
世
国
際
法
を
ロ
ー
マ
帝ラ

イ

ヒ国
に
結

び
つ
け
る
継
続
性
が
存
す
る

（
55
（

」
。
カ
テ
コ
ー
ン
と
し
て
の
中
世
の
帝
国
は
、

ロ
ー
マ
と
い
う
具
体
的
場
所
に
繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
他
所
で
も
し
ば
し
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
空ラ

ウ

ム間
と
ロ
ー
マ
は
同
じ

言
葉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に

（
56
（

、
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
が
空
間

秩
序
の
具
体
性
を
特
権
的
に
表
象
す
る
形
象
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
カ

テ
コ
ー
ン
は
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
場
所
に
根
差
し
た
秩
序
を
破
壊
か

ら
守
り
、
「
場
所
確
定
（O

rtung

（
」
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
偽
り
の
救
済
に
よ
っ
て
人
々
を
瞞
着
す
る
ア
ン
チ
・
ク

リ
ス
ト
と
は
、
具
体
的
な
空
間
秩
序
を
破
壊
し
、
均
質
化
さ
れ
た
世
界

秩
序
を
も
た
ら
す
普
遍
主
義
の
体
現
者
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
い

わ
ば
「
場
所
喪
失
（E

ntortung

（
」
を
も
た
ら
す
こ
の
ア
ン
チ
・
ク
リ

ス
ト
を
、
あ
る
と
き
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
＝

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
連
盟
体
制
、

あ
る
と
き
は
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ソ
連
、
そ
し
て
ま
た
あ
る
と
き
は
ユ
ダ
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ヤ
人
と
等
置
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三　

神
学
な
き
ラ
イ
ヒ
―
―
闘
争
概
念
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　

こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
同
時
代
の
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
と
の

間
、
特
に
彼
が
「
カ
テ
コ
ー
ン
」
や
「
ノ
モ
ス
」
と
い
っ
た
重
要
な
モ

チ
ー
フ
を
受
け
継
い
だ
『
ド
イ
ツ
民
族
性
』
グ
ル
ー
プ
と
の
間
に
は
、

人
的
交
流
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
思
想
的
な
影
響
関
係
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
し
ば
し
ば
ラ
イ
ヒ
神
学
者
の

一
人
と
み
な
さ
れ
て
、
彼
ら
と
と
も
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ラ
イ
ヒ
神
学
に
対
す
る
そ
う
し
た
批
判
者
の
一
人
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系

神
学
者
の
エ
ー
リ
ク
・
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に

は
ボ
ン
大
学
の
同
僚
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
彼

は
、
三
〇
年
代
に
な
る
と
ラ
イ
ヒ
神
学
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
へ
の
批
判
を
開

始
し
、
特
に
彼
ら
の
ナ
チ
ス
・
コ
ミ
ッ
ト
の
一
因
と
な
っ
た
神
学
の
政

治
化
に
攻
撃
の
矛
先
を
向
け
る

（
57
（

。
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
が
ナ
チ
ス
政
権
成
立

後
に
移
住
先
の
ロ
ー
マ
で
書
き
上
げ
た
主
著
『
政
治
的
問
題
と
し
て
の

一
神
教
』
（
一
九
三
五
（
は
、
直
接
的
に
は
古
代
ロ
ー
マ
の
教
父
エ
ウ
セ

ビ
オ
ス
の
政
治
神
学
を
批
判
し
た
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
著
作

で
実
質
的
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ラ
イ
ヒ
神

学
に
ほ
か
な
ら
ず
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
晩
年
の
『
政
治
神
学
Ⅱ
』
（
一
九

七
〇
（
で
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
の
こ
の
著
作
へ
の
再
反
論
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
三
三
年
の
別
の
論
文
で
、
ペ
ー
タ
ー
ゾ

ン
は
ロ
ー
マ
時
代
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
う
ち
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
政

治
神
学
を
見
出
し
、
そ
れ
を
「
ロ
ー
マ
帝
国
と
ロ
ー
マ
皇
帝
制
を
神
学

的
に
基
礎
付
け
て
正
当
化
す
る

（
58
（

」
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た
。
特

に
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
に
代
表
さ
れ
る
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
神
学
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
告
知
が
「
も
は
や
未
来
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
支
配
以
降
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
す
で
に
現
実
と

な
っ
た

（
59
（

」
と
考
え
る
こ
と
で
、
「
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
」
の
潜
在
力
を

奪
い
去
り
、
ロ
ー
マ
皇
帝
制
と
い
う
政
治
権
威
の
護
教
論
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ペ
ー
タ
ー
ゾ
ン
が
神
学
者
と
し
て
主
張
す

る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
三
位
一
体
論
に
よ
っ
て
神
学
の
政
治

利
用
は
不
可
能
に
な
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
て
彼

は
、
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
と
同
時
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
ラ
イ
ヒ
神
学
に
よ
る
神

学
の
濫
用
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
も
そ
も
当
時
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
、
ラ
イ
ヒ
神
学
者
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
終
末
論
的
な
期
待
が
あ
っ
た
の
か
。

彼
の
ナ
チ
ス
・
コ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
う
し
た
期
待
の
実
現
を
ナ
チ
ス
体
制

に
見
出
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ナ
チ
ス
政

権
が
成
立
し
て
間
も
な
い
一
九
三
三
年
六
月
二
十
日
に
行
っ
た
ケ
ル
ン

大
学
教
授
就
任
講
演
「
ラ
イ
ヒ
・
国
家
・
連
邦
」
で
、
ラ
イ
ヒ
を
明
示

的
に
主
題
化
し
て
い
る
。
彼
は
た
し
か
に
そ
こ
で
、
「
我
々
の
ラ
イ
ヒ
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の
観
念
は
千
年
に
わ
た
る
偉
大
な
ド
イ
ツ
史
に
根
差
す
も
の
で
、
そ
の

神
話
的
な
力
は
我
々
万
人
の
胸
に
迫
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
60
（

」
と
述
べ
、
近

代
に
な
っ
て
古
い
ラ
イ
ヒ
が
国
家
概
念
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
講
演
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
関
心

は
、
憲
法
上
自
ら
を
「
ラ
イ
ヒ
」
と
規
定
し
て
い
る
「
連
邦
国
家
」
の

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
で
は
、
「
ラ
イ
ヒ
」
や
「
連
邦
」
と
い
っ
た
概
念

に
よ
っ
て
国
家
性
が
弱
体
化
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
警
告
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
れ
に
先
立
つ
同
年
一
月
の
ナ
チ
ス
政
権
成
立
直

前
の
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
宛
書
簡
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
『
ラ
イ
ヒ
』
そ
し

て
『
連
邦
』
と
い
う
語
が
国
家
を
弱
め
る
よ
う
な
危
険
な
使
い
方

（
61
（

」
を

さ
れ
る
こ
と
に
批
判
的
な
発
言
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
国
家
概
念
を
堅
持
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
三
二
／
三
三
年
の
時
期
に
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
の
会
議
で

も
話
題
と
な
っ
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
全
体
国
家
」
論
と
は
、
法
律

に
対
し
て
行
政
執
行
措
置
を
優
位
に
置
く
こ
と
で
、
世
界
恐
慌
の
混
乱

に
見
舞
わ
れ
て
い
た
経
済
を
統
制
で
き
る
強
い
国
家
を
実
現
し
よ
う
と

い
う
一
種
の
行
政
国
家
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ラ
イ
ヒ
神
学
者
と
の
親

密
な
交
流
が
あ
っ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
三
〇
年
代
前
半
の
彼
は

な
お
国
家
主
義
者
と
し
て
、
国
家
を
代
替
す
る
よ
う
な
ラ
イ
ヒ
秩
序
へ

の
神
学
的
期
待
は
希
薄
で
あ
っ
た

（
62
（

。

　

実
際
、
一
九
三
六
年
十
二
月
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
Ｓ
Ｓ
の
雑
誌
『
黒
色

兵
団
』
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
失
脚
し
た
の
は
、
国
家
に
対
す
る
両
者
の

見
方
の
齟
齬
に
一
因
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
国
家
主
義
的
な
立

場
は
、
党
も
し
く
は
人
種
概
念
を
国
家
に
優
越
さ
せ
る
ナ
チ
ス
と
必
ず

し
も
折
り
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
年
の
こ
と
で
あ
る

が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ナ
チ
ス
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ

ズ
ム
と
の
親
和
性
を
自
ら
語
っ
て
い
る
。
三
六
年
春
に
ナ
チ
ス
政
権
の

全
国
法
律
指
導
者
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
ク
が
率
い
る
「
ド
イ
ツ

法
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
一
員
と
し
て
イ
タ
リ
ア
を
訪
問
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、
そ
の
さ
い
四
月
十
五
日
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
宮
殿
で
行
わ
れ
た
ム
ッ
ソ

リ
ー
ニ
と
の
会
談
を
、
戦
後
に
な
っ
て
し
ば
し
ば
回
顧
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、「
国
家
は
永
遠
だ
が
、
政
党
は
移
ろ
い
や
す
い
。
私
は
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
者
だ
」
と
述
べ
る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
対
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
世
界
史
的
所
在
」
は
今
で
は
「
ロ
ー
マ
」
に
あ

る
と
し
て
、
そ
の
国
家
主
義
に
賛
同
し
た
と
さ
れ
て
い
る

（
63
（

。
ま
た
、
こ

の
と
き
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
こ
う
頼
ん
だ
と
い
う
。
「
党

か
ら
国
家
を
救
っ
て
く
だ
さ
い
」
、
と

（
64
（

。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
の
よ
う
な
国
家
主
義
と
決
別
し
た
の
は
、
一
九
三

〇
年
代
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
三
八
年
の
著
作
『
リ
ヴ
ァ
イ

ア
サ
ン
』
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
国
家
が
機
械
化
・
中
立

化
さ
れ
て
自
由
主
義
的
な
法
律
国
家
に
変
質
す
る
過
程
を
描
き
出
す
こ

と
で
、
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
と
い
う
「
象
徴
」
の
「
失
敗
」
を
宣
告

し
て
い
る
。
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
と
い
う
形
象
に
よ
っ
て
国
家
を
一

つ
の
神
話
に
高
め
よ
う
と
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
試
み
は
、
い
ま
や
挫
折
し
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た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
創
造
し
た
神
話
像
は
、
我
々

の
知
り
う
る
限
り
で
は
、
そ
の
生
涯
を
終
え
た

（
65
（

」
。こ
れ
と
同
時
に
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
な
か
で
、
ラ
イ
ヒ
が
国
家
に
代
わ
る
新
た
な
政
治
秩
序
と
し

て
浮
上
し
て
く
る
。
三
九
年
の
論
文
で
は
「
ラ
イ
ヒ
概
念
」
が
「
中
立

化
の
時
代
の
克
服
」
と
さ
れ
、
「
国
家
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
」

の
「
復
活
」
が
述
べ
ら
れ
る

（
66
（

。
広
域
秩
序
構
想
は
、
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン

神
話
か
ら
ラ
イ
ヒ
神
話
へ
の
こ
う
し
た
移
行
の
う
ち
で
提
起
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
国
家
は
そ
も
そ
も
「
全
時
代
・
全
民
族
に
転
用
さ
れ
る
普
遍

的
概
念
」
で
は
な
く
、
「
一
つ
の
歴
史
的
時
代
と
結
び
つ
い
た
具
体
的

概
念
」
で
あ
り
、
そ
の
時
代
は
「
間
も
な
く
終
わ
る

（
67
（

」
。
ラ
イ
ヒ
こ
そ
が
、

そ
れ
に
代
わ
る
国
際
法
秩
序
の
新
た
な
主
体
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
論
文
で
再
び
、
ラ
イ
ヒ
‐
広
域
秩
序
の
新
建
設

へ
の
期
待
を
込
め
て
、
か
の
「
新
た
に
秩
序
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
句

が
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

（
68
（

。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
の
時
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
九
三
〇
年
代
初

め
に
ラ
イ
ヒ
神
学
の
な
か
で
主
張
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
ラ
イ
ヒ
理
念

を
共
有
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
三
九
年
の
広
域
秩
序
講
演
で
彼
は

こ
う
明
言
し
て
い
る
。
「
『
ラ
イ
ヒ
』
と
い
う
言
葉
が
与
え
う
る
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
歴
史
哲
学
的
、
神
学
的
等
々
の
解
釈
可
能
性
に
立
ち
入
ろ
う

と
す
れ
ば
、
我
々
の
作
業
の
純
粋
に
国
際
法
的
な
意
義
と
目
的
か
ら
逸

脱
し
、
果
て
し
な
い
駄
弁
を
弄
す
る
危
険
を
招
く
で
あ
ろ
う

（
69
（

」
。
シ
ュ

ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
概
念
は
何
ら
神
学
的
含
意
を
持
つ
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
あ
く
ま
で
も
国
際
法
的
な
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ラ
イ
ヒ
が
形
成
す
る
広
域
秩
序
と
は
、
一
八
二
三
年
の
ア
メ
リ
カ
の
モ

ン
ロ
ー
宣
言
を
歴
史
的
先
例
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

「
核
心
思
想
」
は
も
っ
ぱ
ら
「
一
つ
の
秩
序
原
理
に
支
配
さ
れ
た
広
域

に
対
す
る
域
外
列
強
の
干
渉
の
国
際
法
的
不
許
容
」
に
あ
る

（
70
（

。
つ
ま
り
、

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広
域
秩
序
構
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
れ
、
種
族
的

で
あ
れ
、
何
ら
実
体
的
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
単

に
広
域
間
の
相
互
不
干
渉
に
重
点
を
置
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
内
在
的
な
原
理
が
不
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
具
体

的
秩
序
」
と
さ
れ
て
い
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
広
域
は
ま
っ

た
く
具
体
性
の
な
い
空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
、
広
域
理
論

を
生
物
学
的
・
人
種
主
義
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・

ヘ
ー
ン
な
ど
の
他
の
ナ
チ
ス
国
際
法
学
者
た
ち
か
ら
し
ば
し
ば
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
れ
に
反
論
す
る
と
き
で
も
、

決
し
て
人
種
や
民
族
と
い
っ
た
広
域
秩
序
の
実
体
的
基
礎
を
明
確
に
名

指
す
こ
と
は
し
な
い
。
彼
は
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
の
ケ
ン
プ

ナ
ー
尋
問
の
さ
い
に
、
「
私
は
空
間
概
念
を
出
発
点
に
し
た
の
で
あ
り
、

生
物
学
的
な
観
点
や
議
論
は
拒
否
し
て
い
ま
し
た

（
71
（

」
と
し
、
「
ヘ
ー
ン

は
出
発
点
で
あ
る
近
代
の
空
間
概
念
に
気
づ
か
ず
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
の

な
か
で
も
っ
と
も
困
難
な
問
題
が
空
間
概
念
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
予
感
さ
え
せ
ず
に
、
性
急
に
『
広
域
』
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま

し
た

（
72
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
自
ら
の
「
広
域
」
を
ナ
チ
ス
の
「
生
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存
圏
」
か
ら
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
意
図
は
、
単
に
戦

後
の
事
後
的
な
自
己
弁
明
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
開
戦
し

て
間
も
な
い
一
九
三
九
年
一
二
月
三
日
の
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
宛
書
簡
で
も
、

「
私
は
決
し
て
生
存
圏
と
は
言
わ
ず
、
広
域
と
し
か
言
い
ま
せ
ん
」
と

書
か
れ
て
い
た

（
73
（

。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
引
き
合
い
に
出
す
「
空
間
概
念
」
と

は
た
だ
、
普
遍
的
で
均
質
な
世
界
秩
序
に
対
す
る
具
体
的
な
場
所
の
空

間
秩
序
の
画
定
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

身
の
広
域
概
念
自
体
が
一
定
の
抽
象
性
を
帯
び
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
な

い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
普
遍
主
義
に
抗
し
て
主
張
す
る
具
体

的
秩
序
は
、
形
式
的
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、
一
定
の
内
容
的
無
関
心

（Indifferenz

（
が
残
り
続
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
具
体
的
場
所
と
し
て
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
固
執
す
る
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
人
種
的
も
し

く
は
民
族
的
な
原
理
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
イ
ヒ
神
学
者
た
ち
の
よ
う
に
キ

リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。
た
し
か
に
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
広
域
の
形
成
に
、
ア
ン
チ
・
ク
リ
ス
ト
と

し
て
の
「
場
所
喪
失
」
に
至
る
よ
う
な
歴
史
の
加
速
を
押
し
止
め
る
カ

テ
コ
ー
ン
的
使
命
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
由
来
す
る
モ
チ
ー
フ
に
訴
え
る
と
き
で
も
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あ
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例
え
ば
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
九
六
〇
年
九
月
五
日
の
ジ
ャ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
・

フ
ァ
イ
ユ
宛
書
簡
で
こ
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
の
会
談
に
つ
い
て
語
っ
て
お

り
、
こ
の
書
簡
は
七
七
年
十
月
の
ア
ル
ミ
ン
・
モ
ー
ラ
ー
宛
書
簡
に
同
封

さ
れ
て
い
る
。A

rm
in M

ohler 

（H
g.

（, C
arl Schm

itt. B
riefw

echsel 

m
it einem

 seiner Schüler, B
erlin 1995, S. 418.

（
64
（ Jacob T

aubes, D
ie politische T

heologie des P
aulus, M

ünchen 
1993, S. 97.

〔
『
パ
ウ
ロ
の
政
治
神
学
』
高
橋
哲
哉
・
清
水
一
浩
訳
、
岩

波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
一
四
五
頁
〕

（
65
（ Carl Schm

itt, Laviathan, Stuttgart 1982, S. 124.

〔
「
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
」

長
尾
龍
一
訳
、『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
Ⅱ
』
、
前
掲
書
、
九
三
頁
〕

（
66
（ Carl Schm

itt, »N
eutralität und N

eutralisierungen«,in: ders., 
Positionen und B

egriffe, a. a. O
., S. 291f.

（
67
（ Carl Schm

itt, »Staat als konkreter, an geschichtliche E
poche 

gebundener B
egriff«, in: ders., Verfassungsrechtliche A

ufsätze, 
B

erlin 1958, S. 376.

〔
「
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
と
近
代
国
家
の
成
立
」
長
尾

龍
一
訳
、
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
Ⅱ
』
、
前
掲
書
、
一
二
四
―
一

二
五
頁
〕

（
68
（ Vgl. C

arl Schm
itt, »D

er R
eichbegriff im

 Völkerrecht«, in: ders., 
P

ositionen und B
egriffe, a. a. O

., S. 312; ders., »Staatliche 
Souveränität und freies M

eer«, in: ders., Staat, G
roßraum

, 
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N
om

os, B
erlin 1995, S. 422.

（
69
（ C. Schm

itt, V
ölkerrechtliche G

roßraum
ordnung, a. a. O

., S. 
52.

〔
一
二
一
頁
〕

（
70
（ Ebd., S. 30.

〔
一
〇
二
頁
〕

（
71
（ C. Schm

itt, A
ntw

orten in N
ürnberg, a. a. O

., S. 72.

（
72
（ Ebd., S. 76.

（
73
（ Sch

m
itt an Stapel, 3. 12. 1939, in: P. T

om
m

issen 

（H
g.

（, 
Schm

ittiana V, a. a. O
., S. 66. 

こ
れ
は
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
か
ら
著
書
『
我
々

の
生
の
法
律
（D

as G
esetz unseres Lebens

（
』
（
一
九
三
九
（
の
献

本
を
受
け
た
さ
い
の
発
言
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
生
存
圏

（Lebensraum

（
」
の
語
に
含
ま
れ
て
い
る
「
生
（Leben

（
」
と
い
う
生

物
学
的
含
意
を
も
つ
概
念
に
抵
抗
を
示
す
の
だ
が
、
同
じ
こ
と
は
『
大
地

の
ノ
モ
ス
』
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
そ
こ
で
は
さ
ら
に
法
実
証
主
義
的

な
含
意
を
も
つ
「
法
律
（G

esetz

（
」
と
い
う
言
葉
も
拒
否
さ
れ
て
い
る
が
（
。

「
私
は
、
『
ノ
モ
ス
』
に
『
生
の
法
律
』
と
い
う
意
味
を
与
え
た
シ
ュ
タ
ー

ペ
ル
と
ボ
グ
ナ
ー
の
努
力
を
極
め
て
尊
敬
し
て
い
る
。
し
か
し
、
生
物
学

的
な
も
の
へ
変
質
し
た
『
生
』
と
い
う
言
葉
の
ほ
か
に
、
な
ん
と
し
て
も

忌
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
『
法
律
』
と
い
う
言
葉
も
、
私
に
は
気
に
入
ら

な
い
」
（C

. Schm
itt, D

er N
om

os der E
rde, a. a. O

., S. 39
〔
五
四
―

五
五
頁
〕
（
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
タ
ー
ペ
ル
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
へ
の
書
簡

で
抗
弁
し
て
い
る
。
「
私
の
ノ
モ
ス
概
念
は
科
学
か
ら
で
は
な
く
、
単
に

ギ
リ
シ
ア
語
の
読
解
に
由
来
す
る
も
の
で
す
」
（Stapel an Schm

itt, 28. 
3. 1951, in: P. Tom

m
issen 

（H
g.

（, Schm
ittiana V, a. a. O

., S. 103
（
。
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は
じ
め
に

　

ア
ジ
ア
社
会
論
に
と
っ
て
一
九
三
〇
年
代
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
ま

で
に
主
に
満
鉄
調
査
部
を
中
心
に
し
て
形
成
さ
れ
た
「
伝
統
的
ア
ジ
ア

学
」
が
、
西
洋
近
代
を
超
克
す
べ
く
思
想
的
に
試
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、

現
実
的
な
外
交
論
・
社
会
政
策
論
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
世
界
史
的
レ

ベ
ル
で
展
開
さ
れ
る
と
い
う
激
動
の
時
代
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か

も
、こ
の
ア
ジ
ア
社
会
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
論
が
主
流
と
な
っ

て
一
つ
の
体
系
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
そ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
西
洋
の
衝
撃
を
受
け
て
変
貌
す
る
ア
ジ
ア
社
会
を
大
き
く

特
徴
づ
け
る
「
封
建
制
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
視
点
を
め
ぐ
っ

て
、
近
代
的
「
資
本
制
」
を
強
調
す
る
学
派
と
前
近
代
的
「
封
建
制
」

に
力
点
を
置
く
学
派
が
激
し
い
論
戦
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る

（
1
（

。
そ
れ

は
一
九
三
〇
年
か
ら
四
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
段
階
的
に
発
達
し
、
満

州
事
変
期
に
は
「
五
族
協
和
論
」
と
し
て
、
次
に
日
中
戦
争
期
に
は
「
東

亜
新
秩
序
論
」
と
し
て
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア･

太
平
洋
戦
争
期
に
は
「
大

東
亜
共
栄
圏
論
」
と
し
て
、
次
々
に
そ
の
理
論
的
変
貌
を
遂
げ
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
。
ア
ジ
ア
を
侵
略
し
、
占
領
地
域
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る

日
本
が
、
同
時
に
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
解
放
・
共
生
を
唱
え
る
と
い
う
総

力
戦
期
の
巨
大
な
矛
盾
の
中
で
ア
ジ
ア
社
会
論
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
が
、

一
九
三
〇
年
代
の
き
わ
め
て
大
き
な
特
質
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
酒
井
哲

哉
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
国
際
秩
序
論

は
、
「
早
熟
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
主

　

特
集　

〈
圏
域
〉
の
思
想　

〈
論
文
〉

一
九
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
社
会
論
再
考

【
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
を
手
が
か
り
に
し
て
】

石
井
知
章
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義
と
し
て
の
「
成
熟
」
を
迎
え
る
前
に
、
「
帝
国
秩
序
」
に
回
収
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

（
2
（

。
そ
れ
は
や
が
て
日
本
の
東
南
ア
ジ

ア
占
領
と
そ
れ
に
対
す
る
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
一
九
四
〇

年
代
の
欧
米
の
植
民
地
統
治
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
た
戦
後
の
「
新
ア
ジ

ア
学
」
へ
と
吸
収
さ
れ
、
表
面
的
に
は
大
き
く
後
景
へ
と
退
く
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
こ
で
は
、
当
時
の
「
東
亜
協
同
体
」
論
の
基
礎
と
な
っ
た
「
協
同

主
義
」
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
と
し
て
と
ら
え
、
一
九
二
〇
年

代
と
四
〇
年
代
と
の
狭
間
で
展
開
さ
れ
た
ア
ジ
ア
社
会
論
の
基
礎
を
な

す
こ
の
概
念
が
、
と
り
わ
け
日
中
戦
争
の
勃
発
（
一
九
三
七
年
七
月
（

以
降
と
い
う
「
例
外
状
況
」
の
中
で
い
か
に
利
用
さ
れ
、
い
か
な
る
ア

ジ
ア
社
会
論
と
し
て
転
換
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ

の
中
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
上
、
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の
ま
ま
で

い
た
昭
和
研
究
会
の
革
新
右
派
知
識
人
、
加
田
哲
二
（
一
八
九
五
―
一

九
六
四
年
（
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
三
木
清
、
新
明
正
道
、
尾
崎
秀
実
、

蠟
山
政
道
や
宮
崎
正
義
ら
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
的
、
政
治

的
役
割
・
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一　

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
「
東
亜
協
同
体
」
論

　

す
で
に
「
例
外
状
況
」
の
常
態
化
が
懸
念
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
日
中
戦

争
期
に
は
、
侵
略
を
継
続
す
る
日
本
帝
国
主
義
と
国
共
合
作
に
よ
っ
て

抵
抗
す
る
中
国
が
全
面
的
に
衝
突
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た

長
期
持
久
戦
へ
と
突
入
す
る
中
で
、
日
本
の
左
派
・
進
歩
派
知
識
人
が

日
本
帝
国
主
義
の
自
己
批
判
と
日
中
提
携
と
し
て
提
唱
し
た
の
が
、「
東

亜
連
盟
」
論
と
「
東
亜
共
同
体
」
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
東
亜
連

盟
」
論
は
、
満
州
事
変
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
石
原
莞
爾
が
提
唱
し
、
宮

崎
正
義
『
東
亜
連
盟
論
』
（
一
九
三
八
年
（
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
中
国
の

「
王
道
」
概
念
を
用
い
て
理
論
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
民

族
主
義
連
合
と
国
家
の
革
新
経
済･

統
制
経
済
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア

の
開
発･

発
展
を
実
現
し
、
欧
米
帝
国
主
義
か
ら
の
解
放
を
企
図
す
る

試
み
で
あ
っ
た
。
他
方
、
「
東
亜
協
同
体
」
論
は
、
近
衛
首
相
ブ
レ
ー

ン
集
団
で
あ
る
昭
和
研
究
会
の
革
新
的
知
識
人
た
ち
（
三
木
清
、
尾
崎

秀
実
、
蠟
山
政
道
、
加
田
哲
二
な
ど
（
を
中
心
に
し
て
、
戦
時
下
の
日
本

国
内
に
お
け
る
社
会
変
革
に
よ
っ
て
帝
国
主
義
的
対
立
を
克
服
し
、
諸

民
族
が
自
立
し
、
協
同
す
る
た
め
の
新
た
な
東
ア
ジ
ア
の
形
成
を
大
胆

に
企
図
す
る
、
集
団
的
知
性
に
よ
る
思
想
的
・
政
策
的
運
動
で
あ
っ
た
。

そ
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
「
協
同
主
義
」（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（

と
は
、
既
定
の
統
一
体
と
し
て
の
全
体
性
に
個
を
包
摂
す
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
構
成
要
素
の
個
的
価
値
を
否
定
せ
ず
に
、
開
か
れ
た

総
体
性
の
中
で
、
そ
れ
ら
を
ア
ジ
ア
と
い
う
一
定
の
空
間
的
秩
序
の
中

で
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
哲
学
の
こ
と
を
意
味
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
三
木
清
に
と
っ
て
、
「
東
亜
協
同
体
」
論
の
基
礎
を
な

す
「
新
し
い
全
体
主
義
」
と
は
、
従
来
の
非
合
理
性
に
基
づ
く
民
族
主
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義
的
全
体
主
義
に
取
っ
て
代
わ
る
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
純

粋
に
合
理
的
な
も
の
と
は
、
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
近
代

的
合
理
主
義
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
合
理
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

「
開
放
的
、
公
共
的
、
世
界
的
」
近
代
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
三
木
の
み
る
と
こ
ろ
、
東
亜
思
想
と
は
仮
に
合
理
的
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
「
合
理
性
」
を
い
う
の
で
は
な
く
、
全

体
主
義
者
が
強
調
す
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
根
底
に
あ
る
「
非
合
理

性
」
を
止
揚
し
た
、
具
体
的
な
「
合
理
性
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
亜
協
同
体
は
基
本
的
に
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
と
は
い
え
、
こ
の
合
理
性
は
、
「
東
洋
文
化
の
伝
統
」
と
結
び
付
い

て
い
な
が
ら
も
、
「
封
建
的
な
も
の
」
と
し
て
の
反
動
に
陥
ら
な
い
よ

う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
抽
象
的
に
開
放
的
で
あ

る
に
対
し
て
つ
ね
に
何
等
か
閉
鎖
的
な
全
体
で
あ
る
が
、
新
し
い
協
同

体
は
封
建
的
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
如
く
単
に
閉
鎖
的
な
体
系
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る

（
3
（

。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
ゲ
マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
一
見
「
閉
鎖
的
」
で
あ
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら

も
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
よ
う
に
「
開
放
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
き
ま
と
う
「
封
建
的
な
も
の
」
を

克
服
す
る
た
め
に
は
、
近
代
の
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
文
化
」
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
「
こ
の
文
化
は
単
に
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
的
で
は
な
く
、
ま
た
も
と
よ
り
単
に
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
で
も
な
く
、

却
っ
て
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
と
の
綜
合
と
し

て
の
高
次
の
文
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

（
4
（

」
。こ
う
述
べ
る
と
き
の
三
木
は
、

た
し
か
に
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
は
い
な
い

も
の
の
、
そ
の
構
成
員
が
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
も
つ
有
機
的
な
結
束

力
を
保
持
し
つ
つ
も
、
け
っ
し
て
前
近
代
的
な
閉
じ
た
全
体
性
に
埋
没

す
る
こ
と
な
く
、
開
か
れ
た
統
一
体
と
し
て
の
高
次
の
総
体
性
を
目
指

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
統
一
体
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
も

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
で
も
な
い
、
「
第
三
の
道
」
と
し
て
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
（
協
同
体
（
と
と
ら
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

（
5
（

。

　

ま
た
、
同
じ
「
東
亜
協
同
体
」
論
者
の
一
人
で
あ
る
新
明
正
道
（
『
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
、
一
九
三
七
年
（
に
よ
れ
ば
、
テ
ン
ニ
ー
ス
が
「
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
と
い
う
対
概
念
を
提
示
し
た

と
き
、
そ
の
概
念
形
成
に
最
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
Ｈ
・
メ
ー

ン
、
Ｏ
・
ギ
ー
ル
ケ
（G

ierke

（
、
そ
し
て
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。

テ
ン
ニ
ー
ス
は
メ
ー
ン
の
楽
観
的
な
見
解
を
受
け
入
れ
る
に
は
契
約
の

時
代
の
本
質
を
理
解
し
て
い
た
し
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
契
約
的
な

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
真
相
」
、
ま
た
そ
の
進
歩
と
表
裏
を
な
す
「
貧
困

と
隷
属
の
状
態
」
を
教
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
っ
て
、
こ
う

し
た
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
も
つ
現
実
が
、
「
古
の
制
度
に
勝
る
も
の
と

し
て
主
張
さ
れ
得
な
い
」
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、
テ

ン
ニ
ー
ス
が
、
こ
の
三
人
の
中
で
も
っ
と
も
精
神
的
な
影
響
を
受
け
た

の
は
、
他
な
ら
ぬ
ギ
ー
ル
ケ
（G

ierke

（
で
あ
る
。
「
彼
の
『
独
逸
団
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体
法
論
』
は
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
の
な
か
の

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
叙
述
に
お
い
て
信
頼
を
以
て
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

テ
ン
ニ
ー
ス
は
ギ

マ

マ

ー
ァ
ケ
に
理
論
的
な
考
察
の
欠
け
て
ゐ
る
の
を
欠
点

と
看
做
し
て
ゐ
た
が
、
彼
が
法
律
生
活
と
全
体
の
文
化
生
活
と
の
関
係

を
指
示
し
、
団
体
の
意
義
を
闡
明
し
た
点
を
高
く
買
つ
て
い
る

（
6
（

」
。
新

明
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
テ
ン
ニ
ー
ス
は
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
（
Ｈ
・

メ
ー
ン
（
と
い
う
方
式
に
対
応
し
て
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
へ
」
と
い
う
方
向
性
を
認
め
て
は
い
た
も
の
の
、
じ
つ
は

こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
へ
」
の
過
程
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
新
明
の
み
る
と
こ
ろ
、
テ
ン
ニ
ー
ス
は
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
」
の
も
つ
「
文
化
に
対
す
る
破
壊
性
」
を
指
摘
し
つ
つ
、
シ
ュ
ペ
ン

グ
ラ
ー
（
『
西
洋
の
没
落
』
（
に
類
似
し
た
傾
向
す
ら
も
つ
に
い
た
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
新
明
は
、
「
社
会
が
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
終
わ
る
こ
と
な

く
更
に
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
す
す
む
傾
向
を
も
つ
も
の
と
し
、
そ
の

萌
芽
と
し
て
協
同
組
合
（G

enossenschaft

（
の
如
き
現
象
を
も
（
テ
ン

ニ
ー
ス
が
―
筆
者
（
指
摘
し
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
証
拠
で
あ
る
」
と
強

調
す
る
の
で
あ
る

（
7
（

。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
テ
ン
ニ
ー
ス
は
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
批
判
の
な
か
に
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
再
興
の
可
能
性
を
示
そ
う
と

試
み
た
が
、
そ
の
際
に
彼
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
も
つ
前
近
代
的
「
残

余
」
を
克
服
す
べ
く
、
こ
の
「
集
合
的
統
一
体

（
8
（

」
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
論
理
で
基
礎
づ
け
つ
つ
、
新
た
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て

の
再
興
を
企
図
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
後
半
に

お
い
て
、
一
つ
の
有
力
な
社
会
思
潮
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
及

ぼ
し
て
い
た
が
、
日
本
に
お
け
る
そ
の
起
源
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
平
野
義
太
郎
は
『
民
法
に
於
け

る
ロ
ー
マ
思
想
と
ゲ
ル
マ
ン
思
想
』（
一
九
二
四
年
（
で
、
ロ
ー
マ
的
「
私

法
」
の
伝
統
と
ゲ
ル
マ
ン
的
「
公
法
」
の
伝
統
と
の
間
の
あ
る
べ
き
法

秩
序
を
ギ
ー
ル
ケ
の
団
体
法
論
に
よ
っ
て
追
究
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
的

な
あ
り
方
と
し
て
、
日
本
の
「
入
会
」
を
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な

所
有
形
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
た

（
9
（

。
こ
う
し
た
平
野
の
試
み
も
、
個
人

主
義
的
な
「
私
有
」
の
原
理
を
国
家
に
よ
る
「
公
有
」
の
原
理
に
よ
っ

て
一
方
的
に
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
「
私
有
権
」
を
「
公

有
権
」
に
対
し
て
無
前
提
に
優
先
す
る
の
で
も
な
い
、
既
述
の
「
集
合

的
統
一
体
」
と
団
体
、
あ
る
い
は
個
人
と
の
間
の
権
利
・
義
務
関
係
を
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
第
三
の
関
係
性
」

と
し
て
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
共
同
性
（
あ
る
い
は
協
同
性
（

概
念
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
ギ
ー
ル
ケ
に
依
拠
し
な
が
ら
協

同
体
的
社
会
構
成
に
よ
る
契
約
説
的
社
会
構
成
の
置
換
の
な
か
に
『
近

代
の
超
克
』
を
読
み
込
ん
で
い
く
指
向
性
を
内
包
し
た
も
の
」
（
酒
井

哲
哉
（
で
あ
る
と
い
え
る

（
10
（

。
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二　

加
田
哲
二
の
「
東
亜
協
同
体
」
論

　

加
田
哲
二
（
『
東
亜
協
同
体
論
』
、
一
九
三
九
年
（
も
、
こ
の
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
新
た
な
地
域
主
義
に
よ
っ
て
日
中
の
衝
突
を
解
決
し
、
両
者

の
提
携
を
実
現
す
る
た
め
の
双
方
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
超
克
」を
提

唱
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
他
の
「
東
亜
協
同
体
」
論
の
提
唱
者
と
基
本
的

姿
勢
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
中
国
の
近
代
化
こ
そ
が
東
亜
協
同

体
の
形
成
に
と
っ
て
の
前
提
で
あ
り
、
日
本
の
支
配
は
列
強
の
支
配
に

取
っ
て
代
わ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
帝
国
主
義
的

膨
張
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
ま
ず
資
本
主
義
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
当
時
の
「
東
亜
協
同
体
」
論
と

は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
開
発
、
さ
ら
に
は
近
代
化
そ
の
も
の
を
い
か

に
し
て
推
し
進
め
る
の
か
と
い
う
、
あ
る
種
の
東
ア
ジ
ア
モ
デ
ル
の
理

論
的
、
か
つ
政
策
論
的
模
索
の
役
割
を
も
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
他
の
提
唱
者
に
よ
る
「
東
亜
協
同
体
」
論
と
比
較
し
た
場
合
、

と
り
わ
け
加
田
の
そ
れ
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
の
は
、
一
方
で
そ
れ
ま

で
の
欧
米
帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
的
言
説
が
展
開
さ
れ
つ
つ
も
、
他

方
、
日
本
の
帝
国
主
義
に
対
し
て
一
定
範
囲
で
修
正
、
変
更
を
迫
り
つ

つ
、
諸
民
族
の
自
立
・
発
展
を
促
す
た
め
の
東
ア
ジ
ア
の
広
域
に
及
ぶ

地
域
的
秩
序
の
形
成
が
主
張
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
加
田
は
そ
の

こ
と
を
、
そ
れ
以
前
の
矢
内
原
忠
雄
や
東
畑
精
一
に
よ
る
植
民
政
策
研

究
の
議
論
と
も
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
帝
国
主
義
に
よ
る
領
土
支
配
と
は

異
な
る
新
た
な
植
民
政
策
・
民
族
政
策
と
し
て
提
唱
し
た
。
そ
れ
は
当

時
の
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
心
理
念
に
も
あ
っ
た
「
民
族
の
自
決
」

の
論
理
を
容
認
し
、
近
接
地
帯
の
周
辺
国
を
独
立
国
家
と
し
て
承
認
し

つ
つ
も
、
な
お
か
つ
「
指
導
的
国
家
」
と
し
て
の
日
本
を
中
心
と
す
る

東
亜
協
同
体
を
、
新
た
な
政
治
支
配
の
秩
序
の
中
で
正
当
化
し
よ
う
と

試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

加
田
に
と
っ
て
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
治
経
済
的
地
位
は
、

「
植
民
地
的
ま
た
は
半
植
民
地
的
状
態
」
に
あ
り
、
ま
た
そ
う
さ
せ
た

の
が
「
欧
米
帝
国
主
義
」
で
あ
る
。
す
で
に
当
時
、
そ
の
制
圧
下
に
な

か
っ
た
日
本
で
す
ら
、
開
国
か
ら
五
、
六
十
年
に
わ
た
っ
て
欧
米
の
半

植
民
地
化
政
策
の
た
め
に
苦
闘
す
る
と
い
う
経
験
を
有
し
た
。
た
し
か

に
、
欧
米
列
強
と
の
対
抗
防
衛
関
係
に
お
い
て
日
本
が
東
亜
の
一
部
に

対
し
て
自
ら
欧
米
流
の
政
策
の
一
部
を
採
用
し
た
こ
と
を
、
加
田
は
こ

こ
で
率
直
に
認
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
「
い
ま
や
日
本
は
、
欧
米
と

並
ん
で
、
東
西
の
半
植
民
地
的
地
位
を
維
持
し
て
行
く
こ
と
は
そ
の
利

益
で
も
理
想
で
も
な
く
、
ま
た
国
是
で
も
な
い
。
世
界
の
進
運
に
寄
与

し
、
併
せ
て
自
国
の
発
展
を
計
ら
う
と
す
る
た
め
に
は
、
か
く
の
ご
と

き
、
東
亜
の
半
植
民
地
的
地
位
の
打
破
あ
る
の
み
で
あ
る

（
11
（

」
と
し
、
加

田
は
日
本
が
欧
米
流
の
帝
国
主
義
的
立
場
を
と
ら
な
い
と
い
う
強
い
意

思
を
い
っ
た
ん
は
示
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
加
田
に
お
い
て
は
ま
ず
、
欧
米
流
の
帝
国
主
義
の
植
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民
地
、
半
植
民
地
か
ら
の
解
放
が
支
持
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
ポ
ス
ト

帝
国
主
義
時
代
に
お
け
る
東
亜
協
同
体
内
部
で
の
独
立
国
と
は
、
け
っ

し
て
自
由
で
平
等
な
国
民
国
家
と
し
て
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

東
亜
協
同
体
の
構
成
者
は
、
あ
た
か
も
互
恵
的
、
総
務
的
関
係
に
お
い

て
横
の
平
等
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ

の
実
、
「
政
治
経
済
の
発
展
段
階
」
を
唯
一
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、

日
本
が
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
秩
序
の
頂
点
に
立
ち
、
他
の
構
成
者
と

の
関
係
を
指
導
―
被
指
導
、
支
配
―
被
支
配
と
い
う
上
下
関
係
に
置
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
昭
和
研
究
会
に
よ
る

『
新
日
本
の
思
想
原
理
』
（
一
九
三
九
年
（
が
、
「
日
本
の
指
導
に
よ
っ
て

成
立
す
る
東
亜
協
同
体
の
中
へ
日
本
自
身
も
入
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限

り
日
本
自
身
も
こ
の
協
同
体
の
原
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

（
12
（

」
と
し
、
日

本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
制
限
を
提
唱
し
た
の
と
は
、
そ
の
性
格
を
大

き
く
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
宮
崎
正
義
の
提
唱
す
る
「
東

亜
連
盟
」
と
加
田
の
構
想
す
る
「
東
亜
協
同
体
」
に
お
け
る
考
え
方
の

違
い
に
も
、
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
東
亜
連
盟
論
』
（
一

九
三
八
年
（
に
お
い
て
宮
崎
は
、
「
日
本
及
び
そ
の
盟
邦
は
他
の
民
族
の

解
放
運
動
に
努
力
す
る
と
共
に
そ
の
連
盟
に
加
入
す
る
や
、
又
は
完
全

な
る
単
独
の
独
立
国
と
し
て
残
る
や
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
由
な
る
選

択
に
任
す
べ
き
で
あ
る
。
又
、
加
入
後
も
、
脱
退
の
権
利
を
認
む
べ
き

で
あ
る
。
東
亜
連
盟
は
、
日
本
と
各
盟
邦
と
の
間
に
お
け
る
政
治
的
及

び
経
済
的
相
互
依
存
関
係
の
紐
帯
に
よ
り
、
強
固
に
結
ば
れ
る
べ
き
東

亜
諸
国
の
自
主
的
立
場
に
お
け
る
盟
約
で
あ
り
、
強
制
の
体
制
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
国
家
の
最
後
的
意
思
は
束
縛
さ
れ
る
べ
き
で

な
い

（
13
（

」
と
し
、
構
成
国
に
よ
る
東
亜
連
盟
へ
の
参
加
を
め
ぐ
る
日
本
と

構
成
国
と
の
間
の
平
等
な
権
利
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
任
意
性
を

認
め
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
宮
崎
の
企
図
す
る
「
東
亜
連
盟
」
論

は
、
開
か
れ
た
総
体
性
内
部
に
お
け
る
構
成
要
員
の
相
対
的
自
律
性
を

容
認
し
て
お
り
、
一
定
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
加
田
は
、
「
東
亜
領
域

の
一
体
化
は
、
自
由
選
択
的
で
は
な
く
、
必
然
的
で
あ
る
。
そ
の
点
を
、

わ
た
く
し
は
強
調
す
る
。
す
べ
て
の
東
亜
建
設
の
理
論
は
、
東
亜
領
域

の
一
体
化
の
必
然
性
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
一
体
化
に
参

加
す
る
自
由
、
ま
た
は
脱
退
す
る
権
利
な
ど
と
い
う
自
由
主
義
理
論
の

発
生
す
る
余
地
は
こ
こ
に
は
な
い
筈
で
あ
る

（
14
（

」
と
明
確
に
批
判
し
、「
宮

崎
氏
は
、
東
亜
連
盟
の
組
織
に
関
す
る
限
り
、
あ
ま
り
に
多
く
の
「
西

欧
的
自
由
」
を
、
東
亜
の
諸
民
族
に
与
え
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
」

と
問
う
た
。
そ
の
上
で
加
田
は
、
「
こ
の
こ
と
は
満
州
国
の
成
立
に
多

く
の
因
縁
を
持
つ
東
亜
連
盟
論
の
根
本
的
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
覚

し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
最
も
重
要
な
理
論
的
欠
陥
で
あ
る

（
15
（

」
と

す
ら
断
じ
、
東
亜
領
域
の
有
機
的
か
つ
閉
鎖
的
「
一
体
化
」
の
強
要
に

よ
っ
て
、
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
言
説
を
封
じ
込
め
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
加
田
の
提
唱
す
る
「
東
亜
協
同
体
」
論
に
お
い
て
は
、
東
ア

ジ
ア
の
特
殊
性
で
あ
る
「
植
民
地
的
ま
た
は
半
植
民
地
的
関
係
」
が
取
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り
あ
げ
ら
れ
、
な
お
か
つ
こ
の
関
係
性
に
お
い
て
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

ソ
ン
世
界
支
配
体
制
」
の
問
題
が
、
ま
ず
は
現
実
的
認
識
の
対
象
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
近
代

世
界
の
国
際
政
治
の
原
理
と
し
て
世
界
史
的
意
義
、
及
び
東
亜
協
同
体

の
現
実
的
意
義
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
の
が
加
田
の
基
本
的
立
脚
点
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
支
配
の
後
に
来
る
も
の

は
、
協
同
体
の
構
成
員
と
し
て
の
各
民
族
の
内
部
的
問
題
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
将
来
に
と
っ
て
、
適
切
な
理
論
と
政
策

と
が
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
こ
の
地
域
を
支
配

し
て
い
た
欧
米
帝
国
主
義
が
凋
落
の
時
期
に
及
ん
で
い
る
と
き
、
も
っ

と
も
重
大
か
つ
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。
こ
こ
で
加
田
は
、
「
東
亜
協
同

体
が
国
際
関
係
に
お
け
る
新
し
い
理
念
ま
た
は
理
論
た
る
限
り
に
お
い

て
、
ま
ず
東
亜
に
お
け
る
現
実
問
題
が
、
そ
の
主
題
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
し
、
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
、
現
実
的
意
義
を
失
っ
た
白
昼
夢
の
一

に
過
ぎ
ぬ

（
16
（

」
と
述
べ
、
尾
崎
秀
実
の
そ
れ
に
も
似
た
き
わ
め
て
現
実
主

義
的
な
立
場
に
与
し
た
。
だ
が
、
政
治
的
に
は
同
じ
レ
ア
ー
ル
・
ポ
リ

テ
ィ
ー
ク
を
擁
護
し
な
が
ら
も
、
加
田
と
尾
崎
と
の
哲
学
的
基
礎
に
は
、

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
と
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
ほ
ど
に
も
離
れ
た

思
想
的
懸
隔
が
横
た
わ
っ
て
い
る

（
17
（

。

三　

加
田
哲
二
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論

　

加
田
の
み
る
と
こ
ろ
、
そ
も
そ
も
東
亜
協
同
体
の
基
本
原
理
と
は
、

（
一
（
資
本
主
義
に
あ
る
程
度
の
「
是
正
」
を
加
え
、
と
り
わ
け
私
利

優
先
の
資
本
主
義
的
精
神
を
、
協
同
体
全
体
を
綜
合
と
し
て
の
「
全
体

的
協
同
主
義
」
に
転
換
し
、
（
二
（
諸
領
域
の
経
済
的
相
互
関
係
が
植

民
地
的
関
係
に
基
づ
く
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
よ
う
な
基
本
原
理
を
と
ら
ず
、

（
三
（
「
中
心
的
勢
力
」
と
し
て
の
「
中
枢
的
国
家
」
の
存
在
を
承
認
し
、

（
四
（
「
中
枢
国
家
」
の
利
己
主
義
を
、
協
同
体
全
体
の
利
害
の
調
整
過

程
で
、
中
枢
国
家
の
領
域
が
発
展
す
る
ま
で
は
抑
制
し
、
（
五
（
互
恵

的
関
係
に
よ
り
、
資
源
、
投
資
、
貿
易
、
生
産
に
お
い
て
、
協
同
体
全

体
の
利
益
か
ら
算
出
さ
れ
た
計
画
を
実
施
し
、
（
六
（
全
面
的
計
画
性

を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
六
点
に
集
約
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
た
新
た
な
「
協
同
体
」
と
旧
来
の
「
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
」

と
は
、
そ
の
基
本
原
理
に
お
い
て
一
体
何
が
異
な
る
の
か
。
こ
こ
で
加

田
は
、
三
木
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
の
東
亜
協
同
体
論
者
も
使
っ
た
「
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
の
概
念
を
用
い
て
、
そ
れ
と
の
差
異
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

経
済
協
同
体
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
体
よ
り
も
、
数
歩
を
進
め
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
経
済
協
同
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体
は
、
そ
の
全
面
的
統
制
の
必
要
の
結
果
、
地
域
的
に
は
接
壌
地
帯

た
る
こ
と
を
要
す
る
。
ま
た
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
よ
り
密
接
不
可
分
の
関

係
が
、
設
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
接
壌
地
帯
に
お
け
る
領
域
協
同
体
た

る
の
事
実
を
有
し
、
運
命
協
同
体
的
関
係
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
経
済
協
同
体
は
、
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
れ
ば
、『
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ

フ
ツ
・
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
（W

irtschaftsgem
einschaft

（
と
、

い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
東

マ

マ

亜
共
同
体
論
者

が
東

マ

マ

亜
共
同
の
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
性
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、

そ
の
言
葉
を
、
も
し
も
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
、
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ト
・

テ
ン
ニ
ー
ス
の
意
味
し
た
、
本
質
的
意
志
の
具
現
者
と
し
て
の
『
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
若
干
の
行
き
過
ぎ
で
あ

ら
う
と
思
わ
れ
る
。
経
済
協
同
体
は
、
以
上
の
意
味
に
お
け
る
『
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
で
は
な
い
。
そ
の
形
成
後
、
数
十
年
ま
た
は
数

百
年
後
に
お
い
て
は
、
い
ざ
知
ら
ず
、
眼
前
に
お
い
て
形
成
せ
ら
る

べ
き
経
済
協
同
体
は
、
却
っ
て
利
益
社
会
的
結
合
で
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
何
と
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
一
定
の
計
画
に
従
っ
て
の
生

産
、
資
源
、
投
資
、
貿
易
、
労
働
の
事
項
が
規
制
せ
ら
る
る
の
で
あ

り
、
自
然
発
生
的
ま
た
は
自
然
生
成
的
な
構
成
体
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
経
済
協
同
体
は
一
国
、
民
族
等
の
よ

う
な
自
然
生
成
的
構
成
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
行
わ
れ
る
緊
密
な
関

係
、
そ
の
間
に
存
在
す
べ
き
友
好
関
係
は
、
み
な
計
画
性
の
実
現
さ

れ
た
後
に
来
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

（
18
（

。

　　

こ
の
よ
う
に
、
加
田
に
と
っ
て
東
亜
協
同
体
と
は
、
な
に
よ
り
も
経

済
的
諸
機
能
を
中
心
原
理
と
す
る
「
経
済
協
同
体
」
で
あ
っ
て
、
「
本

質
的
意
思
の
具
現
者
」
と
し
て
の
「
自
然
発
生
」
的
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
利
益
社
会
的
結
合
」
と
し
て
の
意
味
に

お
い
て
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
で
す
ら
あ
る
。
こ
の
点
で
、
た
と
え
ば
、

三
木
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
昭
和
研
究
会
の
『
新
日
本
の
思
想
原
理
』

が
、
東
亜
協
同
体
の
基
本
原
理
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
で
も
、
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
的
で
も
な
く
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
的
と
の
総
合
と
し
て
の
「
高
次
の
文
化
」
と
と
ら
え
、
前
近
代
的
な

共
同
体
（G

em
einschaft

（
と
も
近
代
的
な
利
益
社
会
（G

esellschaft

（

と
も
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
第
三
の
道
」
と
し
て
の
協
同
社
会

（G
enossenschaft

（
を
目
指
し
た
の
と
は
、
大
き
く
性
格
を
異
に
し
て

い
る
。
そ
の
「
経
済
協
同
体
の
構
成
」
と
は
、
「
接
壌
地
帯
に
お
け
る

領
域
協
同
体
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
運
命
協
同
体
的
性
質
」
、
及

び
「
経
済
協
同
体
」
を
通
じ
て
の
計
画
性
を
持
ち
、
そ
の
結
成
は
「
互

恵
的
原
則
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
蠟
山
政
道
の

東
亜
協
同
体
と
い
う
「
地
域
主
義
」
に
お
い
て
、
「
（
東
洋
（
民
族
の
地

域
的
運
命
（R

aum
sschicksal

（
の
意
識
を
生
み
出
す
運
動
」
と
し
て

の
み
「
地
域
的
運
命
協
同
体
」
が
正
当
化
さ
れ
た
の
と
も
相
即
的
で
あ

る
（
19
（

。
そ
れ
は
植
民
地
的
、
あ
る
い
は
半
植
民
地
的
関
係
の
設
定
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
協
同
体
に
お
け
る
「
指
導
的
国
家
」
と
は
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あ
く
ま
で
も
「
指
導
的
役
割
」
を
演
ず
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、「
協

同
的
原
則
の
上
に
お
い
て
」
行
わ
れ
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
加

田
に
よ
れ
ば
、
経
済
協
同
体
の
本
質
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
比
べ
れ
ば

「
一
歩
前
進
し
た
も
の
」
で
あ
る
が
、
「
経
済
協
同
体
の
建
設
」
そ
の
も

の
は
、
「
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
建
設
」
よ
り
も
な
お
困
難
な
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
「
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
的
結
合
」
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
既
存

の
植
民
地
的
、
ま
た
は
半
植
民
地
的
関
係
を
緊
密
化
し
さ
え
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
り
、
当
時
の
資
本
主
義
的
世
界
に
お
け
る
諸
領
域
の
結
合
と

し
て
は
、
も
っ
と
も
容
易
、
か
つ
一
般
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
植
民
地
の
原
理
に
根
ざ
し
た
「
ブ
ロ
ッ
ク
経

済
の
強
靱
性
」
と
は
、
ポ
ス
ト
帝
国
主
義
と
い
う
時
代
的
要
請
に
は
必

ず
し
も
適
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
互
恵
的
関
係
に
お
け
る
、

経
済
協
同
体
が
一
つ
の
理
念
と
し
て
発
生
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然

で
は
な
く
、
却
っ
て
、
当
代
の
真
実
の
要
求
に
応
ず
る
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ

（
20
（

」
と
加
田
は
主
張
す
る
。
こ
こ
で
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、

本
来
的
に
開
か
れ
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ

前
近
代
的
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
に
よ
っ
て
外
部
に
対
し
て
閉
じ
ら

れ
た
、
擬
似
近
代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

で
は
、
こ
こ
で
の
日
本
の
立
場
と
役
割
と
は
、
具
体
的
に
は
い
っ
た

い
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
加
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
東
亜
の

「
解
放
と
発
展
」
を
企
図
す
る
東
亜
協
同
体
に
お
い
て
、
日
本
は
単
に

東
亜
の
諸
民
族
の
た
め
に
の
み
こ
れ
を
主
張
し
、
実
践
化
し
よ
う
と
目

論
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
東
亜
に
お
け
る
「
民
族
の
解
放
」

と
い
う
他
者
の
利
益
に
な
る
と
と
も
に
、
「
日
本
の
発
展
」
と
い
う
自

国
の
利
益
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

日
本
は
こ
の
協
同
体
の
一
構
成
員
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の

協
同
体
の
結
成
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
わ
が
国
の
発
展
と
向
上
と
、

そ
し
て
、
そ
の
世
界
政
治
に
お
け
る
地
位
と
を
確
保
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
東
亜
協
同
体
は
、
日
本
の
利
他

的
意
味
の
み
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
他
を
利
す
る
と
と

も
に
、
自
国
を
利
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
亜
の
諸
民
族
の
解
放
と
正

義
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
わ
が
国
の
正
義
を
も
、
主
張
せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
東
亜
協
同
体
に
お
い
て
、
日
本
が

そ
の
指
導
的
地
位
に
立
つ
べ
き
現
状
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
状
に
立
つ
認
識
は
、
日
本
の
利
己
主
義
を
、

こ
こ
に
実
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
在
の
世
界
政
治
に
お

い
て
は
、
現
実
の
政
治
経
済
の
実
力
が
、
政
治
運
動
の
基
礎
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
東
亜
協
同
体
の
建
設
に
お
け
る
日
本
の
重
要

性
が
存
在
す
る

（
21
（

。

　　

こ
の
よ
う
に
加
田
に
と
っ
て
、
日
本
と
は
単
に
他
と
同
じ
中
立
か
つ

平
等
な
構
成
員
の
一
つ
で
は
な
く
、「
指
導
的
地
位
」
に
あ
っ
て
も
「
利

己
主
義
」
に
は
な
ら
ず
、
他
の
国
々
と
の
相
互
関
係
に
お
け
る
「
正
義
」
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を
主
張
す
る
と
い
う
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
構
成
員
で
あ
る
。
そ
れ
は

植
民
地
的
、
ま
た
は
半
植
民
地
的
関
係
を
前
提
に
し
た
「
指
導
的
役
割
」

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
協
同
的
原
則
に
基
づ
く
互
恵
関
係
の
も
と
で

演
じ
る
べ
き
特
殊
な
役
割
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
帝
国
主
義
の
時
代
に
お
い

て
、
植
民
地
化
に
よ
る
領
土
拡
大
と
は
異
な
る
新
た
な
形
式
で
提
出
さ

れ
、
な
お
か
つ
日
本
を
中
心
と
し
た
実
質
的
勢
力
圏
の
拡
大
が
企
図
さ

れ
た
こ
う
し
た
主
張
に
こ
そ
、「
植
民
地
な
き
帝
国
主
義
」
（
Ｐ
・
ド
ウ
ス
（

の
面
目
躍
如
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
帝
国
日
本
の
「
指
導
的
地
位
」
の
強
調
は
、

な
に
も
加
田
に
限
っ
て
み
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、
他
の
「
東
亜
協
同
体
」

論
の
提
唱
者
に
も
広
く
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
尾
崎

秀
実
が
先
進
資
本
主
義
的
生
産
様
式
と
の
経
済
的
連
動
と
と
も
に
、
半

植
民
地
状
態
か
ら
自
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
ア
ジ
ア
の
植
民
地
の
人
々

と
の
政
治
的
連
帯
に
よ
っ
て
「
民
族
の
解
放
と
福
祉
」
を
こ
の
協
同
体

の
中
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
際
、
尾
崎
は
「
東
亜
協
同
体
」
論
と
は
ブ

ロ
ッ
ク
経
済
と
い
う
一
つ
の
「
封
鎖
的
単
位
」
で
は
な
く
、
「
世
界
的

秩
序
一
般
に
先
行
す
る
地
域
的
、
人
種
的
、
文
化
的
、
経
済
的
、
共
同

防
衛
的
な
る
結
合
」
で
あ
り
、
そ
の
新
た
な
「
結
合
」
の
中
で
帝
国
日

本
が
「
特
殊
的
地
位
」
を
主
張
す
る
こ
と
を
「
共
同
利
益
防
衛
の
見
地

か
ら
」
正
当
化
し
て
い
た

（
22
（

。
ま
た
同
様
に
、
共
同
防
衛
の
観
点
か
ら
日

本
の
指
導
的
役
割
を
正
当
化
す
る
主
張
は
、
蠟
山
に
お
い
て
も
「
日
本

の
実
力
保
障
に
よ
る
国
防
地
域
」
の
確
保
と
い
う
視
点
で
行
わ
れ
て
お

り
（
23
（

、
加
田
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
時
の
「
東
亜
協
同
体
」
論
者
に
広
く

共
有
さ
れ
て
い
た
基
本
的
認
識
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
国
際
秩
序
と
帝
国
秩
序
と
は
、
も
と
も
と
双
方
が
密

接
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
帝
国
秩
序
と
は
、
そ

も
そ
も
「
外
部
化
」
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
24
（

。

四　

「
東
亜
協
同
体
」
論
か
ら
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
論
へ

　

加
田
に
と
っ
て
、
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
政
治
工
作
と

は
、
「
指
導
精
神
の
更
改
」
に
ま
で
到
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
指
導
精
神
と
し
て
の
「
三
民
主
義
」
と
マ
ル
ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン

主
義
と
の
合
作
で
あ
る
民
族
戦
線
的
抗
日
思
想
の
存
立
を
「
許
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
」
と
し
つ
つ
も
、
加
田
は
「
三
民
主
義
」
そ
の
も
の
の
意

義
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
む
し
ろ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
意
味
で
の
一
定
範
囲
の
利
用
価
値
を
そ
こ
に
認
め
る
。
だ
が
、「
三

民
主
義
」
は
、
こ
れ
ら
の
三
部
面
の
有
機
的
関
連
に
お
い
て
主
張
さ
れ

て
い
る
た
め
に
、
「
そ
の
部
分
的
採
用
は
、
全
体
と
し
て
の
破
綻
に
至

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
25
（

」
。
つ
ま
り
、
加
田
に
と
っ
て
「
三
民
主
義
」

と
は
、
仮
に
部
分
的
な
政
策
と
し
て
の
利
用
価
値
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
そ
の
有
機
的
関
係
に
お
い
て
存
立
し
て

い
る
以
上
、
部
分
的
利
用
を
「
三
民
主
義
」
の
原
理
そ
の
も
の
が
妨
げ

て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
中
国
の
「
指
導
精
神
」
に
は
な
り
得
な
い
と
い
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う
の
で
あ
る
。
「
し
か
ら
ば
、
新
支
那
の
思
想
は
何
か
。
今
日
の
い
わ

ゆ
る
日
本
主
義
を
も
つ
て
こ
れ
に
当
て
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
支

那
民
族
と
日
本
民
族
と
の
特
殊
性
を
保
持
し
つ
つ
、
こ
れ
を
包
含
す
る

よ
う
な
集
団
民
族
主
義
と
も
称
す
べ
き
も
の
が
、
そ
の
雄
偉
な
体
系
に

お
い
て
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
民
族
主
義
に
基
礎
を
置

き
な
が
ら
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

（
26
（

」
。
加
田
の

み
る
と
こ
ろ
、
「
三
民
主
義
」
も
「
日
本
主
義
」
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で
の
「
指
導
精
神
」
に
は
な

り
え
ず
、
む
し
ろ
こ
こ
で
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
理
念
」

で
な
く
「
政
策
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
加
田
に
と
っ
て
、
こ
こ
で

現
実
的
な
経
済
政
策
と
し
て
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
と
は
、
「
中
国
民

族
資
本
と
の
提
携
」
、
す
な
わ
ち
、
矢
内
原
忠
雄
の
植
民
政
策
論
に
も

み
ら
れ
た
「
資
本
の
文
明
化
作
用
」
（
マ
ル
ク
ス
（
の
肯
定
で
あ
る
。
ブ

ロ
ッ
ク
経
済
の
下
で
外
資
輸
入
を
簡
単
に
行
え
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何

な
る
方
法
に
よ
っ
て
資
金
を
獲
得
す
べ
き
な
の
か
。
中
国
民
族
資
本
と

の
提
携
こ
そ
、
東
亜
経
済
協
同
体
の
意
義
を
昂
揚
す
る
上
に
お
い
て
も
、

ま
た
中
国
の
経
済
的
発
展
、
ひ
い
て
は
近
代
化
そ
の
も
の
の
た
め
に
も

必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
日
中
提
携
の
実
質
的
出
発
点
」
で
す

ら
あ
る
と
加
田
は
い
う

（
27
（

。

　

こ
う
し
た
中
で
、
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
中
国
の
知
識
人
の
動
向
で

あ
る
。
加
田
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
こ
そ
こ
の
未
発
達
状
態
に
あ
る
中
国
産

業
の
あ
る
意
味
に
お
け
る
代
弁
者
で
あ
る
。
だ
が
、
日
本
に
よ
る
中
国

国
内
産
業
へ
の
強
引
な
進
出
に
み
ら
れ
る
非
合
理
的
な
手
法
に
き
わ
め

て
批
判
的
な
中
国
の
知
識
人
の
意
見
に
一
定
の
合
理
性
を
見
出
し
つ
つ

も
、
加
田
は
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
民
族
主
義
の
形
態
に
お
い
て
、

民
族
自
決
主
義
の
「
形
式
的
主
張
」
に
陥
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
形
式
的
民
族
自
決
主
義
者
は
、
民
族
の
自
由
と
独
立
と

の
形
式
の
み
を
尊
重
し
、
民
族
の
自
由
主
義
的
行
動
に
よ
っ
て
、
民
族

の
自
由
と
独
立
と
が
獲
得
で
き
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
。

孫
文
を
は
じ
め
多
く
の
支
那
民
族
主
義
者
は
、
形
式
的
独
立
を
獲
得
し

て
、
こ
の
外
見
的
独
立
の
国
家
を
し
て
、
経
済
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め

に
は
外
国
の
資
本
的
援
助
を
獲
得
す
べ
し
と
い
う
。
つ
ま
り
、
一
部
の

中
国
知
識
人
が
「
民
族
自
決
」
の
名
の
下
に
外
国
資
本
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
の
に
対
し
て
、
孫
文
は
中
国
が
商
工
業
の
発
展
に
よ
っ
て
政
治

経
済
的
「
独
立
」
を
獲
得
し
、
「
人
民
の
繁
栄
」
を
も
た
ら
す
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
加
田
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
は
あ
る
種

の
屈
折
し
た
、
従
属
的
支
配
―
被
支
配
関
係
が
ま
と
わ
り
つ
か
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
孫
文
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
政
治
的
形
式
主

義
が
横
わ
っ
て
い
る

（
28
（

。

　

加
田
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
中
国
の
民
族
主
義
者
ら
は
、
（
一
（
日

中
関
係
と
い
う
「
地
域
的
接
近
性
」
に
お
け
る
「
地
域
共
同
関
係
」
と

し
て
の
認
識
、
（
二
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
商
業
的
搾
取
」
で
あ
る
の
に

対
し
、
日
本
の
そ
れ
が
「
資
源
開
発
的
」
で
あ
り
、
欧
米
諸
国
と
日
本

と
の
対
中
国
経
済
活
動
に
お
い
て
「
本
質
的
相
違
」
が
存
す
る
こ
と
に
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対
す
る
認
識
、
（
三
（
「
近
接
地
帯
」
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
日
中
の
「
深

い
関
係
」
に
対
す
る
認
識
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
で
「
誤
謬
」
を
犯
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
「
誤
謬
」
こ
そ
が
、
植
民
地
を
め
ぐ
る
「
従
属
」
か
「
独

立
」
と
い
う
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
喚
起
す
る
根
源
的
な
解
釈
を

分
岐
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

だ
が
、
加
田
の
い
う
近
接
地
帯
に
あ
る
「
深
い
関
係
」
こ
そ
が
、
じ

つ
は
協
同
体
の
も
っ
と
も
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
中
国
の
主
権
そ

の
も
の
を
、
日
本
が
大
き
く
揺
る
が
し
て
い
る
事
実
に
対
す
る
客
観
的

認
識
が
そ
こ
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
中
国
の

独
立
」
も
、
あ
く
ま
で
も
日
本
に
と
っ
て
の
「
解
放
と
繁
栄
」
と
が
実

現
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
「
独
立
」
で
あ
る
こ
と

は
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
よ
っ
て
も
端
的
に
示
さ
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
支
那
の
独
立
を
尊
重
す
る
。
こ
の
尊
重
は
、
自
由

主
義
的
な
恣
意
的
尊
重
で
は
な
い
。
東
亜
の
近
接
地
帯
に
い
る
も
の

と
し
て
、
そ
の
解
放
と
開
発
と
が
行
わ
れ
得
る
限
り
に
お
い
て
の
尊

重
で
あ
る
。
も
し
支
那
が
、
こ
の
日
本
の
、
支
那
の
独
立
に
対
す
る

尊
重
を
形
式
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
亜
の
平
和
と
東
亜

の
安
定
勢
力
と
し
て
の
日
本
を
無
視
す
る
こ
と
が
あ
り
と
す
れ
ば
、

日
本
は
、
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
に
闘
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、

平
和
が
正
常
な
状
態
に
お
い
て
維
持
せ
ら
れ
、
東
亜
の
繁
栄
が
企
図

せ
ら
れ
、
招
来
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
最
も
熱
望
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
繁
栄
と
解
放
と
は
、
支
那
が
日
本
と
提
携
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
獲
得
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
歴
史
の
明
ら
か
に
示
す
と

こ
ろ
で
あ
る
。
（
中
略
（
民
族
の
独
立
は
尊
重
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
族
は
孤
立
的
存
在
で
は
な
く
、
ま
た
低
度
文
化

の
状
態
に
満
足
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
に
民
族
の
協
同
が
必
要
で

あ
り
、
一
民
族
の
他
民
族
に
対
す
る
指
導
が
必
然
的
に
生
れ
る

（
29
（

。

　

こ
こ
で
も
加
田
の
い
う
中
国
の
「
独
立
の
尊
重
」
と
、
現
下
の
中
国

に
対
す
る
戦
闘
行
為
の
正
当
化
と
の
間
の
論
理
は
、
き
わ
め
て
矛
盾
に

満
ち
、
か
つ
屈
折
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
「
独

立
の
尊
重
」
が
中
国
に
よ
る
「
自
由
主
義
的
」
か
つ
「
恣
意
的
」
尊
重

で
は
な
い
と
す
る
と
、
中
国
に
「
独
立
」
を
与
え
る
か
ど
う
か
は
、
そ

の
た
め
の
明
確
な
基
準
が
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
「
指
導
的
中
枢
国
家
」
と
し
て
の
日
本
の
「
恣
意
」
に
よ
る
し
か

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
民
族
の

協
同
」
と
は
、
明
ら
か
に
「
指
導
的
中
枢
国
家
」
た
る
日
本
が
、
自
ら

の
「
恣
意
」
に
よ
っ
て
「
尊
重
」
し
た
り
、
そ
の
武
力
を
背
景
に
恣
意

的
に
闘
っ
た
り
し
な
が
ら
、
「
東
亜
の
平
和
」
と
「
東
亜
の
繁
栄
」
を

企
図
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
東
亜
協
同
体
の
枠
組
み
に

自
ら
入
っ
て
い
き
、
そ
の
共
通
理
念
に
よ
っ
て
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
肯
定
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
制
約
さ
れ
る
と
い
う
三
木
や
尾
崎
に

よ
っ
て
企
図
さ
れ
た
普
遍
的
思
想
性
や
国
家
権
力
相
対
化
の
契
機
は
す



社会思想史研究　No. 35　2011

特集　〈圏域〉の思想　●　56

で
に
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

　

た
し
か
に
尾
崎
に
も
、
加
田
と
同
じ
よ
う
な
「
日
本
の
指
導
的
役
割
」

が
正
当
化
さ
れ
て
は
い
た
が
、
尾
崎
の
場
合
は
、
「
日
本
の
独
占
的
な

排
他
主
義
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
ク
ギ
を
刺
す
の
を
忘
れ
て
い
な

か
っ
た
点
に
お
い
て
、
加
田
の
そ
れ
と
は
立
場
を
大
き
く
異
に
し
て
い

た
（
30
（

。
そ
れ
に
対
し
て
加
田
は
、
三
木
の
「
東
亜
思
想
の
根
拠
」
（
一
九

三
八
年
（
で
の
「
民
族
と
民
族
と
を
超
え
て
結
ぶ
原
理
は
、
一
民
族
の

内
部
に
お
い
て
は
、
結
合
の
論
理
と
し
て
可
能
で
あ
る
よ
う
な
内
密
の

も
の
秘
儀
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
公
共
的
な
も
の
、
知
性

的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
た
あ
の
著
名
な
一
節
を
引
用
し

つ
つ
、
「
民
族
が
民
族
自
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
何
ら
の
秘
儀
的

も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
民
族
が
民
族
自
決
主
義
に
執
着

す
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
の
墓
穴
を
掘
る
に
等
し
い
も
の
だ
。
協
同

体
は
、
決
し
て
、
民
族
を
超
え
て
結
ぶ
こ
と
で
は
な
い
。
民
族
の
実
体

を
存
し
つ
つ
、
民
族
の
活
動
に
お
い
て
、
結
合
す
る
こ
と
だ
」
と
述
べ
、

「
民
族
独
立
」
擁
護
の
立
場
を
「
民
族
の
孤
立
」
を
招
く
も
の
と
し
て
、

直
裁
に
排
斥
す
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
31
（

。
な
ぜ
な
ら
、
加
田
に
と
っ
て

東
亜
協
同
体
と
は
、
個
々
の
民
族
に
よ
る
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
「
民
族
の
任
意
的
な
連
盟
」
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
植
民
地

的
状
態
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
歴
史
的
使
命
に
対
す
る
構
成
国
の
強
固

な
確
信
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
必
然
的
な
協
同
体
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
す
で
に
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
、
す
な
わ
ち
、

対
外
的
に
開
か
れ
た
総
体
性
に
お
け
る
構
成
要
素
の
自
律
性
擁
護
の
理

念
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

　

仮
に
そ
う
し
た
協
同
体
の
結
合
が
必
然
的
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
結
合

の
役
割
を
果
た
す
の
は
他
な
ら
ぬ
「
指
導
的
中
枢
国
家
」
と
し
て
の
帝

国
日
本
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
は
そ
の
援
助
に
よ
っ
て
植
民
地
状

態
か
ら
の
解
放
と
い
う
条
件
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
加
田

は
「
協
同
体
に
お
け
る
自
由
平
等
主
義
を
理
解
し
得
な
い
」
と
あ
か
ら

さ
ま
に
表
明
す
る
。
「
而
し
て
解
放
は
、
日
本
の
援
助
な
く
し
て
不
可

能
の
こ
と
だ
。
日
本
は
、
東
亜
解
放
と
東
亜
協
同
体
の
結
成
を
必
然
と

考
え
る
ゆ
え
に
、
進
ん
で
こ
れ
ら
の
諸
領
域
の
植
民
地
脱
却
を
援
助
し
、

ま
た
こ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う

（
32
（

」
。
こ
の
よ
う

に
一
切
の
躊
躇
な
く
帝
国
権
力
の
暴
力
す
ら
ち
ら
つ
か
せ
る
と
き
の
加

田
の
立
場
は
、
も
は
や
東
亜
経
済
協
同
体
の
対
象
領
域
が
よ
り
限
定
的

で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
違
い
を
除
い
て
、
そ
の
本
質
的
性
格
に
お
い
て

は
大
東
亜
共
栄
圏
の
思
想
に
限
り
な
く
近
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に

　

加
田
に
と
っ
て
の
「
東
亜
協
同
体
」
論
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
欧
米
の

帝
国
主
義
と
は
異
な
っ
て
近
接
地
帯
の
周
辺
国
に
対
す
る
独
立
国
家
と

し
て
の
主
権
を
承
認
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
指
導
的
国
家
と
し
て
の

日
本
を
中
心
に
し
た
新
た
な
地
域
主
義
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
。
そ
れ



57　●　〈論文〉1930 年代のアジア社会論再考――石井知章

は
「
民
族
の
自
決
」
の
論
理
を
容
認
し
、
近
接
地
帯
の
周
辺
国
を
独
立

国
家
と
し
て
承
認
し
つ
つ
も
、
指
導
的
国
家
と
し
て
の
日
本
を
中
心
と

す
る
地
域
主
義
を
、
新
た
な
政
治
支
配
の
秩
序
の
中
で
正
当
化
し
よ
う

と
す
る
、
あ
る
意
味
で
き
わ
め
て
屈
折
し
、
な
お
か
つ
矛
盾
に
満
ち
た

両
義
的
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
東
亜
協
同
体
内
部
で
の
「
民
族
の

自
決
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
「
独
立
国
」
と
は
、
け
っ
し
て
自
由
で

平
等
な
国
民
国
家
と
し
て
承
認
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
が
そ
の

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
秩
序
の
頂
点
に
立
ち
、
他
の
構
成
者
を
新
た
な
指
導

―
被
指
導
、
支
配
―
被
支
配
と
い
う
新
た
な
上
下
関
係
の
も
と
に
置
い

た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
加
田
は
、
既
存
の
植
民
地
的
、
ま
た
は

半
植
民
地
的
状
態
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
よ
う
と
す
る
欧
米
帝
国
主
義
に

よ
る
ブ
ロ
ッ
ク
化
政
策
を
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ま
で
の
植
民
地
化
に

よ
る
領
土
拡
大
と
は
異
な
る
新
た
な
形
式
に
よ
っ
て
実
質
的
な
勢
力
圏

を
拡
大
し
て
い
く
「
植
民
地
な
き
帝
国
主
義
」
の
論
理
と
し
て
「
東
亜

協
同
体
」
論
を
提
出
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
加
田
は
、
三
木
や
尾
崎
に
よ
る
普
遍
主
義
的
理
念
の

採
用
を
拒
否
し
て
、
日
本
と
い
う
国
家
（
暴
力
機
構
（
の
存
在
を
背
景
に
、

理
念
的
諸
問
題
を
新
植
民
政
策
・
民
族
政
策
へ
と
一
方
的
に
昇
華
さ
せ

よ
う
と
す
る
横
暴
さ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
た
。
た
と
え
ば
、
東
亜
協

同
体
の
中
で
日
本
と
構
成
国
と
の
間
の
平
等
な
権
利
と
そ
の
メ
ン
バ
ー

シ
ッ
プ
の
「
任
意
性
」
を
認
め
た
宮
崎
正
義
の
『
東
亜
連
盟
論
』
で
の

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
「
東
亜
領
域
の
一
体
化
の
必
然
性
」
の
名
の
下
で
根

本
的
に
否
定
し
た
こ
と
も
、
協
同
体
内
部
で
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
肯
定
し
つ
つ
、
な
お
そ
の
協
同
原
理
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
し
た

三
木
に
よ
る
普
遍
的
理
念
や
国
家
権
力
相
対
化
の
契
機
が
ま
っ
た
く
み

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
他
民
族
＝
他
者
性
に
対
す
る
無
自
覚
、
無
反

省
に
こ
そ
、
そ
の
問
題
性
の
根
源
が
あ
る

（
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。
か
く
し
て
加
田
は
、
「
東

亜
協
同
体
」
論
の
哲
学
的
基
礎
で
あ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
を
、

経
済
協
同
体
（
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
・
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
と
い
う
経

済
的
利
益
社
会
論
を
媒
介
に
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
で
は
な

く
、
擬
似
近
代
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
概
念
へ
と
後
退
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
ま

ま
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
、
「
植
民
地
な
き
帝
国

主
義
」
の
論
理
が
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
い
わ
ば
「
例
外
状
況
の
常
態

化
」
の
中
で
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
論
理
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
プ

ロ
セ
ス
と
け
っ
し
て
無
縁
で
は
な
い
。

 

（
い
し
い
・
と
も
あ
き
／
近
現
代
中
国
政
治
思
想
（

注（
1
（
こ
の
論
争
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス
の
ア
ジ

ア
的
生
産
様
式
論
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
を
な
す
「
ア
ジ
ア
的
」な
も
の
と
「
封

建
的
」
な
も
の
と
の
概
念
的
対
比
、
さ
ら
に
そ
の
言
説
が
一
九
三
〇
年
代

の
日
本
に
お
け
る
ア
ジ
ア
社
会
論
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦

時
期
マ
ル
ク
ス
主
義
と
東
亜
協
同
体
論
の
隘
路
」
『
情
況
』
五･

六
月
、

情
況
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
及
び
拙
著
『
Ｋ
・
Ａ
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ

ル
の
東
洋
的
社
会
論
』
、
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。

（
2
（
酒
井
哲
哉
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
九
頁
。

（
3
（
三
木
清
「
東
亜
思
想
の
根
拠
」
（
一
九
三
八
年
一
二
月
（
、
『
三
木
清
批
評
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選
集
―
―
東
亜
協
同
体
の
哲
学
』
、
書
肆
心
水
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
―

二
四
頁
。

（
4
（
同
「
新
日
本
の
思
想
原
理
」
、
同
六
九
頁
。

（
5
（
ち
な
み
に
、
広
松
渉
は
三
木
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
に
つ
い
て
、「
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
編
成
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
編
成
と
の
両
原
理
を
止

揚
統
一
す
る
体
制
と
し
て
『
協
同
主
義
』
を
考
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
、

そ
こ
に
一
定
範
囲
で
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
通
じ
う
る
「
近
代
の
超
克
」
の

契
機
を
見
出
し
て
い
る
（
広
松
渉
『
近
代
の
超
克
論
―
―
昭
和
思
想
史
へ

の
一
断
想
』
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
三
七
頁
（
。
と
は
い
え
、

な
ぜ
三
木
が
こ
こ
で
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
使

わ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
一
つ
に
は
、
当
時
の
治
安
維
持

法
に
よ
る
言
論
統
制
下
で
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
言
葉
が
、

即
座
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
と
み
な
さ
れ
、
弾
圧
の
対
象

に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
三
木
は
、
い
わ

ば
体
制
内
的
「
窮
余
の
抵
抗
」
を
試
み
る
べ
く
、
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

的
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
と
の
綜
合
と
し
て
の
高
次
の
文
化
」
と
い
う
言

葉
で
実
質
的
な
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
意
図
的
に
装
っ
た
と
い
う
解
釈

が
成
り
立
つ
。
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
木
に
よ
る
そ
の
他
の
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
そ
の
も
の
の
理
解
と
の
関
連

で
、
さ
ら
に
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
あ
い

ま
い
な
表
現
は
、
マ
イ
ル
ズ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
よ
う
に
、
三
木
の
い
う

「
高
次
の
文
化
」
を
い
っ
た
ん
は
「
新
た
な
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
と
し

て
と
ら
え
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
的
な
農
村
社

会
と
同
じ
前
近
代
的
な
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
引
き
戻
す
と
い
っ
た
、

も
う
一
つ
の
極
端
な
解
釈
を
許
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
は
、

こ
の
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
に
閉
じ
ら
れ
た
中
世
的
共
同
体
（
あ
る
い

は
国
家
（
を
読
み
込
み
つ
つ
、
「
そ
の
考
え
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
か
ら
借
用
し
た
テ
ー
マ
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
国
民
的
な
『
職
能

的
秩
序
』
の
構
成
に
重
点
を
置
く
の
は
、
協
同
体
国
家
を
意
識
し
て
い
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
が
『
協
同
体
の
内
部
』
で
発
揮
さ
れ
る
新
し

い
タ
イ
プ
の
自
由
を
主
張
し
た
よ
う
に
、
三
木
は
個
人
の
『
創
意
』
は
協

同
体
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
生
か
さ
れ
る
と
考
え
た
」（
マ
イ
ル
ズ
・
フ
レ
ッ

チ
ャ
ー
『
知
識
人
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
―
―
近
衛
新
体
制
と
昭
和
研
究
会
』
、

竹
内
洋
・
井
上
義
和
訳
、
柏
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
六
―
一
九
七
頁
（

と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
し
か
に
こ
こ
に
は
左
・
右
両
極
端

に
分
岐
す
る
価
値
評
価
の
余
地
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、

筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ
の
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
解
釈
は
、「
東
亜
協
同
体
」

の
言
説
を
媒
介
に
し
て
の
ち
に
も
た
ら
さ
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
歴
史

的
現
実
に
対
す
る
「
結
果
責
任
」
追
及
の
立
場
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
該
思
想
の
も
た
ら
し
た
「
結
果
」

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
当
時
の
状
況
で
は
、
本
来
的
に
は
ど
こ
に
た
ど

り
着
く
か
は
わ
か
ら
な
い
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
可
能
性
と
し
て
孕
ま

れ
て
い
た
「
初
発
点
」
（
丸
山
眞
男
（
の
意
義
を
ま
っ
た
く
見
落
と
し
た
、

恣
意
的
、
か
つ
操
作
的
な
解
釈
で
あ
る
（
丸
山
眞
男
「
思
想
史
の
考
え
方

に
つ
い
て
」
、
『
忠
誠
と
反
逆
―
―
転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
位
相
』
、
筑

摩
書
房
、
一
九
九
二
年
所
収
を
参
照
（
。

（
6
（
新
明
正
道
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
、
刀
江
書
院
、
一
九
三
七
年
、
一
九
頁
。

（
7
（
同
五
九
頁
。

（
8
（
同
四
九
頁
。

（
9
（
平
野
義
太
郎
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
に
つ
い
て
は
、
盛
田
良
治
「
平

野
義
太
郎
と
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
科
学
の
ア
ジ
ア
社
会
論
」
、
石
井
知
章
・

小
林
英
夫
・
米
谷
匡
史
『
一
九
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
社
会
論
』
、
社
会
評

論
社
、
二
〇
一
〇
年
所
収
を
参
照
。

（
10
（
前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
一
八
一
頁
。

（
11
（
加
田
哲
二
『
東
亜
協
同
体
論
』
、
日
本
青
年
外
交
協
会
、
一
九
三
九
年
、
六
頁
。

（
12
（
三
木
清
「
新
日
本
の
思
想
原
理
」
、
前
掲
『
三
木
清
批
評
選
集
―
―
東
亜
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協
同
体
の
哲
学
』
、
七
〇
頁
。

（
13
（
宮
崎
正
義
『
東
亜
連
盟
論
』
、
改
造
社
、
一
九
三
八
年
、
四
五
―
四
六
頁
。

（
14
（
加
田
哲
二
『
太
平
洋
経
済
戦
争
論
』
、
慶
応
書
房
、
一
九
四
一
年
、
二
三
四
頁
。

（
15
（
同
。

（
16
（
前
掲
『
東
亜
協
同
体
論
』
、
序
文
七
頁
。

（
17
（
た
し
か
に
、
尾
崎
秀
実
自
身
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
い
て
明
示

的
に
語
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
三
木
と
の
思
想
的
距
離
関
係
を
勘
案

し
た
と
き
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
と
の
親
和
性
が
間
接
的
に
認
め

ら
れ
る
。
な
お
、
尾
崎
の
東
亜
協
同
体
論
に
つ
い
て
は
、
米
谷
匡
史
「
尾

崎
秀
実
の
「
東
亜
協
同
体
」
批
判
」
、
前
掲
『
一
九
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア

社
会
論
』
所
収
を
参
照
。

（
18
（
前
掲
『
東
亜
協
同
体
論
』
、
一
一
三
―
一
一
四
頁
。

（
19
（
蠟
山
政
道
「
東
亜
協
同
体
の
理
論
」
、
『
東
亜
と
世
界
』
所
収
、
二
七
頁
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
一
三

八
頁
を
参
照
。

（
20
（
前
掲
『
東
亜
協
同
体
論
』
、
一
一
五
頁
。

（
21
（
同
、
一
二
九
頁
。

（
22
（
尾
崎
秀
実
「
『
東
亜
協
同
体
』
の
理
念
と
そ
の
成
立
の
客
観
的
基
礎
」
、
米
谷

匡
史
編
『
尾
崎
秀
実
時
評
集
』
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
所
収
、
二
〇
一
頁
。

（
23
（
蠟
山
政
道
「
事
変
処
理
と
大
陸
経
営
の
要
諦
」
、
前
掲
『
東
亜
と
世
界
』

所
収
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

（
24
（
前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
六
頁
。

（
25
（
前
掲
『
東
亜
協
同
体
論
』
、
一
五
八
頁
。

（
26
（
同
、
一
五
八
―
一
五
九
頁
。

（
27
（
同
、
一
六
一
―
一
六
二
頁
。

（
28
（
同
、
二
二
四
―
二
二
五
頁
。

（
29
（
同
二
二
七
頁
。

（
30
（
前
掲
『
尾
崎
秀
実
時
評
集
』
、
二
〇
一
頁
。

（
31
（
前
掲
『
太
平
洋
経
済
戦
争
論
』
、
二
四
五
頁
。

（
32
（
同
、
二
四
五
―
二
四
六
頁
。

（
33
（
こ
れ
ま
で
み
た
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
方
で
欧
米
流
の
帝

国
主
義
を
批
判
し
、
植
民
地
か
ら
の
解
放
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
他
方

で
日
本
を
中
心
と
す
る
「
植
民
地
な
き
帝
国
主
義
」
を
再
構
成
し
つ
つ
、

新
た
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
再
生
産
す
る
と
で
も
い
っ
た
自
己
矛
盾
に

対
す
る
無
自
覚
、
無
反
省
が
、
加
田
哲
二
の
東
亜
協
同
体
論
に
は
存
在
し

て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
「
ど
こ
ま

で
も
東
亜
の
問
題
と
し
て
、
東
亜
の
人
々
と
そ
れ
を
語
り
た
い
」（
前
掲
『
東

亜
協
同
体
論
』
、
序
文
四
頁
（
と
東
ア
ジ
ア
の
隣
人
ら
と
の
対
話
の
姿
勢
を

覗
か
せ
つ
つ
も
、
同
じ
近
隣
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
民

族
で
あ
る
朝
鮮
（
人
（
を
、
当
初
か
ら
東
亜
協
同
体
の
対
象
外
に
置
い
て
い

た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
蒋
介
石
は
一
九
三
八
年
、「
我
々
は
朝
鮮
が
未

だ
併
呑
さ
る
る
以
前
に
以
っ
て
日
本
人
が
日
韓
一
体
或
い
は
日
韓
不
可
分

等
の
語
調
を
以
て
朝
鮮
人
民
を
眩
惑
せ
し
め
た
る
事
実
を
想
起
す
る
。
今

日
日
本
は
又
盛
ん
に
「
日
『
満
』
支
不
可
分
」
と
か
「
東
亜
協
同
体
」
と
か
の
新

語
を
語
っ
て
い
る
が
、
我
国
を
し
て
明
白
に
指
摘
せ
し
む
る
な
ら
ば
、
何
が

「
東
亜
協
同
体
」
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
つ
ま
り
「
中
日
合
併
」
で
あ
り
、
即
ち
中

国
の
日
本
に
対
す
る
全
面
的
帰
属
で
あ
り
、
又
「
日
本
大
陸
帝
国
」
の
完
成

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
東
亜
研
究
所
編
『
抗
日
政
権
の
東
亜
新
秩
序

論
批
判
（
復
刻
版
（
』
、
龍
渓
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
五
―
一
六
頁
（
、
こ
の
こ

と
が
示
唆
す
る
の
は
、
加
田
の
東
亜
協
同
体
論
で
そ
も
そ
も
視
野
に
す
ら

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
朝
鮮
問
題
こ
そ
が
、
じ
つ
は
中
国
側
で
東
亜
協
同
体

論
を
い
か
に
理
解
す
る
か
を
考
え
る
上
で
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
加
田
哲
二
の
『
東

亜
協
同
体
』
論
」
、
前
掲
『
一
九
三
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
社
会
論
』
所
収
を
参
照
。
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は
じ
め
に

　

政
治
思
想
に
お
け
る
空
間
的
想
像
力
を
問
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
空
間
的
単
位
と
し
て
の
国
民
国
家
の
排
他
的

妥
当
性
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
冷
戦
終
焉
後
の
思
想
界
の
流
行
で
あ
っ

た
。
「
想
像
と
し
て
の
共
同
体
」
と
い
う
用
語
は
常
套
文
句
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
論
文
で
使
用
さ
れ
た
。
か
つ
て
の
「
革
新
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
思
潮
に
お
い
て
な
さ
れ
た
よ
う
な
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義
を
単
純
に
直
結
さ
せ
る
よ
う
な
議
論
は
も

は
や
困
難
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
が
、
手
放
し
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
礼
賛
に
つ

な
が
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
表
面
的
に
は
理
想
主
義
的
に
見
え
る
普
遍

主
義
が
、
実
は
強
国
や
支
配
的
社
会
集
団
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な

い
こ
と
は
ま
ま
あ
る
し
、
ま
た
、
世
界
秩
序
を
構
成
す
る
地
域
・
集
団

の
文
化
的
差
異
性
を
無
視
し
た
均
質
な
秩
序
構
想
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
立

場
か
ら
の
批
判
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
特
集
は
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
と
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
対
立
を
も
回
避
し
、
歴
史
的
な
固
有
性
を

そ
な
え
た
リ
ー
ジ
ョ
ン
内
で
の
連
帯
を
唱
え
る
〈
圏
域
〉
の
思
想
」
を

再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
代

日
本
の
事
例
を
も
と
に
、
〈
圏
域
〉
の
思
想
を
歴
史
的
に
振
り
返
る
こ

と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
地
域
主
義
構
想
」

の
歴
史
的
先
行
形
態
を
扱
う
こ
と
で
、
〈
圏
域
〉
の
思
想
と
い
う
、
す

　

特
集　

〈
圏
域
〉
の
思
想　

〈
論
文
〉

東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
構
想

【
近
代
日
本
に
お
け
る
〈
圏
域
〉
の
思
想
】

酒
井
哲
哉
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ぐ
れ
て
現
代
的
な
問
題
設
定
を
論
ず
る
と
き
に
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
歴

史
的
前
提
を
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
そ
の
際
、
過
去
と
現
在

を
直
結
さ
せ
る
よ
う
な
議
論
、
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
現
在
の
「
東

ア
ジ
ア
共
同
体
」
の
歴
史
的
起
源
を
戦
前
期
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」
に
無

媒
介
に
求
め
る
よ
う
な
視
角
は
、
こ
こ
で
は
意
識
的
に
排
除
さ
れ
る
。

む
し
ろ
、
現
在
一
般
的
に
「
地
域
主
義
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も

の
と
は
か
な
り
異
な
る
構
想
が
二
十
世
紀
中
葉
ま
で
は
流
布
し
て
い
た

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
構
想
と
過
去
の
構
想
の
同
質
性
よ
り
は

異
質
性
が
、
ひ
と
ま
ず
は
、
本
稿
の
中
心
的
主
題
に
な
る
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
歴
史
的
思
考
と
は
、
過
去
と
現
在
の
単
純
な
歴
史
的

類
推
に
で
は
な
く
、
概
念
の
持
つ
歴
史
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
は

ず
で
あ
る
が
、
こ
と
「
ア
ジ
ア
主
義
」
に
関
し
て
は
、
歴
史
家
が
現
代

的
事
象
を
意
識
し
て
議
論
を
展
開
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
非
歴
史
的
な
類
推

論
に
陥
っ
て
い
く
こ
と
が
、
ま
ま
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
傾
向

か
ら
、
著
者
は
距
離
を
お
き
た
い
と
思
う
。

　

以
下
の
叙
述
で
は
、
二
〇
〇
七
年
に
上
梓
し
た
『
近
代
日
本
の
国
際

秩
序
論
』
及
び
そ
れ
以
降
に
発
表
し
た
い
く
つ
か
の
拙
論
を
ふ
ま
え
な

が
ら
、
日
本
の
事
例
を
中
心
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
〈
圏
域
〉
の
思

想
を
振
り
返
る

（
1
（

。
な
お
、「
地
域
主
義
構
想
」
と
い
う
名
称
を
用
い
、「
ア

ジ
ア
主
義
」
と
い
う
名
称
を
用
い
な
い
の
は
、
「
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い

う
言
葉
が
曖
昧
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
史
的
経
緯

の
負
荷
が
か
か
っ
た
概
念
で
あ
る
た
め
、
乱
用
を
慎
み
た
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
従
来
「
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
う
用
語
で
表

現
さ
れ
て
き
た
も
の
も
、
「
覇
権
的
な
地
域
主
義
構
想
」
や
「
複
合
的

文
明
論
」
と
い
う
よ
う
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
、
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
地

域
名
称
を
ぬ
い
た
普
遍
的
な
概
念
で
説
明
す
る
。
そ
の
ほ
う
が
か
え
っ

て
、
本
特
集
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
〈
圏

域
〉
の
思
想
の
比
較
に
も
資
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
著
者
は
考
え
る
。

　

以
下
の
論
考
で
は
、
ま
ず
「
文
明
国
」
で
あ
る
こ
と
の
承
認
を
獲
得

す
る
こ
と
が
国
是
で
あ
っ
た
明
治
期
に
お
け
る
問
題
の
位
相
を
概
観
す

る
。
次
に
、
帝
国
と
地
域
主
義
の
密
接
な
関
連
に
注
意
を
促
し
た
う
え

で
、
戦
間
期
の
帝
国
再
編
論
の
な
か
で
の
地
域
主
義
の
位
置
づ
け
を
論

ず
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
戦
前
期
の
経
験
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
戦
後

の
思
想
空
間
に
こ
の
よ
う
な
〈
圏
域
〉
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
変
奏
さ

れ
た
の
か
を
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

特
集
の
性
格
に
も
鑑
み
て
、
よ
り
各
論
的
な
近
代
日
本
の
〈
圏
域
〉
の

思
想
に
つ
い
て
は
石
井
知
章
論
文
に
譲
り
、
本
稿
で
は
、
よ
り
総
論
的

に
、
近
代
日
本
に
お
い
て
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
〈
圏
域
〉
の
思
想
を
紡

ぎ
出
す
こ
と
の
困
難
と
成
果
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。

一　

文
明
・
越
境
・
ア
ジ
ア

　

幕
末
維
新
期
の
日
本
が
西
欧
諸
国
に
対
し
て
「
開
国
」
を
行
っ
た
際

に
、
国
際
社
会
は
、
「
文
明
」
の
到
達
度
を
基
準
に
そ
の
構
成
員
の
資



社会思想史研究　No. 35　2011

特集　〈圏域〉の思想　●　62

格
を
区
別
す
る
「
文
明
国
標
準
主
義
」を
採
っ
て
い
た
。
「
文
明
国
標
準
」

と
は
、
居
留
民
の
安
全
確
保
や
商
業
行
為
の
安
定
を
担
保
す
る
た
め
の

条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
そ
の
指
標
は
西
欧
的
近
代
法

典
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
条
件
を

十
分
に
具
備
し
て
い
な
い
国
家
は
、
「
文
明
国
標
準
」
を
満
た
し
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
治
外
法
権
が
課
さ
れ
、
関
税
自
主
権
が
認
め
ら

れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
不
平
等
条
約
」
体
制
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
明
治
国
家
の
最
大
の
外
交
的
課
題
が
、
こ
の
よ
う
な
「
不
平

等
条
約
」
の
改
正
に
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
明
治
政
府
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
文
明
国
」
と
し
て
、
日

本
が
欧
米
諸
国
か
ら
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
国
際
関
係
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
知
も
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
課
題
を
満
た
す
た
め

に
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
揺
籃
期
に
あ
っ
た

明
治
期
の
国
際
法
学
の
課
題
の
一
つ
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
と
い
う
対

外
戦
争
に
際
し
て
、
い
か
に
戦
時
国
際
法
を
遵
守
す
べ
く
日
本
の
軍
隊

を
教
育
す
る
か
、
そ
し
て
、
戦
争
終
結
後
に
は
、
西
欧
社
会
に
対
し
て
、

い
か
に
日
本
が
交
戦
中
戦
時
国
際
法
を
遵
守
し
た
か
を
対
外
的
に
広
報

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
後
に
有
賀
長
雄
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
で
、

そ
し
て
高
橋
作
衛
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
で
、
日
本
の
戦
時
国
際
法
の
遵

守
を
報
告
す
る
浩
瀚
な
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い

（
2
（

。

　

こ
の
よ
う
な
「
文
明
国
」と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
へ
の
渇
望
は
、「
ア

ジ
ア
」
と
い
う
呼
称
へ
の
屈
折
し
た
反
応
と
し
て
表
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
明
治
政
府
は
「
ア
ジ
ア
の
一
員
」
と
し
て
日
本
が
扱
わ
れ
る

こ
と
を
嫌
っ
た
。
「
ア
ジ
ア
」
の
文
明
国
標
準
へ
の
到
達
能
力
に
懐
疑

的
な
視
線
が
西
欧
社
会
に
存
在
す
る
以
上
、
日
本
は
ま
ず
、
「
ア
ジ
ア

の
一
員
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
文
明
国
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
獲

得
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
松
田
宏
一
郎
が
論
じ
た
よ
う
に
、「
ア
ジ
ア
」

と
は
「
半
開
」
の
地
に
欧
米
諸
国
が
張
り
付
け
る
「
他
称
」
で
あ
り
、

明
治
期
の
日
本
が
「
自
称
」
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
3
（

。

ド
イ
ツ
留
学
中
に
「
黄
禍
論
」
に
接
し
、
黄
白
人
種
間
抗
争
の
た
め
の

日
中
同
盟
論
を
ド
イ
ツ
の
新
聞
紙
に
寄
稿
し
た
近
衛
篤
麿
に
対
し
、
国

際
法
学
者
中
村
進
午
が
、
西
欧
社
会
の
日
本
に
対
す
る
人
種
主
義
的
懸

念
を
払
拭
す
る
た
め
に
こ
う
し
た
行
動
を
慎
む
よ
う
勘
説
し
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い

え
よ
う

（
4
（

。
欧
米
諸
国
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
視
線
に
敏
感
で
あ

る
が
故
に
、
「
文
明
国
」
と
し
て
の
認
知
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
両
義
性
は
、
明
治
期
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
国
際
秩
序
論
を
通
し
て
見
ら

れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
欧
米
社
会
に
対
す
る
両
義
的
態
度
は
、
国

際
秩
序
論
と
し
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
ま
ず
、
近
代
日
本
に
お
け
る
最
初
期
の
体
系
的
な
国
際
政
治
に
関
す

る
著
作
で
あ
る
、
一
八
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
陸
羯
南
の
『
国
際
論

（
5
（

』

を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
陸
は
こ
の
著
作
で
、
領
土
の
併
合
な
ど
国
家

に
よ
る
直
接
的
な
政
治
支
配
で
あ
る
「
狼
呑
」
と
、
民
間
人
に
よ
る
資
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本
・
商
品
・
文
化
の
移
入
な
ど
の
間
接
的
な
影
響
力
の
行
使
で
あ
る
「
蚕

食
」
を
区
別
し
、
た
だ
ち
に
侵
略
的
と
み
な
さ
れ
な
い
た
め
に
、「
狼
呑
」

よ
り
「
蚕
食
」
の
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
国
民
的
独
立
に
と
っ
て
危
険
で

あ
る
所
以
を
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
陸
の
議
論
に
は
、
非
国
家
的
主
体

に
よ
る
越
境
的
な
活
動
（transnational activities

（
や
浸
透
的
政
治
体

系
へ
の
着
目
が
う
か
が
わ
れ
、
「
早
熟
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
一
九
六
〇
年
代
の
国
際
政
治
学
に
お
け
る
流
行

の
先
駆
的
形
態
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

（
6
（

。

　

十
九
世
紀
末
の
陸
の
議
論
と
一
九
六
〇
年
代
の
国
際
政
治
学
の
流
行

と
の
符
号
は
偶
然
で
は
な
い
。
近
年
の
国
際
政
治
学
史
研
究
に
お
い
て

は
、
国
際
政
治
学
の
起
源
を
第
一
次
大
戦
後
の
理
想
主
義
的
潮
流
に
求

め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
世
紀
転
換
期
の
帝
国
主
義
論
に
遡

る

視

角

が

強

調

さ

れ

て

い

る
（
7
（

。
「

国

際

政

治

」
（International 

Politics

（
と
い
う
用
語
が
、
い
つ
頃
か
ら
頻
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
精
査
の
必
要
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
帝
国
主
義
に
伴
う
ヒ
ト
・

モ
ノ
・
カ
ネ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
が
欧
米
文
明
圏
内
の
そ
れ
と
は
異

な
る
政
治
現
象
を
出
現
さ
せ
た
、
と
い
う
感
覚
が
、
新
た
に
「
国
際
政

治
」
と
い
う
用
語
を
流
通
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
陸

が
『
国
際
論
』
を
記
す
さ
い
に
下
敷
き
に
し
た
、
ノ
ヴ
ィ
コ
ウ
の
著
作

（Jacques N
ovikow

, La politique internationale ,1886

（
は
、
「
国
際

政
治
」
と
題
し
た
著
作
の
最
初
期
の
一
例
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
陸
が
直
面
し
た
よ
う
な
明
治
中
期
の
状

況
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
初
期
段
階
に
お
け
る
現
象
と
し
て

再
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
明
治
期
の
対
外
論
は
「
国
民
的

独
立
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
と
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
実
は
そ
の
内
部
に
、
「
越
境
」
と
い
う
問
題
群
を
抱
え
て
い

た
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
時
代
の
日
本

に
お
い
て
最
大
の
問
題
で
あ
っ
た
、
条
約
改
正
に
伴
う
内
地
雑
居
を
め

ぐ
る
議
論
、
と
り
わ
け
、
初
期
社
会
主
義
者
に
お
け
る
「
移
民
論
」
の

位
置
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　

明
治
期
の
社
会
主
義
者
は
、
日
本
人
の
海
外
移
民
に
は
、
き
わ
め
て

肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
一
九
〇
二
年
に
渡
米
協
会
を
設
立
し
、

ア
メ
リ
カ
へ
の
移
民
を
積
極
的
に
推
進
し
た
片
山
潜
は
そ
の
代
表
例
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
論
者
が
共
有
し
て
い
た
、
日

本
の
よ
う
な
狭
小
な
国
土
で
は
急
速
な
人
口
増
加
に
耐
え
ら
れ
な
い
と

い
う
、
人
口
圧
力
仮
定
が
う
か
が
わ
れ
る

（
8
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
初
期
社
会
主
義
者
は
、
外
国
人
労
働
者
の
日
本
へ

の
流
入
に
は
、
は
な
は
だ
冷
淡
で
あ
っ
た
。
条
約
改
正
に
よ
る
内
地
雑

居
は
、
欧
米
人
に
の
み
内
地
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

ア
ジ
ア
諸
国
の
労
働
者
に
も
、
等
し
く
内
地
雑
居
の
機
会
を
与
え
う
る

の
で
あ
る
。
揺
籃
期
に
あ
っ
た
日
本
の
労
働
運
動
が
と
り
わ
け
問
題
に

し
た
の
は
、
港
湾
都
市
に
安
価
な
中
国
人
労
働
者
が
大
量
移
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
人
労
働
者
が
職
を
失
う
と
い
う
脅
威
で
あ
っ
た
。
一

八
九
九
年
七
月
に
は
神
戸
で
、
清
国
労
働
者
非
雑
居
期
成
同
盟
会
が
設
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立
さ
れ
、
当
時
の
労
働
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
高
野
房
太
郎
も
応
援

に
か
け
つ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
隅
谷
三
喜
男
は
、
「
労
働
運

動
…
…
は
、
思
想
的
な
内
地
雑
居
の
実
践
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

経
済
上
の
内
地
雑
居
に
は
ひ
ど
く
警
戒
的
で
あ
っ
た

（
9
（

」
と
、
総
括
し
て

い
る
。
い
さ
さ
か
図
式
的
に
い
え
ば
、
明
治
中
期
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
陸
の
よ
う
な
中
産
階
級
は
文

化
防
衛
論
を
掲
げ
、
神
戸
に
結
集
し
た
労
働
者
階
級
は
外
国
人
労
働
者

排
撃
に
走
っ
た
、
と
い
う
、
現
代
で
も
ま
ま
あ
る
光
景
が
く
り
ひ
ろ
げ

ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
対
す
る
日
本
の
反
応
は
、
概
ね
防
衛
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
る
に
、
日
清
・
日
露
戦
争
の
勝
利
は
、
唯
一
の
非
西
欧
圏
の
帝

国
主
義
国
と
い
う
位
置
に
日
本
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
の
帝

国
主
義
化
と
と
も
に
生
じ
た
大
陸
進
出
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
「
越

境
」
に
関
す
る
問
題
群
が
前
景
に
で
る
こ
と
に
な
っ
た
。
渡
邉
昭
夫
は

註
（
６
（
で
触
れ
た
論
文
に
お
い
て
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
特
徴
を

「
国
家
ぬ
き
の
国
際
関
係
」
と
呼
び
、
国
家
的
体
裁
を
完
備
し
た
主
体

間
の
相
互
関
係
を
前
提
と
し
た
正
統
的
な
外
交
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は

捉
え
き
れ
な
い
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
影
響
力
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
動

と
が
交
錯
す
る
場
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
対
外
活
動
を

叙
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
や
半
植
民
地
に
関
す
る
「
帝
国

秩
序
」
を
、
水
平
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
な
る
「
国
際
社
会
」
の

外
部
に
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
た
欧
州
列
強
と
は
異
な
り
、
帝
国
主
義

国
の
草
刈
場
と
な
っ
た
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
「
帝
国
秩
序
」
は
地

域
秩
序
の
な
か
に
う
め
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代

日
本
の
国
際
秩
序
論
に
お
い
て
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
水

平
的
な
国
際
関
係
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
垂
直
的
な
「
帝
国
秩
序
」

と
結
び
つ
く
傾
向
が
、
よ
り
強
く
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
言
す

れ
ば
、
大
陸
浪
人
を
担
い
手
と
し
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い

う
性
格
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
主
義
」
者
に
対
す
る
評
価
が
、
そ
の
在
野
性
と

侵
略
性
を
め
ぐ
っ
て
、
肯
定
と
否
定
の
あ
い
だ
で
揺
れ
る
の
は
、
こ
の

こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
明
治
政
府
か
ら
疎
外
さ
れ

た
地
位
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
在
野
の
ひ
と
び
と
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、こ
の
よ
う
な
「
非
国
家
的
主
体
」
は
、
同
時
に
大
陸
進
出
の
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。
「
ア
ジ
ア
主
義
」
者
と
い
え
ば
、
国
家
主
義

の
担
い
手
の
よ
う
な
、
右
翼
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
一

群
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
こ
と
が
ら
の
一
面
に
す

ぎ
な
い
。
多
く
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」
者
の
出
身
母
体
と
な
っ
た
東
亜
同

文
書
院
の
前
身
が
日
清
貿
易
研
究
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
よ
う
に
、
彼
ら
の
多
く
は
、
い
わ
ば
「
ロ
マ
ン
主
義
化
し
た
商
社
マ

ン
」
と
も
よ
ぶ
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
ロ
マ
ン
主
義
化

し
た
商
社
マ
ン
」
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
影
響

力
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
動
と
が
交
錯
す
る
「
国
家
な
き
国
際
関
係
」
の

場
と
し
て
の
東
ア
ジ
ア
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
業
活
動
に
従
事
し
て
い
た
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の
で
あ
る
。

　

在
野
の
知
識
人
を
輩
出
し
た
早
稲
田
系
の
代
表
的
政
治
学
者
で
あ
っ

た
高
田
早
苗
は
、
ま
さ
し
く
世
紀
転
換
期
の
一
九
〇
〇
年
に
出
版
さ
れ

た
ポ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
シ
ュ
の
著
作
『
世
界
政
治
』
の
抄
訳
を
、
原
著
の

刊
行
の
翌
年
に
発
表
し
て
い
る

（
10
（

。
ラ
イ
ン
シ
ュ
は
「
革
新
主
義
」
の
影

響
が
強
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
中
西
部
の
政
治
学
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
国
際
政
治
学
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
シ
ュ
に
よ
れ

ば
、
領
土
の
拡
張
が
主
た
る
内
容
で
あ
っ
た
十
九
世
紀
の
帝
国
主
義
と

は
異
な
り
、
二
十
世
紀
の
帝
国
主
義
は
経
済
的
拡
張
に
関
わ
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
新
世
紀
の
帝
国
主
義
の
特
色
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の

が
、
中
国
問
題
を
め
ぐ
る
世
界
政
治
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
諸
国
民
は
自

然
に
膨
張
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
互
い
に
協
力
し
え
る
も
の
で
あ
り
、

領
土
獲
得
と
区
別
さ
れ
た
商
業
的
膨
張
は
、
帝
国
主
義
的
角
逐
と
い
う

権
力
政
治
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
際
協
力
の
基
盤
と
な
り
え
る
、
と
ラ

イ
ン
シ
ュ
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
は
、
中
国
保
全
論
を
掲
げ
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
く
新

興
帝
国
主
義
国
と
し
て
中
国
進
出
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
日
本
の
知

識
人
に
も
共
感
し
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
早
稲
田
系
の
政
治
学
者
と
し

て
高
田
早
苗
に
近
か
っ
た
浮
田
和
民
の
「
倫
理
的
帝
国
主
義
」
論
に
は
、

軍
事
的
侵
略
的
膨
張
と
経
済
的
自
然
的
膨
張
の
区
別
や
、
低
開
発
地
域

の
富
源
の
開
発
に
よ
る
相
互
利
益
の
促
進
と
い
う
ラ
イ
ン
シ
ュ
の
主
張

と
重
な
る
議
論
が
散
見
す
る

（
11
（

。
高
田
や
浮
田
の
よ
う
な
大
隈
重
信
周
辺

の
早
稲
田
系
政
治
学
者
に
は
、
藩
閥
政
治
の
打
倒
の
よ
う
な
国
内
的
な

改
革
志
向
と
、
積
極
的
な
大
陸
進
出
論
と
が
共
存
し
て
い
る
が
、
そ
の

双
方
の
領
域
に
お
い
て
、
非
国
家
的
な
主
体
の
活
動
が
想
定
さ
れ
て
い

る
点
は
見
落
と
せ
な
い
。
ち
な
み
に
ラ
イ
ン
シ
ュ
自
身
も
、
非
国
家
的

な
社
会
集
団
の
越
境
的
な
活
動
に
着
目
し
て
お
り
、
機
能
主
義
的
な
国

際
行
政
論
の
開
拓
者
的
存
在
で
あ
っ
た

（
12
（

。

　

大
隈
重
信
は
、
「
東
西
文
明
調
和
論
」
の
主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る

（
13
（

。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
隈
の
周
辺
に
あ
っ
た
高
田
や
浮
田
は
、
大
隈

の
「
東
西
文
明
調
和
論
」
を
陰
に
陽
に
支
え
る
立
場
に
あ
っ
た
。
「
ア

ジ
ア
主
義
」
は
、
一
般
的
に
は
、
「
脱
亜
論
」
に
対
置
さ
れ
、
両
者
は

二
項
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
近
代
日
本
の
対
外
論
に
お

い
て
は
、
端
的
に
「
ア
ジ
ア
主
義
」
を
唱
え
た
事
例
は
存
外
に
少
な
く
、

実
際
は
、
「
東
西
文
明
調
和
論
」
を
、
国
民
的
使
命
と
す
る
言
説
が
支

配
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
西
欧
文
明
に
対
す
る
東
洋
文
明
の
対
等

性
を
主
張
す
る
「
文
化
相
対
主
義
」
と
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
唯
一
の
西

欧
的
近
代
化
を
達
成
し
た
国
民
国
家
と
し
て
日
本
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
対

す
る
主
導
的
地
位
を
要
求
す
る
「
単
系
発
展
段
階
論
」
の
選
択
的
適
用

が
共
存
す
る
、
複
合
的
な
論
理
構
成
が
採
ら
れ
て
い
た

（
14
（

。
そ
の
意
味
で
、

「
ア
ジ
ア
主
義
」
と
「
脱
亜
論
」
は
、
い
わ
ば
コ
イ
ン
の
表
裏
の
よ
う

に
相
補
い
な
が
ら
、
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
に
寄
与
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
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二　

帝
国
再
編
期
の
文
脈

　

第
一
次
大
戦
の
衝
撃
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
国
際
政
治
学
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
定
立
に
か
か
わ
る
大
問
題
で
あ
る
。
国
際
政
治
学
に
お
け

る
理
想
主
義
と
現
実
主
義
の
対
立
が
、
第
一
次
大
戦
後
に
設
立
さ
れ
た

国
際
連
盟
体
制
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
こ
と
は
、
学
説
史
の
常

識
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
国
際
政
治
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ

う
な
第
一
次
大
戦
後
の
新
思
潮
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
反
映
さ
れ
た
こ
と

は
疑
い
え
な
い
。
第
一
次
大
戦
後
の
日
本
の
時
代
思
潮
は
、
し
ば
し
ば

「
社
会
の
発
見
」と
称
さ
れ
る
。
明
治
期
の
国
家
主
義
に
対
す
る
反
発
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
「
社
会
」
と
い
う
概
念
に
依
拠
す
る
こ
と
で
表

明
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
社
会
の
発
見
」
を
国
際
政
治

論
に
お
い
て
展
開
し
た
代
表
例
と
し
て
は
、
蠟
山
政
道
と
矢
内
原
忠
雄

の
二
人
を
あ
げ
う
る
。

　

蠟
山
政
道
は
、
日
本
に
お
け
る
国
際
政
治
学
の
定
礎
者
と
も
よ
ぶ
べ

き
人
物
で
あ
る
。
蠟
山
は
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
国
際
問
題
の
専
門
家
で

あ
っ
た
レ
ナ
ー
ド
・
ウ
ル
フ
の
著
作
に
影
響
を
う
け
て
、
多
元
的
国
家

論
と
機
能
主
義
的
な
国
際
政
治
学
の
接
近
方
法
に
関
心
を
深
め
た
。
そ

の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
国
際
政
治
と
国
際
行
政

（
15
（

』
は
、
今
日
で
い

う
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
機
能
的
統
合
の
可
能
性
を
、
理
論
と

実
践
の
双
方
か
ら
追
究
し
た
完
成
度
の
高
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
の
先
駆
的
業
績
と
も
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
き
わ
め

て
現
代
的
な
問
題
設
定
を
も
っ
た
著
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
矢
内
原
忠
雄
は
、
当
時
の
代
表
的
植
民
政
策
学
者
で
あ
る
。

矢
内
原
の
理
論
的
特
色
は
、
そ
の
独
特
の
植
民
概
念
に
あ
る
。
矢
内
原

は
、
本
国
の
植
民
地
に
対
す
る
政
治
的
支
配
を
「
形
式
的
植
民
」
、
社

会
群
の
広
域
的
移
動
を
「
実
質
的
植
民
」
と
し
て
区
別
し
、
植
民
政
策

学
の
主
要
課
題
を
後
者
に
求
め
る
こ
と
で
、
国
家
の
植
民
統
治
政
策
と

し
て
出
発
し
た
植
民
政
策
学
の
性
格
を
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の

結
果
、
矢
内
原
の
植
民
政
策
学
は
、
ヒ
ト
の
広
域
的
移
動
に
伴
う
社
会

的
・
文
化
的
相
互
作
用
の
解
明
に
力
点
を
お
い
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、

今
日
で
言
え
ば
外
国
人
労
働
者
問
題
に
近
い
問
題
群
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

蠟
山
・
矢
内
原
に
共
通
す
る
の
は
、
社
会
集
団
の
越
境
的
な
活
動
に

対
す
る
着
目
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
両
者
は
、
「
社
会
の
発
見
」
と
称

さ
れ
る
時
代
思
潮
を
背
景
に
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
理
論
装
置
に

基
づ
く
国
際
政
治
論
を
展
開
し
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
そ
の

結
果
、
両
者
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
国
民
国
家
を
超
え
た
国
際
共

同
体
へ
の
志
向
性
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
蠟
山
の
場
合
は
、
当

時
「
太
平
洋
関
係
」
（Pacific R

elations

（
と
呼
ば
れ
た
地
域
の
機
能

的
統
合
を
、
太
平
洋
問
題
調
査
会
の
活
動
な
ど
を
通
し
て
制
度
化
さ
せ

る
試
み
と
し
て
、
矢
内
原
の
場
合
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
朝
鮮
・
台
湾
へ
植
民
地
議
会
を
設
置
し
、
日

本
帝
国
を
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
的
に
再
編
成
す
る
主
張
と
し
て
、
そ
の
よ
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う
な
志
向
性
は
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
16
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
比
較
的
自
由
主
義
的

な
国
際
秩
序
の
再
編
が
模
索
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
現
在
「
地
域

主
義
」
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
機
能
的
統
合
論
や
地
域
的

ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
い
っ
た
理
論
装
置
が
、
萌
芽
的
な
か
た
ち
で
あ
れ
準

備
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
的
な
国
際
秩
序

の
再
編
を
評
価
す
る
さ
い
に
、
従
来
の
研
究
で
評
価
の
基
準
に
な
っ
て

い
た
の
は
、
日
本
の
政
策
決
定
者
や
知
識
人
が
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
や
朝
鮮
の
民
族
自
決
論
を
ど
こ
ま
で
真
剣
に
う
け
と
め
た
か
、
と
い

う
基
準
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
後
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
族
自
決

論
の
波
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
満
州
事
変
以
降
の
自

由
主
義
の
挫
折
が
あ
っ
た
と
、
こ
れ
ま
で
は
評
価
が
く
だ
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
間
違
い
で
は
な
い
が
、
戦
間
期
の

国
際
秩
序
論
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
も
う
す
こ
し
複
雑
な
要
因
が
あ
る

こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

戦
間
期
は
、
民
族
自
決
論
が
建
て
前
と
し
て
は
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、

植
民
地
を
有
し
た
公
式
帝
国
は
依
然
現
存
す
る
、
と
い
う
過
渡
的
性
格

を
も
っ
て
い
る
。
民
族
自
決
を
掲
げ
た
植
民
地
側
の
要
求
に
対
し
て
、

宗
主
国
側
は
、
も
は
や
「
白
人
の
使
命
」
の
よ
う
な
宗
主
国
か
ら
の
一

方
的
な
「
文
明
」
の
伝
播
と
い
う
観
点
で
は
、
植
民
地
帝
国
の
存
在
を

正
当
化
し
え
な
い
。
そ
こ
で
登
場
し
て
く
る
の
が
、
自
治
権
付
与
な
ど

に
よ
り
植
民
地
を
半
主
体
化
さ
せ
つ
つ
、
帝
国
を
相
互
扶
助
的
な
共
同

体
と
し
て
み
な
す
こ
と
で
、
植
民
地
の
分
離
独
立
を
回
避
す
る
議
論
で

あ
る
。
戦
間
期
は
、こ
の
よ
う
な
「
植
民
地
な
き
帝
国
主
義

（
17
（

」（
ピ
ー
タ
ー
・

ド
ウ
ス
（
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
戦
間
期
世
界
に
お
い
て
は
、

「
地
域
主
義
」
と
帝
国
再
編
は
紙
一
重
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
時
期
の
国
際
秩
序
論
を
扱
う
と
き
に
は
、
今
日
通
常
「
地
域
主
義
」

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
議
論
の
起
源
を
、
無
媒
介
に
読
み
こ
ん
で
は

な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
帝
国
再
編
期
の
地
域
主
義
構
想
に
お
け
る
水
平

的
連
帯
と
垂
直
的
制
御
の
葛
藤
を
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
重
要

な
の
で
あ
る
。

　

戦
間
期
の
帝
国
再
編
構
想
に
お
け
る
水
平
的
連
帯
の
可
能
性
を
社
会

思
想
の
問
題
と
し
て
犀
利
に
分
析
し
て
い
る
の
は
、
米
谷
匡
史
『
日
本

／
ア
ジ
ア
』
で
あ
る
。
例
え
ば
、
有
名
な
吉
野
作
造
の
民
本
主
義
論
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
提
示
さ
れ
る
。
第
一
次
大
戦
以
降
の
吉

野
の
議
論
は
、
中
国
論
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
論
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
展
開

さ
れ
た
点
で
、
同
時
代
の
論
客
の
な
か
で
は
帝
国
主
義
批
判
の
視
点
を

も
ち
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
高
い
吉
野
評
価
に
対
し
て
は
、

吉
野
は
明
示
的
に
植
民
地
の
民
族
自
決
に
は
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意

味
で
、
そ
の
帝
国
主
義
批
判
は
限
界
を
免
れ
な
か
っ
た
と
い
う
反
論
が

あ
る
。
従
来
の
研
究
が
解
釈
図
式
と
し
て
共
有
し
て
き
た
、
こ
う
し
た

「
民
族
自
決
論
者
」
か
「
帝
国
主
義
者
」
か
、
と
い
う
二
者
択
一
図
式

を
同
書
は
否
定
す
る
。
吉
野
が
明
示
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
人
・

台
湾
人
は
「
文
化
民
族
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
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あ
り
、
こ
れ
を
う
け
て
、
「
日
本
人
」
・
「
朝
鮮
人
」
・
「
台
湾
人
」
の
相

互
協
力
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
吉
野
の
民
本
主

義
論
は
、
「
多
文
化
帝
国
」
の
改
造
論
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
（
18
（

。
同
書
は
矢
内
原
忠
雄
に
つ
い
て
も
、
帝
国
全
体
に
社
会
政
策
の
発

想
を
適
用
し
た
論
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
て
お
り
、
帝
国
な
い

し
は
広
域
福
祉
主
義
者
と
し
て
の
矢
内
原
像
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
っ

て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
間
期
日
本
に
お
け
る
多
文
化
帝
国
の
「
承

認
の
政
治
」
と
帝
国
な
い
し
広
域
福
祉
主
義
が
、
ど
こ
ま
で
水
平
的
連

帯
の
論
理
を
貫
け
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
書
は
、
戦
間
期
を
通

じ
た
こ
の
よ
う
な
試
み
の
両
義
性
を
腑
分
け
し
な
が
ら
、
水
平
的
連
帯

の
可
能
性
を
執
拗
に
追
求
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
刺
激
的
な
作
品
で
あ

る
が
、
同
時
に
、戦
間
期
の
地
域
主
義
構
想
が
帝
国
再
編
の
磁
場
に
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
垂
直
的
制
御
へ
の
志
向
性
も
、
国
際
関
係
史
の
立

場
か
ら
は
見
落
と
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
一
九
三

〇
年
代
に
お
け
る
地
域
主
義
構
想
の
諸
相
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

　

「
地
域
主
義
」
と
い
う
用
語
が
、リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（regionalism
（

の
訳
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
、
日
本
の
国
際
連
盟
脱
退
が
確
実
に

な
っ
た
一
九
三
三
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
局
地
主
義
・
地

方
主
義
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と

自
体
が
、
一
九
三
〇
年
代
の
地
域
主
義
構
想
が
、
日
本
の
国
策
と
微
妙

な
か
か
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
連
盟
脱
退
前
後
か
ら

地
域
主
義
と
い
う
用
語
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
連
盟
規
約

第
二
一
条
に
、
モ
ン
ロ
ー
主
義
へ
の
言
及
が
明
文
に
あ
る
こ
と
に
着
目

し
て
、
日
満
関
係
を
軸
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
状
況
を
、
連
盟
規
約
と
整

合
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
地
域
主
義
構
想
は
当
初
は
連
盟
規
約
の
よ
う
な
一
般
国
際
法

の
存
在
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
特
殊
事
情
を
弁
証
す
る
議

論
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る

（
19
（

。

　

し
か
る
に
、
日
中
戦
争
以
降
、
地
域
主
義
構
想
は
、
英
米
の
主
導
す

る
国
際
秩
序
の
普
遍
性
に
対
す
る
批
判
原
理
と
し
て
高
め
ら
れ
て
い
く
。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
広
域
圏
理
論
の
影
響
も
う
け
な
が
ら
、
広
域
秩
序

論
と
し
て
形
を
整
え
て
い
っ
た
。
広
域
秩
序
論
は
、
国
際
秩
序
の
基
本

単
位
が
主
権
的
国
民
国
家
か
ら
広
域
に
移
行
す
る
と
い
う
展
望
を
も
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
構
成
と
し
て
み
た
と
き
広
域
秩
序
論
は
、

単
純
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
称
揚
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
民
国
家
を
超

え
る
志
向
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
広
域
秩
序
論
に
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
第
一
次

大
戦
後
の
「
社
会
の
発
見
」
に
伴
う
主
権
国
家
批
判
の
系
譜
が
流
れ
こ

む
こ
と
に
な
っ
た
。
詳
細
は
拙
著
に
譲
る
が
、
日
中
戦
争
後
に
席
巻
し

た
広
域
秩
序
論
は
、
世
代
的
に
も
理
論
的
に
も
、
第
一
次
大
戦
後
に
登

場
し
た
人
物
が
主
た
る
担
い
手
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
例
と
し
て
、
蠟

山
政
道
（
多
元
的
国
家
論
（
、
橘
樸
（
ギ
ル
ド
社
会
主
義
（
、
平
野
義
太
郎
（
ギ
ー

ル
ケ
（
と
い
っ
た
、
一
九
二
〇
年
代
の
文
脈
で
は
中
道
左
派
な
い
し
は
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左
翼
論
客
で
あ
っ
た
ひ
と
び
と
の
議
論
を
挙
げ
う
る

（
20
（

。
一
九
三
〇
年
代

の
日
本
の
議
論
が
、
単
純
な
帝
国
主
義
の
弁
証
で
は
お
わ
ら
ず
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
社
会
主
義
的
関
心
を
そ
こ
に
読
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
に
、
日
本
の
広
域
秩
序
論
を
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
、
そ
こ

に
は
広
域
福
祉
主
義
の
系
譜
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
東
亜
協
同
体

論
の
主
唱
者
の
一
人
で
あ
っ
た
蠟
山
政
道
は
、
東
亜
協
同
体
を
「
民
族

協
和
を
内
包
す
る
地
域
的
開
発
計
画
」
と
定
義
し
て
い
る

（
21
（

。
本
来
フ
ェ

ビ
ア
ン
主
義
者
で
あ
っ
た
蠟
山
の
福
祉
関
心
が
、
階
層
化
さ
れ
た
広
域

的
空
間
へ
適
用
さ
れ
て
い
る
相
貌
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
地
域

的
開
発
計
画
」
の
発
想
自
体
は
、
む
し
ろ
社
会
民
主
主
義
の
国
際
関
係

領
域
へ
の
適
用
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
戦
間
期
か
ら
戦
後
に
か
け

て
の
地
域
主
義
構
想
や
開
発
論
に
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
こ
の
よ

う
な
広
域
福
祉
主
義
の
系
譜
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
問
題
は
、
戦

間
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
開
発
を
め
ぐ
る
議
論
の
場
が
、
帝
国
再
編

期
の
磁
場
を
う
け
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
こ
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
垂
直
的
制
御
へ
の
誘
引
が
働
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
戦
間
期
世
界
に
お
い
て
は
、
帝
国
再
編
と
地
域
主
義
は
想
像

以
上
に
親
近
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
象
徴
的
事
例
を
一
つ
だ
け
あ

げ
て
お
く
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
思
想
史
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
統
合
の
父
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
ク
ー
デ
ン

ホ
ー
フ
・
カ
レ
ル
ギ
ー
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
概
念
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

の
な
か
に
ア
フ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
の
一
部
も
含
ま
せ
た
、
特
異
な
地

政
概
念
を
も
つ
も
の
で
あ
る

（
22
（

。
戦
間
期
日
本
の
外
交
官
・
知
識
人
に
は
、

ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
・
カ
レ
ル
ギ
ー
の
「
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
に
心
酔

し
て
、
東
亜
新
秩
序
論
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
人
物
が
少
な
く
な
い
が
、

そ
れ
は
、
や
や
斜
め
に
み
る
な
ら
ば
、
さ
し
ず
め
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
栄

圏
」
構
想
と
も
い
う
べ
き
側
面
を
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
・
カ
レ
ル
ギ
ー
の

議
論
自
体
が
も
っ
て
お
り
、
同
時
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
「
大
東
亜
共

栄
圏
」
的
な
想
像
力
を
刺
激
す
る
内
容
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

帝
国
を
互
助
型
の
国
際
共
同
体
と
し
て
読
み
替
え
る
志
向
性
と
そ
の

階
層
性
が
は
ら
む
問
題
性
は
、
戦
間
期
の
時
代
状
況
の
な
か
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
反
復
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
、
東
亜
協

同
体
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
よ
う
に
、
「C

o-

」・「
協
」・「
共
」
と
い
う
接

頭
辞
が
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
帝
国
再
編
期
の
世
界
秩
序
像
が
、

有
機
体
的
・
全
体
論
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
親
和
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
一
九
三
〇
代
日
本
の
地
域
主
義
構
想
は
、
特
殊
日
本

的
な
状
況
と
し
て
で
は
な
く
、
帝
国
再
編
期
の
国
際
秩
序
論
の
一
事
例

と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う

（
23
（

。

三　

戦
後
へ
の
継
承
性
も
し
く
は
断
絶
性

　

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
、
日
本
は
植
民
地
を
喪
失
し
、
戦
争

放
棄
を
謳
っ
た
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
、
戦
前
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
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た
状
況
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
秩
序
論
に
お
い
て
、
戦
前
と
戦

後
で
ま
っ
た
く
評
価
が
逆
転
し
た
も
の
は
、
民
族
自
決
の
評
価
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
広
域
秩
序
論
は
近
代
主
権
国
家
体
系
を
超
克
す

る
原
理
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
民
族
自
決
原

理
は
、
む
し
ろ
止
揚
す
べ
き
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

太
平
洋
戦
争
が
勃
発
し
、
英
蘭
な
ど
欧
州
旧
宗
主
国
が
東
南
ア
ジ
ア
か

ら
撤
退
す
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
独
立
の
付
与
が
争
点
化
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
広
域
秩
序
論
は
、
自
決
争
点
の
位
置

づ
け
が
ア
キ
レ
ス
腱
と
な
り
、
戦
中
期
に
お
い
て
事
実
上
変
容
を
迫
ら

れ
て
い
た

（
24
（

。
戦
後
日
本
の
国
際
秩
序
論
で
は
、
こ
の
延
長
線
上
に
、
ア

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
独
立
と
民
族
自
決
を
評
価
す
る
議
論
が
、
支

配
的
と
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
戦
後
革
新
の
主
流
は
そ
う
で
あ
っ
た
、

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
民
族
自
決
権
の
評
価
の
逆
転
を
象
徴
的
に
物
語
る
の
は
、

戦
中
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
評
価
の
ず
れ
で
あ
る
。
Ｅ
・

Ｈ
・
カ
ー
の
国
際
政
治
論
、
と
り
わ
け
、
一
九
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た

『
平
和
の
条
件
』
は
、
太
平
洋
戦
争
期
の
日
本
で
も
っ
と
も
称
揚
さ
れ

た
英
米
の
国
際
政
治
論
で
あ
っ
た
。
カ
ー
は
同
書
に
お
い
て
、
第
二
次

大
戦
後
の
国
際
秩
序
の
展
望
を
示
す
こ
と
で
、
英
米
の
戦
争
目
的
の
優

越
性
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
『
危
機
の
二
十
年
』
以
来
、
自

由
放
任
主
義
批
判
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
批
判
と
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
て

き
た
カ
ー
の
議
論
に
は
、
自
由
主
義
的
経
済
秩
序
や
民
族
自
決
権
批
判

を
展
開
し
た
個
所
が
随
所
に
あ
り
、
戦
中
期
の
日
本
で
は
広
域
秩
序
の

弁
証
と
し
て
カ
ー
の
議
論
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る

（
25
（

。

　

カ
ー
は
こ
の
『
平
和
の
条
件
』
の
延
長
上
に
、
一
九
四
五
年
に

N
ationalism

 and A
fter

と
題
す
る
小
冊
子
を
発
表
し
た

（
26
（

。
小
冊
子
の

せ
い
か
、
英
語
版
は
、
『
危
機
の
二
十
年
』
や
『
平
和
の
条
件
』
よ
り

も
同
時
代
的
に
は
売
れ
行
き
が
よ
く
、
ま
た
、
国
民
国
家
を
超
え
る
国

際
秩
序
の
将
来
像
を
展
開
し
た
著
作
と
し
て
、
「
カ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ィ
ヴ
ァ

ル
」
と
呼
ば
れ
る
冷
戦
後
に
お
け
る
国
際
関
係
論
の
潮
流
の
な
か
で
も
、

好
意
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
27
（

。こ
の
書
物
は
、
一
九
五
二
年
に
、『
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
』
と
い
う
表
題
で
邦
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
表
題
の
つ
け
か
た
に
微
妙
な
時
代
状
況
を
読
み
と
る
こ
と
も
、
あ
な

が
ち
牽
強
付
会
な
議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
書
が
太
平
洋
戦
争
期
に

翻
訳
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
表
題
は
、
さ
し
ず
め
、『
民
族
主
義
の
超
克
』

と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
超
克
」
が
「
発
展
」
と
い
う
言
葉
に
翻
案

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
戦
中
期
の
「
近
代
の
超
克
」
論
を
、
戦
後
の
「
近

代
主
義
」
の
文
脈
に
お
き
か
え
た
、
戦
中
か
ら
戦
後
へ
の
日
本
の
思
想

状
況
に
一
般
的
に
み
ら
れ
た
傾
向
が
、
こ
こ
に
も
見
受
け
ら
れ
る
と
い

え
よ
う

（
28
（

。

　

現
代
日
本
の
知
的
世
界
で
は
、
「
脱
国
民
国
家
」
は
も
っ
ぱ
ら
正
の

記
号
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
著
者
も
そ
の
こ
と
自
体
は
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
が
、
「
早
熟
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
帝
国

秩
序
」
が
共
振
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
二
十
世
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紀
版
華
夷
秩
序
と
も
よ
ぶ
べ
き
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
、「
近
代
の
超
克
」

論
者
が
最
先
端
の
議
論
で
理
論
化
し
た
の
が
近
代
日
本
の
歴
史
的
経
験

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
も
の
と
し
て
は
、
戦
後
日
本
な
い
し
は
東
ア
ジ

ア
世
界
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
が
果
た
し
た
一
定
の
役
割
に

つ
い
て
は
、
し
か
る
べ
き
歴
史
的
評
価
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と

も
考
え
る

（
29
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
を
比
較
す
る
さ
い

に
も
、
彼
我
に
お
け
る
帝
国
主
義
経
験
の
違
い
や
民
族
自
決
論
の
位
相

の
違
い
を
、
両
者
の
単
純
な
優
劣
で
は
な
く
、
歴
史
内
在
的
理
解
と
し

て
も
つ
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
近
代
の
超
克
」
論
と
と
も
に
高
唱
さ
れ
た
「
広
域
秩

序
論
」
は
、
そ
の
覇
権
主
義
的
性
格
が
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦

後
の
言
説
空
間
の
な
か
で
は
表
面
的
に
は
そ
の
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
、

そ
こ
に
戦
中
と
戦
後
の
断
絶
性
の
み
を
読
み
取
る
の
は
、
や
や
単
純
な

理
解
で
あ
る
。
実
際
は
通
常
は
「
戦
後
平
和
論
」
と
く
く
ら
れ
る
よ
う

な
議
論
に
お
い
て
も
、
戦
中
期
の
議
論
は
影
を
落
と
し
て
い
た
。
そ
の

よ
う
な
例
と
し
て
、
一
九
五
〇
年
代
の
上
原
専
祿
の
議
論
を
振
り
か

え
っ
て
み
よ
う

（
30
（

。

　

ド
イ
ツ
中
世
史
の
実
証
的
研
究
者
と
し
て
出
発
し
た
上
原
は
、
朝
鮮

戦
争
以
後
は
全
面
講
和
論
に
深
く
関
与
し
、
平
和
運
動
に
没
入
し
て

い
っ
た
。
上
原
は
ま
た
、
日
教
組
の
社
会
科
教
育
の
理
論
的
指
導
者
で

あ
り
、
一
九
五
七
年
の
検
定
で
不
合
格
と
な
り
、
一
九
六
〇
年
に
単
行

本
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
『
日
本
国
民
の
世
界
史
』
の
著
者
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る

（
31
（

。
一
九
五
五
年
に
総
評
の
呼
び
か
け
で
設
立
さ
れ
た
国
民

文
化
会
議
の
初
代
会
長
で
あ
っ
た
上
原
は
、
一
九
五
〇
年
代
は
ま
さ
し

く
戦
後
革
新
の
中
枢
に
い
た
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
議
論
は
、

あ
た
か
も
、
戦
中
期
の
議
論
と
断
絶
し
た
戦
後
の
「
革
新
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
」
の
典
型
例
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
戦
後
の
上
原
の
平
和
運
動
へ
の
参
画
を
支
え
た
情
熱
は
、

「
近
代
の
終
焉
」
と
い
う
歴
史
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
戦

後
世
界
は
「
近
代
の
終
焉
」
を
迎
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
人
間
に
よ
る

人
間
性
の
自
己
喪
失
」
を
危
機
の
根
源
に
持
つ
も
の
で
あ
り
、
近
世
以

来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
生
活
原
理
で
あ
っ
た
合
理
主
義
の
行
き
詰
ま
り

で
あ
る
。
米
ソ
に
お
い
て
よ
り
徹
底
化
し
た
形
で
作
用
し
て
い
る
合
理

主
義
が
人
類
の
危
機
を
招
来
し
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
後
進
国
日
本

の
合
理
化
と
い
う
日
本
固
有
の
問
題
と
と
も
に
、
合
理
主
義
の
行
き
詰

ま
り
と
い
う
人
類
全
体
の
問
題
に
日
本
人
は
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
日
本
民
族
の
独
立
と
い
う
問
題
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀

に
か
け
て
の
帝
国
主
義
か
ら
の
民
族
独
立
の
運
動
方
式
で
は
解
け
な
い
。

原
子
力
時
代
と
し
て
現
代
の
最
突
端
に
あ
る
一
九
五
〇
年
代
の
民
族
意

識
は
、
単
な
る
被
圧
大
衆
と
し
て
の
自
覚
だ
け
で
は
な
く
、
人
類
協
同

体
の
平
和
の
実
現
に
直
接
奉
仕
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

上
原
は
こ
の
よ
う
に
考
え
、
世
界
史
に
お
け
る
「
現
代
」
を
実
現
す

る
場
と
し
て
、
バ
ン
ド
ン
会
議
に
よ
っ
て
実
現
す
る
か
に
見
え
た
、「
平
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和
五
原
則
」
に
基
づ
く
「
一
つ
の
ア
ジ
ア
」
の
出
現
に
、
「
近
代
な
ら

ざ
る
現
代
に
お
け
る
」
世
界
史
的
理
念
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、

形
を
変
え
た
、
戦
後
版
「
近
代
の
超
克
」
論
で
あ
り
、「
世
界
史
の
哲
学
」

で
あ
っ
た
。
上
原
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
も
、
一
九
四
九
年

に
刊
行
さ
れ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
歴
史
の
淵
源
と
目
標
に
つ
い
て
』
の

よ
う
な
、
戦
中
期
の
「
近
代
の
超
克
」
論
を
戦
後
の
思
想
界
に
生
か
す

関
心
に
適
合
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
上
原
の
議
論
は
、
戦

中
期
の
京
都
学
派
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
近
代
の
超
克
」
論
を
、
戦

後
革
新
の
議
論
に
転
用
し
て
い
く
試
み
の
一
環
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇

年
代
を
通
じ
て
、
上
原
と
竹
内
好
の
間
に
、
世
代
差
を
越
え
た
信
頼
関

係
が
あ
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
絆
は
、
六
〇

年
安
保
の
際
に
、
竹
内
が
「
民
主
か
独
裁
か
」
と
い
う
議
論
を
展
開
し
、

近
代
主
義
的
な
市
民
社
会
派
に
竹
内
が
擦
り
寄
っ
た
、
と
、
上
原
が
判

断
し
た
瞬
間
に
、
断
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
戦
前
期
の
地
域
主
義
構
想
に
お
い
て
戦
後
に
政
策
論
と
し
て

最
も
よ
く
継
承
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
機
能
主
義
的

統
合
論
で
あ
っ
た
。
先
に
、
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
・
カ
レ
ル
ギ
ー
の
「
汎

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
戦
間
期
の
地
域
主
義
構
想

に
は
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
単
純
な
類
推
で
は
理
解
で
き
な
い

も
の
が
多
々
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
数
あ
る
戦
間
期
の
地
域
主
義

構
想
の
相
当
部
分
が
歴
史
的
に
淘
汰
さ
れ
、
現
在
み
る
よ
う
な
議
論
の

型
に
収
斂
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
は
物
語
っ
て
い
る
。
戦
間
期
の

「
政
治
の
季
節
」
の
な
か
で
多
く
の
地
域
主
義
構
想
が
、
大
な
り
小
な

り
汚
れ
た
過
去
を
背
負
っ
た
の
に
対
し
て
、
機
能
主
義
は
、
そ
の
技
術

的
・
中
立
的
性
格
ゆ
え
に
、
相
対
的
に
は
無
傷
で
残
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
と
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
事
例
を

思
い
浮
か
べ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
一
九
六
〇
年
代
半

ば
ま
で
は
、
機
能
主
義
的
統
合
論
こ
そ
が
、
外
交
政
策
と
し
て
の
地
域

主
義
構
想
の
中
核
的
理
論
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

戦
後
日
本
に
お
い
て
、
モ
ネ
・
プ
ラ
ン
に
比
較
的
近
い
も
の
を
探
す

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
大
来
佐
武
郎
と
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
構
想
で
あ

ろ
う
。
大
来
は
、
終
戦
の
翌
日
か
ら
、
外
務
省
内
部
で
、
大
内
兵
衛
・

有
沢
広
巳
・
中
山
伊
知
郎
・
東
畑
精
一
・
山
田
盛
太
郎
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
を
網
羅
し
た
研
究
会
を
開
始
し
、
一
九
四

六
年
秋
に
「
日
本
経
済
の
再
建
問
題
」
と
い
う
報
告
書
を
ま
と
め
て
い

る
。
第
二
次
大
戦
前
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
構
想
を
否
定
し
つ
つ
、
総
力
戦

下
で
う
ま
れ
た
世
界
経
済
の
社
会
化
・
計
画
化
の
文
脈
で
、
戦
後
の
国

際
政
治
経
済
秩
序
を
位
置
づ
け
、
東
ア
ジ
ア
域
内
の
分
業
と
相
互
協
力

を
描
き
出
し
た
こ
の
報
告
書
は
、
今
日
の
「
開
か
れ
た
地
域
主
義
」
の

先
駆
的
構
想
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て

き
た

（
32
（

。
本
稿
の
観
点
か
ら
つ
け
く
わ
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
大

来
の
構
想
が
、
系
譜
的
に
は
戦
間
期
の
機
能
主
義
の
流
れ
を
継
承
す
る

も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
点
で
あ
ろ
う
。
大
来
は
、
数
少
な
い
工
学
エ

リ
ー
ト
の
外
務
大
臣
で
あ
る
（
一
九
三
七
年
、
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
電
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気
工
学
科
卒
（
。
そ
の
意
味
で
、
総
力
戦
下
で
生
じ
た
技
術
官
僚
の
台
頭

や
経
営
学
・
組
織
論
の
登
場
と
い
う
時
代
思
潮
の
延
長
線
上
に
、
戦
後

日
本
の
地
域
主
義
構
想
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
機
能
的
統
合
論
に
基
づ
く
地
域
主
義
構
想
は
、
戦
後
日

本
に
お
い
て
独
自
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
き
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、
あ
る
時
期
ま
で
の
戦
後
日
本
の
思
想
界
に
お
い
て
は
、
ア

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
独
立
国
と
の
連
帯
論
が
非
常
に
強
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
自
体
は
、
戦
中
期
の
広
域
秩
序
論
に
お
け
る
民
族
自
決
権
批

判
を
念
頭
に
お
い
た
と
き
、
理
解
で
き
る
発
想
で
あ
る
。
た
だ
し
、
お

そ
ら
く
戦
後
日
本
の
機
能
主
義
者
た
ち
は
、
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
、

と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
蠟
山
政
道
は
、
バ
ン
ド
ン
会
議
に
熱
狂
し

た
当
時
の
革
新
知
識
人
を
冷
や
や
か
に
眺
め
つ
つ
、
「
気
負
っ
た
ア
ジ

ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
技
術
協
力
の
よ
う
な
非

政
治
的
分
野
で
の
国
際
協
力
の
重
要
性
に
注
意
を
促
し
て
い
る

（
33
（

。
「
東

亜
協
同
体
論
」
の
理
論
家
で
も
あ
っ
た
蠟
山
政
道
に
と
っ
て
、
「
ア
ジ

ア
は
一
つ
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
多
分
に
自

虐
と
他
虐
が
ま
じ
っ
た
行
為
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
過
度
な
政
治
性
が

先
行
し
た
「
ア
ジ
ア
主
義
」
の
解
毒
剤
と
い
う
意
識
の
所
在
に
は
、
や

は
り
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
戦
後
革
新
の
傍
流
に
あ
っ
た
戦
前
期
の

フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
の
流
れ
を
ひ
く
戦
後
の
民
主
社
会
主
義
者
た
ち
の
ほ

う
が
、
か
え
っ
て
戦
後
革
新
の
主
流
よ
り
も
、
機
能
主
義
的
な
地
域
的

開
発
計
画
に
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
は
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
社
会
民

主
主
義
の
位
相
を
考
え
る
う
え
で
も
、
興
味
深
い
事
実
で
あ
る

（
34
（

。

　

と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
戦
後
日
本
の

地
域
主
義
構
想
に
は
、
無
視
で
き
な
い
問
題
が
存
在
し
て
い
た
。
戦
後

の
構
想
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
論
や
軍
事
的
発
展
論
を

否
定
し
た
点
で
は
戦
前
の
議
論
と
断
絶
し
て
い
た
が
、
戦
中
期
の
域
内

分
業
関
係
を
暗
黙
裡
に
前
提
と
し
て
と
こ
ろ
が
多
分
に
あ
り
、
垂
直
的

分
業
関
係
を
固
定
化
す
る
も
の
と
い
う
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た

（
35
（

。
実
際
、
戦
後
初
期
か
ら
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
日
本
の

地
域
主
義
構
想
は
、
す
べ
て
「
構
想
」
に
終
っ
て
お
り
、
実
現
し
た
も

の
は
な
い

（
36
（

。
帝
国
再
編
期
に
お
け
る
地
域
主
義
の
垂
直
的
制
御
の
残
像

に
、
戦
後
二
十
年
間
あ
ま
り
日
本
の
政
策
決
定
者
は
拘
束
さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
機
能
主
義
的
な
地
域
統
合
が
ア
ジ
ア

太
平
洋
で
本
格
的
に
制
度
化
さ
れ
る
の
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
登
場
以
降

で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
は
時
差
が
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
は
、
そ
の
課
題
の
重
層
性
に
特
色
が
あ
る
。

「
早
熟
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
帝
国
秩
序
」
の
共
振
、

帝
国
再
編
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
遺
産
、
脱
植
民
地
化
と
民
族
自
決

論
の
意
義
、
機
能
的
統
合
論
の
独
自
の
位
置
、
そ
し
て
、
新
た
な
「
東

ア
ジ
ア
市
民
社
会
」
の
誕
生
な
ど
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
目
配
り
し
な
が
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ら
、
議
論
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
ゆ

え
に
、
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
構
想
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
歴
史
的
思

考
を
研
ぎ
澄
ま
す
よ
い
機
会
と
な
り
え
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

現
代
に
お
け
る
〈
圏
域
〉
の
思
想
を
考
え
る
う
え
で
、
一
旦
そ
の
歴
史

的
前
提
を
内
在
的
に
理
解
す
る
努
力
は
、
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

（
さ
か
い
・
て
つ
や
／
日
本
政
治
外
交
史
（

注（
1
（ 『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。“T

he 
Political D

iscourse of International O
rder in M

odern Japan: 
1868-1945 ” in Journal of Japanese Political Science 9

（2

（, 2008.

「
社

会
民
主
主
義
は
国
境
を
越
え
る
か
？
―
―
国
際
関
係
思
想
史
に
お
け
る
社

会
民
主
主
義
再
考
」
『
思
想
』
第
一
〇
二
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
四
月
。
「
範

型
と
し
て
の
英
帝
国
―
―
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
の
一
系
譜
」
、
木
畑

洋
一
・
後
藤
春
美
編
『
帝
国
の
長
い
影
―
―
二
〇
世
紀
国
際
秩
序
の
変
容
』
、

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。
「
核
・
ア
ジ
ア
・
近
代
の
超
克
―
―

一
九
五
〇
年
代
日
本
政
治
思
想
の
一
断
面
」
『
思
想
』
第
一
〇
四
三
号
、

二
〇
一
一
年
三
月
。

（
2
（ Ariga, N

agao, La guerre sino-japonaise au point de vue du droit 
international, Paris: A

. Pedone, 1896. Takahashi, Sakuyé, C
ases 

on international Law
 during the C

hino-Japanese W
ar , C

am
bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 1899.

（
3
（ 

松
田
宏
一
郎
「
『
亜
細
亜
』
の
『
他
称
性
』
」
『
年
報
政
治
学
一
九
九
八　

日
本
外
交
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。

（
4
（ 

坂
井
雄
吉
「
近
衛
篤
麿
と
明
治
三
十
年
代
の
対
外
硬
派
」『
国
家
学
会
雑
誌
』

第
八
三
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
七
〇
年
。

（
5
（ 『
陸
羯
南
全
集　

第
一
巻
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
八
年
。

（
6
（ 

渡
邉
昭
夫
「
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
関
係
の
諸
特
徴
」
、
中
村
隆
英
・

伊
藤
隆
編
『
近
代
日
本
研
究
入
門
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
。

（
7
（ David L

ong and B
rian C

. Sch
m

idt eds., Im
perialism

 and 

Internationalism
, N

.Y. : State U
niversity of N

ew
 York Press, 

2005.

（
8
（ 

隅
谷
三
喜
男
『
片
山
潜
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、
一
三
六

―
一
四
三
頁
。

（
9
（ 

隅
谷
三
喜
男
『
大
日
本
帝
国
の
試
煉
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、

一
二
二
頁
。

（
10
（ Paul S. R

einsch, W
orld P

olitics: A
t the E

nd of the N
ineteenth 

C
entury, N

ew
 York: M

acm
illan, 1900. 

ラ
イ
ン
シ
ュ
著
・
高
田
早
苗

抄
訳
『
帝
国
主
義
論
』
、
東
京
専
門
学
校
出
版
部
、
一
九
〇
一
年
。

（
11
（ 

前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
二
〇
八
―
二
〇
九
頁
。

（
12
（ Paul S. R

einsch, Public International U
inion, B

oston: G
inn,1911. 

城
山
英
明
『
国
際
行
政
の
構
造
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、

一
二
―
一
三
頁
。

（
13
（ 

大
隈
重
信
『
東
西
文
明
の
調
和
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
二
年
。

（
14
（ 

前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
二
四
一
―
二
四
三
頁
。

（
15
（ 蠟
山
政
道
『
国
際
政
治
と
国
際
行
政
』
、
巌
南
堂
、
一
九
二
八
年
。

（
16
（ 

前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
七
―
八
頁
。

（
17
（ 

ピ
ー
タ
ー
・
ド
ウ
ス
「
植
民
地
な
き
帝
国
主
義
―
―
『
大
東
亜
共
栄
圏
』

の
構
想
」
『
思
想
』
第
八
一
四
号
、
一
九
九
二
年
四
月
。

（
18
（ 

米
谷
匡
史
『
日
本
／
ア
ジ
ア
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
八
一
―
九

八
頁
。

（
19
（ 

三
谷
太
一
郎
「
国
際
環
境
の
変
動
と
日
本
の
知
識
人
」
、
同
『
大
正
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
』
〔
旧
版
〕
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
。

（
20
（ 
前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
第
三
章
・
第
四
章
。

（
21
（ 蠟
山
政
道
『
東
亜
と
世
界
』
、
改
造
社
、
一
九
四
一
年
、
二
〇
頁
。
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（
22
（ 

遠
藤
乾
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
』
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、

六
七
頁
。
な
お
、
同
書
は
、
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
は
異
質
の
内
容

を
持
つ
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
中
葉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
思
想
の
流

れ
も
視
野
に
い
れ
て
お
り
、
近
代
日
本
の
地
域
主
義
構
想
を
考
え
る
う
え

で
も
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。

（
23
（ な
お
、
帝
国
再
編
期
の
議
論
と
国
際
連
合
の
設
立
期
の
議
論
の
継
承
関
係

を
正
面
か
ら
問
う
た
著
書
と
し
て
、M

ark M
azow

er, N
o E

nchanted 

Palace: T
he E

nd of E
m

pire and the Ideological O
rigins of the U

nited 

States 

（Princeton: Princeton U
niversity Press, 2008

（
が
あ
り
、

示
唆
に
富
む
。

（
24
（ ド
イ
ツ
の
広
域
国
際
法
論
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

広
域
国
際
法
を
「
具
体
的
秩
序
」
と
位
置
づ
け
た
が
、
広
域
秩
序
が
実
際

に
ど
の
よ
う
な
内
部
的
構
成
を
と
る
か
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
論

か
ら
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
意
外
に
小
さ
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
広

域
秩
序
論
に
お
い
て
、
日
本
、
満
州
国
・
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
の
新
興
独

立
国
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
か
は
、
直
ち
に

理
論
的
に
決
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
広
域
国
際

法
の
な
か
に
お
け
る
「
国
家
平
等
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
と
し
て
理
論
的

に
は
把
握
さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
期
に
、
日
本
の
国
際
法
学
者
の
あ
い
だ
で

論
争
を
う
ん
だ
（
前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
五
一
―
五
七
頁
（
。

（
25
（ 

同
右
、
三
六
―
三
九
頁
。

（
26
（ E.H

.C
arr, N

ationalism
 and A

fter, London: M
acm

illan, 1945.

（
27
（ Charles Jones,  E

.H
.C

arr and International R
elations : A

 D
uty to 

Lie, C
am

bridge : C
am

bridge U
niversity P

ress, 1998, p.73. 
A

ndrew
 Linklater,  “E

.H
.C

arr, N
ationalism

 and the Future of 
the Sovereign State ” in M

ichael C
ox ed., E

.H
.C

arr: C
ritical 

A
pparaisal, N

.Y.: Palgrave, 2000.

（
28
（ 

大
窪
愿
二
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
二
年
。

な
お
、
あ
る
時
期
ま
で
比
較
政
治
学
の
教
科
書
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
、

岩
永
健
吉
郎
『
西
欧
の
政
治
社
会
』
〔
第
２
版
〕
で
は
、
右
の
カ
ー
の
著

作
に
依
拠
す
る
形
で
、
王
朝
的
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
、
大
衆
的
、
と
い
う
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
の
拡
大
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
と
の
関
連
」

が
説
明
さ
れ
て
い
る
（
岩
永
健
吉
郎
『
西
欧
の
政
治
社
会
』
〔
第
２
版
〕
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
一
頁
（
。
戦
後
日
本
で
は
、
こ
の

よ
う
に
カ
ー
の
国
民
国
家
以
後
の
国
際
秩
序
と
い
う
文
脈
を
捨
象
し
た
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
段
階
論
と
し
て
、
こ
の
著
作
が
読
ま
れ
て
き
た
可

能
性
が
高
い
。

（
29
（ 

岸
本
美
緒
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
今
日
の

日
本
の
学
界
で
は
、
一
国
史
的
枠
組
み
を
超
え
た
『
ア
ジ
ア
』
的
視
点
に

よ
る
研
究
が
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
…
…
し
か
し
、
中
国
や
韓
国
を
訪
問

し
て
そ
う
し
た
日
本
の
新
し
い
『
ア
ジ
ア
』
視
点
を
紹
介
し
よ
う
と
し
た

際
に
、
必
ず
し
も
好
意
的
な
反
応
が
返
っ
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、

多
く
の
研
究
者
が
経
験
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
国
や

韓
国
の
人
々
が
依
然
と
し
て
一
国
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
別
言
す
れ
ば
、
彼
ら
は
「
国
境

を
超
え
る
」
視
点
の
政
治
性
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
『
ア
ジ
ア
学
』
『
東
洋
学
』
の
メ
リ
ッ
ト
の

一
つ
が
、
一
国
的
視
点
を
超
え
た
広
域
的
な
視
野
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ

う
し
た
視
野
も
ま
た
一
定
の
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
を
、
我
々
は
慎
重
に

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
」
（
『
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
、
六
―
七
頁
（
。

（
30
（ 

上
原
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
掲
「
核
・
ア
ジ
ア
・
近
代
の

超
克
」
を
参
照
。

（
31
（ 

上
原
専
祿
編
『
日
本
国
民
の
世
界
史
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
。

（
32
（ 
渡
邉
昭
夫
「
戦
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
観
」
、
細
谷
千
博
編
『
日

英
関
係
史
―
―
一
九
一
七
～
一
九
四
九
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
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二
年
。
井
上
寿
一
「
戦
後
日
本
の
ア
ジ
ア
外
交
の
形
成
」
、
前
掲
『
年
報

政
治
学
一
九
九
八　

日
本
外
交
に
お
け
る
ア
ジ
ア
主
義
』
。
な
お
中
西
寛
は
、

こ
の
報
告
書
を
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
の
構
想

に
も
比
す
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
評
価
し
て
い
る

（
中
西
寛
「
ア
ジ
ア
主
義
の
呪
縛
？
」
、
伊
藤
之
雄
・
川
田
稔
編
『
二
〇
世

紀
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
形
成
―
―
一
八
六
七
―
二
〇
〇
六
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
六
一
頁
（
。

（
33
（ 

前
掲
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
、
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
34
（ こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
社
会
民

主
主
義
の
国
際
政
治
論
の
系
譜
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
機
能
主
義
的
統
合
論

が
、
戦
後
日
本
の
思
想
空
間
で
は
「
保
守
」
の
議
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
点
が
、
問
題
の
所
在
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
社
会
民
主
主
義
は
国
境
を

越
え
る
か
？
」
、
一
四
四
―
一
四
五
頁
。

（
35
（ 

李
鐘
元
『
東
ア
ジ
ア
冷
戦
と
韓
米
日
関
係
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
六
年
（
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
期
の
ア
メ
リ
カ
の
地
域
経
済
統
合

構
想
が
、
そ
の
垂
直
分
業
的
性
格
の
故
に
、
李
承
晩
政
権
に
よ
っ
て
拒
絶

さ
れ
て
い
く
過
程
を
丹
念
に
検
証
し
て
い
る
。

（
36
（ 

保
城
広
至
『
ア
ジ
ア
地
域
主
義
外
交
の
行
方
―
―
一
九
五
二
―
一
九
六
六
』
、

木
鐸
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
―
一
三
頁
。
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は
じ
め
に

　

ド
イ
ツ
の
統
計
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
エ
ン
ゲ
ル
（C

hristian Lorenz 

E
rnst E

ngel, 1821-1896

（
は
ド
レ
ス
デ
ン
に
生
ま
れ
た
。
一
八
四
二

年
か
ら
一
八
四
五
年
に
か
け
て
ザ
ク
セ
ン
の
鉱
山
町
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
で

鉱
山
学
と
冶
金
・
製
錬
学
を
修
め
た
後
、
知
見
を
深
め
る
た
め
研
究
目

的
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
周
遊
し
た
。
こ
の
と
き
パ
リ
で
は
労
働
者
家
族
の

家
計
研
究
で
有
名
な
ル
・
プ
レ
と
、
ま
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
は
社
会
物

理
学
を
提
唱
し
た
ア
ド
ル
フ
・
ケ
ト
レ
と
出
会
い
、
親
交
を
深
め
た
。

一
八
五
〇
年
か
ら
約
一
〇
年
間
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
統
計
局
の
局
長
を
務

め
、
一
八
六
〇
年
に
は
ザ
ク
セ
ン
を
離
れ
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
統
計
局
長

に
就
任
す
る
。
エ
ン
ゲ
ル
は
一
八
八
二
年
ま
で
お
よ
そ
二
〇
年
間
に
わ

た
り
こ
の
職
に
従
事
し
、
官
庁
統
計
の
組
織
や
運
営
、
統
計
教
育
機
関

の
設
立
、
ま
た
国
際
統
計
会
議
へ
の
参
加
を
通
じ
て
統
計
調
査
の
普
及
、

統
計
デ
ー
タ
の
公
開
に
尽
力
し
た

（
1
（

。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
統
治
機
構
た
る
政
府
と
社
会
の
関
係
を
、
医
者
と
患
者

の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
捉
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
効
果
的
に
働
き

か
け
う
る
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
医
師
が
、
そ
の
肉
体
を
彼
の
看
護
に
委

ね
た
個
人
に
つ
い
て
、
体
質
や
気
質
を
自
ら
の
観
察
に
よ
っ
て
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
、
社
会
体
の
医
師
で
あ
り
看
護
者
で
あ
る

政
府
も
ま
た
自
ら
の
観
察
に
よ
っ
て
こ
の
社
会
体
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
の
際
政
府
は
伝
承
や
第
三
者
の
報
告
に
頼
っ
て
は
な
ら
な
い

（
2
（

」
。
こ

の
と
き
社
会
現
象
の
観
察
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
担
う
の
が
統
計

〈
公
募
論
文
〉

統
計
学
と
社
会
改
革

【
エ
ル
ン
ス
ト
・
エ
ン
ゲ
ル
の
「
人
間
の
価
値
」
論
】

高
岡
佑
介
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学
で
あ
る
。
「
…
…
社
会
現
象
の
解
明
者
か
つ
究
明
者
と
し
て
分
析
的

統
計
学
は
い
わ
ば
社
会
体
に
触
れ
て
と
き
お
り
脈
を
と
り
、
そ
の
拍
動

の
数
と
活
発
さ
、
社
会
的
病
ま
た
は
障
害
の
所
在
と
原
因
を
上
申
す
る

（
3
（

」
。

　

こ
こ
で
「
社
会
的
病
ま
た
は
障
害
」
と
し
て
エ
ン
ゲ
ル
が
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
労
働
者
問
題
と
総
称
さ
れ
る
一
連
の
現
象

で
あ
る
。「
政
治
的
な
ら
び
に
経
済
的
に
誤
っ
た
生
産
の
指
導
の
も
と
で
、

大
衆
の
貧
困
化
に
対
し
て
一
部
の
少
数
者
が
大
富
豪
の
よ
う
に
富
む
と

い
う
危
険
は
完
全
に
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
し
、
当
然
そ
の
う
ち
第
四

階
級
が
原
子
化
（A

tom
isirung

（
の
進
行
の
被
害
を
最
も
著
し
く
受
け

て
い
る
」
。
「
第
四
階
級
の
そ
の
他
の
階
級
と
の
社
会
的
同
権
化
を
巡
る

闘
争
が
私
た
ち
の
目
の
前
で
進
行
し
て
お
り
、
統
計
学
は
そ
の
只
中
に

あ
る
。
統
計
学
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
運
動
の
指
導
に
と
っ
て
確
か
な

目
標
点
を
統
治
権
力
の
手
に
与
え
る
た
め
、
勢
い
を
増
す
こ
の
闘
争
の

諸
経
過
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
る

（
（
（

」
。

　

こ
の
よ
う
に
、
統
計
局
を
拠
点
と
し
て
行
わ
れ
た
エ
ン
ゲ
ル
の
社
会

研
究
は
、
社
会
改
革
運
動
と
い
う
文
脈
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
エ

ン
ゲ
ル
が
主
催
し
た
統
計
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
は
Ｌ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
Ｇ
・

シ
ュ
モ
ラ
ー
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
新
歴
史
学
派
の
経
済
学
者
た
ち
が

参
加
し
て
お
り
、
彼
ら
を
中
心
と
し
て
一
八
七
三
年
、
当
時
深
刻
さ
を

増
し
て
い
た
社
会
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て
社
会
政
策
学
会
が
設
立

さ
れ
た
。
ま
た
エ
ン
ゲ
ル
自
身
、
そ
の
前
年
に
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
に
て
開
か

れ
た
「
社
会
問
題
討
議
会
」
に
お
い
て
当
時
の
住
宅
問
題
に
つ
い
て
報

告
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
エ
ン
ゲ
ル
は
、
一
八
七
〇
年

代
よ
り
活
発
化
し
た
社
会
改
革
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
（
5
（

。
彼
の
後
継
者
で
あ
る
Ｅ
・
ブ
レ
ン
ク
が
エ
ン
ゲ
ル
を
「
講
壇
社
会

主
義
の
父

（
6
（

」
と
呼
び
表
し
た
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル
は
早
く
か
ら
社
会
問

題
、
特
に
労
働
者
の
状
態
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
だ

（
7
（

。

　

本
稿
は
、
社
会
改
革
の
推
進
と
い
う
問
題
意
識
に
下
支
え
さ
れ
た
エ

ン
ゲ
ル
の
思
想
を
、
『
人
間
の
価
値
』
と
題
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
中
心

に
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
エ
ン
ゲ

ル
が
一
八
八
二
年
、
ベ
ル
リ
ン
国
民
経
済
協
会
に
て
「
生
命
の
価
値
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
行
っ
た
講
演
を
補
正
、
敷
衍
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
。

そ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
は
「
人
間
の
価
値
」
を
、
「
倫
理
的
ま
た
は
道
徳
的

価
値
で
は
な
く
、
経
済
的
ま
た
は
国
家
経
済
的
価
値

（
8
（

」
と
い
う
観
点
か

ら
思
考
し
た
。

　

「
人
間
の
経
済
的
価
値
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
ど
こ
か
優
生
学
的
な

含
意
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
じ
じ
つ
、
「
人
間
経
済
学
」
と
い
う
概

念
を
提
示
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
社
会
学
者
ル
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ャ

イ
ト
は
、
自
身
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
先
駆
者
と
し
て
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク

ス
の
他
に
エ
ン
ゲ
ル
の
名
を
挙
げ
て
い
る

（
9
（

。
彼
の
こ
の
考
え
は
後
に
ド

イ
ツ
や
北
欧
で
展
開
さ
れ
る
優
生
政
策
の
背
景
を
な
す
に
至
る

（
10
（

。
し
か

し
人
間
を
経
済
的
価
値
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
優
生
学
的

な
思
考
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
労
働
者
問
題
に
対
す

る
エ
ン
ゲ
ル
の
取
り
組
み
、
特
に
彼
の
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
労
働
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災
害
研
究
お
よ
び
家
計
・
消
費
研
究
を
取
り
上
げ
、
エ
ン
ゲ
ル
が
目
指

し
た
社
会
改
革
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
エ
ン
ゲ
ル
の
社
会
観
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

に
も
な
る
だ
ろ
う
。

一　

「
人
間
の
価
値
」
―
―
費
用
価
値
と
収
益
価
値

　

エ
ン
ゲ
ル
は
『
人
間
の
価
値
』
の
冒
頭
で
、
ま
ず
経
済
的
価
値
の
意

味
の
内
実
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
価
値
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
一
般
に
価
値
と
は
、
あ
る
者
が
特
定
の
目
的

を
顧
慮
し
て
特
定
の
対
象
に
付
与
す
る
重
要
性
で
あ
る

（
11
（

」
。
そ
れ
は
「
有

用
性
」
と
「
必
要
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
必
要

を
充
足
す
る
た
め
に
有
用
な
対
象
が
あ
る
場
合
、
そ
の
対
象
は
価
値
を

持
つ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
な
ら
、
人
間
の
価
値
を

経
済
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
際
、
全
部
で
四
種
類
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
考

え
ら
れ
る
。
「
使
用
価
値
」
「
交
換
価
値
」
「
費
用
価
値
」
「
収
益
価
値
」

で
あ
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
こ
れ
ら
の
価
値
区
分
を
、
生
産
過
程
に
お
け
る
穀
物
と

機
械
設
備
の
関
係
に
即
し
て
説
明
す
る
。
「
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
穀
物
は

小
麦
粉
、
次
い
で
パ
ン
へ
と
変
形
さ
れ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
消
費

さ
れ
、
収
益
価
値
を
持
た
ず
、
た
だ
使
用
価
値
と
交
換
価
値
を
持
つ
の

み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
穀
物
を
挽
く
製
粉
所
や
小
麦
粉
を
焼
く
パ
ン

工
場
は
、
使
用
価
値
の
他
に
収
益
価
値
を
も
有
し
て
い
る
…
…
」
。
そ

の
際
、
「
当
該
製
粉
所
や
パ
ン
工
場
の
製
造
費
の
総
計
、
き
わ
め
て
簡

潔
に
言
え
ば
原
価
な
い
し
は
費
用
価
値
と
呼
称
さ
れ
う
る
価
値

（
12
（

」
も
考

慮
か
ら
外
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
が
提
示
し
て
い
る
四
つ
の
価
値
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う

ち
、
前
二
者
と
後
二
者
の
間
に
明
確
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
使
用
価
値
」
な
ら
び
に
「
交
換
価
値
」
で
は
、
あ

る
対
象
の
有
用
性
や
交
換
可
能
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

「
収
益
価
値
」
な
ら
び
に
「
費
用
価
値
」
で
は
、
対
象
か
ら
ど
れ
だ
け

の
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
そ
の
対
象
を
生
み
出
す
た

め
に
ど
れ
ほ
ど
の
コ
ス
ト
を
要
す
る
か
と
い
う
収
支
計
算
が
問
題
と
な

る
。
つ
ま
り
両
者
の
間
に
は
、
価
値
の
焦
点
が
商
品
の
レ
ベ
ル
に
置
か

れ
て
い
る
の
か
、
投
資
の
レ
ベ
ル
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
違
い

が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
の
価
値
」
研
究
に
お
い
て
は
と
り
わ

け
後
者
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
は
、
「
…
…
人
間
の
生
の

価
値
に
関
す
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
根
本
的
な
見
解
と
教
説
」
は
「
わ

ず
か
の
文
章
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る

点
で
は
こ
の
問
題
の
理
論
を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
汲
み
尽
く
し
て
い
る

（
13
（

」

と
し
て
、
『
国
富
論
』
の
一
節
を
引
用
す
る
。

　

高
価
な
機
械
を
設
置
す
る
人
は
、
そ
れ
が
使
い
果
た
さ
れ
る
前
に
、
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投
じ
ら
れ
た
資
本
を
そ
の
は
た
ら
き
が
少
な
く
と
も
通
常
の
利
潤
を

も
っ
て
補
償
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
特
別
の
能
力
と
熟
練
を
必
要

と
す
る
仕
事
の
た
め
に
多
く
の
苦
労
と
時
間
を
費
や
し
て
教
育
さ
れ

た
人
間
は
、
そ
の
よ
う
な
高
価
な
機
械
に
喩
え
ら
れ
る
。
彼
が
習
得

し
た
労
働
は
彼
に
対
し
て
、
通
常
の
労
賃
に
加
え
て
彼
の
教
育
費
を

利
潤
と
と
も
に
補
償
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も

こ
れ
は
人
間
の
寿
命
の
不
確
か
さ
を
考
慮
し
て
、
ま
た
そ
れ
に
比
べ

て
機
械
の
は
る
か
に
確
実
に
計
算
さ
れ
う
る
寿
命
と
対
比
し
て
、
適

切
な
期
間
の
う
ち
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
則
に
熟

練
労
働
と
非
熟
練
労
働
の
賃
金
の
相
違
は
基
づ
い
て
い
る

（
14
（

。

　

人
間
は
労
働
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
多
か
れ
少
な
か
れ

訓
練
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
と
き
支
払
わ
れ
る
諸
々
の
費
用
は
到
達
目

標
た
る
熟
練
の
度
合
い
に
応
じ
て
異
な
り
、
修
練
に
要
し
た
苦
労
や
時

間
が
大
き
い
ほ
ど
そ
の
労
働
者
が
上
げ
る
利
益
は
大
き
く
な
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
。
し
か
し
労
働
者
は
そ
の
人
生
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
均

等
に
成
果
を
上
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
自
身
、
若
年
期
あ
る

い
は
習
得
期
、
労
働
期
、
老
年
期
と
い
う
区
分
を
設
け
た
よ
う
に
、
投

じ
ら
れ
た
コ
ス
ト
を
回
収
し
て
余
り
あ
る
豊
か
な
実
り
が
得
ら
れ
る
時

期
と
、
そ
う
で
な
い
時
期
を
見
据
え
て
、
費
用
の
投
入
な
ら
び
に
利
潤

の
回
収
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
人
間
は
、
費
用
と
収

益
と
い
う
投
資
の
論
理
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
エ
ン
ゲ
ル
に
と
っ
て
人
間
を
こ
の
よ
う
に
経
済
的
価
値

と
い
う
観
点
か
ら
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
考
え

る
た
め
に
は
、
当
時
の
社
会
問
題
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ル
の
立
場
を
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

『
人
間
の
価
値
』
に
お
い
て
エ
ン
ゲ
ル
は
、
人
間
を
機
械
と
重
ね
て

捉
え
る
ス
ミ
ス
の
見
解
に
終
始
依
拠
し
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
両

者
の
間
に
は
重
大
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
相
違
が
等

閑
視
さ
れ
る
こ
と
が
、
労
働
者
の
窮
乏
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
の

だ
。
エ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
八
五
六
年
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

で
開
催
さ
れ
た
「
国
際
慈
善
大
会
」
で
の
自
身
の
発
言
記
録
を
引
き
合

い
に
出
し
て
論
ず
る
。
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
記
録
は
「
今
日
世

界
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
社
会
問
題
が
当
時
に
お
い
て
も
す
で
に
き
わ
め

て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
知
ら
し
め
る
も
の

で
あ
る

（
15
（

」
。

　

国
内
の
大
多
数
の
家
族
は
、
扶
養
者
の
知
能
と
四
肢
の
力
以
外
に

支
え
を
持
た
な
い
。
一
方
で
は
こ
の
所
有
の
不
確
か
さ
、
他
方
で
は

そ
の
収
益
性
の
不
確
か
さ
（
恐
慌
や
不
景
気
が
操
業
停
止
を
や
む
な
く

す
る
場
合
（
、
こ
れ
ら
が
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、

第
四
階
級
の
社
会
的
苦
難
の
最
も
強
力
な
原
因
で
あ
る
。
…
…
死
ん

だ
資
本
の
所
有
者
は
そ
れ
を
徐
々
に
そ
の
蓋
然
的
な
存
続
に
応
じ
て

償
却
す
る
。
彼
は
建
物
、
機
械
、
そ
の
他
一
切
の
損
耗
を
計
算
し
て
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そ
れ
を
製
造
費
に
算
入
す
る
。
人
間
の
損
耗
は
彼
に
と
っ
て
考
慮
の

対
象
と
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
力
は
そ
れ
が
使
い
果
た
さ
れ
る
と
、

廃
棄
さ
れ
る
、
つ
ま
り
解
雇
さ
れ
る

（
16
（

。

　

死
ん
だ
資
本
た
る
機
械
設
備
と
、
生
き
た
資
本
、
つ
ま
り
人
間
の
頭

脳
お
よ
び
肉
体
と
の
違
い
は
、
前
者
に
比
べ
て
後
者
が
著
し
く
不
安
定

で
あ
る
点
に
あ
る
。
前
者
は
強
固
な
耐
久
性
を
有
し
て
お
り
、
破
壊
や

処
分
を
試
み
よ
う
と
し
て
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は

「
世
俗
の
移
ろ
い
と
い
う
自
然
法
則
に
服
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
時

と
と
も
に
お
の
ず
か
ら
衰
え
て
い
く
。
労
働
者
は
、
自
身
と
一
体
で
あ

る
こ
の
譲
渡
不
可
能
な
資
本
を
一
度
損
耗
し
て
し
ま
え
ば
、
生
活
の
糧

を
失
い
、
困
窮
に
陥
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
エ
ン
ゲ
ル
が
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
解
決
策
は
、

人
間
を
資
本
と
し
て
扱
う
こ
と
を
や
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
徹
底

し
た
配
慮
を
も
っ
て
十
全
に
資
本
と
し
て
扱
う
と
い
う
も
の
だ
。

　

…
…
こ
う
し
た
圏
域
か
ら
脱
け
出
る
た
め
の
手
段
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
最
も
単
純
な
方
途
は
、
事
態
の
経

済
的
把
握
、
人
間
の
経
済
的
価
値
評
価
、
動
産
と
知
能
お
よ
び
体
力

資
本
と
の
対
立
闘
争
に
お
け
る
損
益
の
計
算
で
あ
る
。
一
方
に
お
い

て
は
両
者
の
国
法
上
の
同
等
化
、
そ
の
運
動
を
萎
縮
さ
せ
る
一
切
の

不
必
要
な
制
限
の
除
去
に
よ
る
こ
の
資
本
の
最
大
限
の
利
用
、
他
方

に
お
い
て
は
そ
れ
を
損
耗
し
使
い
果
た
す
者
に
よ
る
、
そ
の
漸
次
の

し
か
し
完
全
な
償
却
、
こ
れ
が
当
事
者
た
ち
の
経
済
的
、
肉
体
的
、

道
徳
的
、
精
神
的
諸
力
の
強
化
を
明
白
に
導
く
一
切
の
努
力
の
出
発

点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
衆
的
貧
困
を
克
服
す
る

た
め
の
全
方
策
は
次
の
言
葉
に
短
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
体
力
お
よ
び
知
能
資
本
の
向
上
と
増
殖
に
対
す
る
配
慮
、

そ
の
収
益
性
を
恒
常
化
す
る
た
め
の
配
慮
、
そ
の
全
般
的
償
却
に
対

す
る
配
慮

（
17
（

。

　

こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
動
産
、
す
な
わ
ち
上
述
と
の
対
応

で
言
え
ば
機
械
設
備
な
ど
の
譲
渡
可
能
な
資
本
と
、
人
間
の
身
に
備
わ

る
頭
脳
や
肉
体
が
有
す
る
力
能
と
し
て
の
資
本
を
、
利
潤
の
取
得
を
巡

る
収
支
計
算
と
い
う
同
一
の
経
済
的
水
準
に
お
い
て
把
握
し
た
上
で
、

後
者
を
資
本
の
循
環
過
程
の
中
で
十
分
に
機
能
さ
せ
、
償
却
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
重
要
な
の
は
、
エ
ン
ゲ
ル
が
こ
う
し
た

資
本
の
回
転
を
、
労
働
者
の
心
身
の
強
健
に
つ
な
が
る
と
い
う
観
点
か

ら
推
奨
し
て
い
る
点
だ
。
そ
こ
で
資
本
と
し
て
の
人
間
は
損
耗
、
枯
渇

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
え
ず
充
実
し
、
そ
の
力
能
を
発
揮
し
て
利
益
を

上
げ
ら
れ
る
よ
う
配
慮
を
受
け
る
こ
と
が
枢
要
と
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
人
間
を
資
本
と
し
て
捉
え
る
際
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の

利
益
を
生
み
出
す
か
と
い
う
収
益
価
値
の
他
に
、
日
々
の
労
働
を
円
滑

に
遂
行
す
る
た
め
に
労
働
者
は
ど
の
程
度
の
糧
を
必
要
と
す
る
か
と
い
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う
費
用
価
値
の
把
握
が
重
要
と
な
る
。
エ
ン
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
人
間
の

価
値
」
論
、
つ
ま
り
人
間
を
費
用
価
値
と
収
益
価
値
と
い
う
観
点
か
ら

把
握
し
、
前
者
が
い
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
後
者

と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
は
、

労
働
者
問
題
の
解
決
と
い
う
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
エ
ン
ゲ
ル
は
価
値
を
目
的
と
対
に
し
て
規
定
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
対
象
に
価
値
が
備
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
目

的
の
達
成
に
資
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
は
人

間
の
生
の
価
値
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
人
間
の
生
の
目
的
と
は
何
か

と
問
い
か
け
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
か
ら
始
め
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト

と
い
っ
た
哲
学
者
の
定
義
を
参
照
し
な
が
ら
、
エ
ン
ゲ
ル
が
最
も
注
目

す
る
の
は
、
彼
が
「
社
会
主
義
学
派
」
と
名
指
す
思
想
潮
流
の
定
義
で

あ
る
。

　

こ
の
学
派
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
、
と
り
わ
け
労
働
者
階
級
に
所

属
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
間
が
、
人
間
ら
し
い
生
存
を
営
む
可
能
性

を
持
つ
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
人
間
ら
し
い
生
存

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
自
身
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
お
よ
び

肉
体
的
素
質
を
自
由
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
が

意
味
さ
れ
て
い
る

（
18
（

。

　

こ
こ
に
エ
ン
ゲ
ル
の
社
会
改
革
思
想
の
特
徴
的
な
点
が
あ
る
。
ま
ず

彼
の
考
え
に
お
い
て
、
前
に
見
た
「
第
四
階
級
と
そ
の
他
の
階
級
の
同

権
化
」
と
い
う
言
葉
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
階
級
対
立
の
解
消
、

階
級
調
和
論
が
根
底
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
労

働
者
階
級
と
資
本
家
階
級
の
対
立
の
解
決
を
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
打

倒
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
資
本
主
義
の
運
動
の
只
中
で
試
み
る
。

こ
れ
は
、
資
本
の
循
環
過
程
が
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
に
、
そ
の
主
た

る
要
素
で
あ
る
労
働
力
が
枯
渇
し
な
い
よ
う
、
労
働
力
の
保
全
と
培
養
、

お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
労
働
者
の
保
護
と
い
う
論
理
を
採
る
。
し

か
し
こ
う
し
た
エ
ン
ゲ
ル
の
発
案
は
、
人
間
の
生
の
目
的
な
る
も
の
を

措
定
し
て
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
人
間
の
生
の
価
値
な
る
も
の
を
導
入
す
る

こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
搾
取
の
構
造
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
へ
は
必

ず
し
も
進
ま
な
い
。
つ
ま
り
、
労
働
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
利
益

の
う
ち
、
労
働
力
の
再
生
産
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
財
を
購
入

す
る
だ
け
の
賃
金
が
労
働
者
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
他
の
部
分
は
資
本
家

の
利
潤
や
地
主
の
地
代
に
充
当
さ
れ
る
と
い
っ
た
筋
道
を
辿
ら
な
い
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
資
本
の
円
滑
な
循
環
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た

労
働
者
の
保
護
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
の
提
案
は
、
労
働
力
の
単
な
る
再
生

産
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
精
神
的
ま
た
は
肉
体
的
素
質
の
自
由
な
発

展
が
可
能
な
状
態
を
確
保
し
て
お
く
と
い
う
点
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
生
の
目
的
を
十
全
に
達
成
す

る
た
め
に
は
教
育
の
果
た
す
役
割
が
欠
か
せ
な
い
。
「
肉
体
的
、
精
神
的
、

道
徳
的
な
陶
冶
が
、
人
間
に
そ
の
生
の
目
的
を
達
成
せ
し
め
る
。
こ
の
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三
重
の
陶
冶
は
し
か
し
教
育
の
所
産
だ
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
、
ま
っ
た

く
も
っ
て
語
の
文
字
通
り
の
意
味
で
多
か
れ
少
な
か
れ
教
育
の
産
物
で

あ
る
…
…

（
19
（

」 

。

　

し
か
し
教
育
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
な
ら
、
所
有
の
不
平
等
と
教
育
の
不
平
等
は

相
応
関
係
に
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
生
の
担
い
手
に
は
、
自
ら
の
生
を
最
大
限
活
用
す
る
よ

う
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
生
の
目
的
を
最
善
か
つ
十
全
に
充
足
す
る
よ

う
に
行
動
す
る
元
来
の
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
自
然
の
大
き
な

力
を
伴
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
力
に
は
き
わ
め
て
様
々
な
制
限

が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
最
も
強
力
な
も
の
が
社

会
的
な
制
限
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
人
間
を
選
り
分
け
て
階
級
に
分

化
さ
せ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
所
有
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
よ
り

子
細
に
吟
味
し
て
み
る
と
た
だ
ち
に
気
づ
く
の
は
、
所
有
階
級
が
、

確
か
に
決
し
て
完
全
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
教

育
階
級
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…
…

（
20
（

。

　

社
会
的
な
次
元
に
属
す
る
こ
の
所
有
の
不
平
等
は
、
教
育
資
源
の
享

受
を
困
難
に
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
教
育
そ
の
も
の
に
か
か
る
費
用
を

捻
出
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
教
育
期
間
中
の
生
存
に
要

す
る
費
用
を
調
達
で
き
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
。「
義
務
教
育
が
行
わ
れ
、

豊
富
に
資
金
を
付
与
さ
れ
た
初
等
、
中
等
、
高
等
教
育
施
設
を
有
す
る

国
家
に
お
い
て
、
多
く
の
人
々
に
で
き
る
だ
け
高
い
教
育
段
階
の
獲
得

を
不
可
能
に
す
る
の
は
、
教
育
の
費
用
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

教
育
期
間
に
わ
た
る
生
活
維
持
の
費
用
で
あ
る

（
21
（

」
。

　

労
働
者
に
と
っ
て
生
活
維
持
の
た
め
の
収
入
源
と
な
る
の
は
労
賃
で

あ
る
。
つ
ま
り
就
労
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
日
々
の
生
活
を
可
能
に
す

る
所
得
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
労
働
は
生
存
の
維
持
と
結

び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間

の
生
命
が
危
険
に
曝
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
十
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ

で
は
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
労
働
時
の
事
故
、
す
な
わ
ち
労
働

災
害
で
あ
る

（
22
（

。
エ
ン
ゲ
ル
は
、
収
益
価
値
の
検
討
と
い
う
観
点
か
ら
労

働
災
害
の
問
題
を
「
人
間
の
価
値
」
論
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
の
一

つ
と
見
な
し
て
お
り

（
23
（

、
一
八
七
〇
年
代
よ
り
そ
の
実
態
調
査
に
取
り
組

ん
で
い
た
。
次
節
で
は
彼
の
こ
の
取
り
組
み
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

二　

「
社
会
的
病
」
と
し
て
の
労
働
災
害

　

産
業
化
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
転
換
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
な
ら

（
24
（

、

十
九
世
紀
後
半
、
生
産
・
交
通
機
関
に
お
い
て
動
力
源
と
し
て
主
要
な

位
置
を
占
め
て
い
た
の
は
蒸
気
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
は
一
八
七
九
年
に

発
表
さ
れ
た
「
統
計
的
、
技
術
的
解
明
に
お
け
る
蒸
気
の
時
代
」
と
題

す
る
論
説
の
中
で
、
こ
の
時
代
に
蒸
気
機
関
が
動
力
と
し
て
い
か
に
普
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及
し
、
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

蒸
気
機
関
、
機
関
車
な
ら
び
に
蒸
気
船
の
広
大
な
伝
播
は
誰
の
目

を
も
逃
れ
え
な
い
し
、
同
様
に
ま
た
私
た
ち
の
経
済
生
活
全
体
の
変

化
が
誰
か
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
去
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
い
ず
れ
に
せ
よ
十
分
な
確
信
か
ら
現
代
を
蒸
気
の
時
代
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
事
態
を
子
細
に
究
明
し
て
い

け
ば
、
す
な
わ
ち
蒸
気
が
ど
の
点
で
い
か
に
し
て
私
た
ち
の
あ
ら
ゆ

る
生
活
関
係
に
入
り
込
ん
で
い
る
か
、
そ
し
て
そ
の
生
活
関
係
を
支

配
し
形
作
る
も
の
と
な
っ
た
か
を
調
べ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う

正
当
性
を
得
る
の
で
あ
る

（
25
（

。

　

こ
の
よ
う
に
エ
ン
ゲ
ル
が
生
き
た
時
代
に
あ
っ
て
、
蒸
気
は
産
業
や

交
通
シ
ス
テ
ム
に
不
可
欠
な
対
象
と
し
て
生
活
の
全
体
に
浸
透
し
て
お

り
、
蒸
気
が
生
み
出
す
も
の
、
そ
し
て
蒸
気
の
生
産
過
程
そ
の
も
の
も

ま
た
「
高
い
公
的
関
心

（
26
（

」
の
的
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
蒸
気
の
利
用
は
有
用
で
実
り
豊
か
で
あ
る
一
方
で
、
一
つ
の

危
険
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
ボ
イ
ラ
ー
の
爆
発
事
故
で
あ
る
。

　

…
…
蒸
気
と
い
う
こ
の
偉
大
な
発
明
に
は
し
か
し
ま
た
、
そ
の
き

わ
め
て
輝
か
し
い
長
所
の
傍
ら
で
、
い
く
つ
か
の
小
さ
な
暗
い
汚
点

が
付
着
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
欠
陥
の
あ
る
蒸
気
生
産
施
設
に
お
け

る
、
ま
た
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
の
不
注
意
で
不
慣
れ
な
運
転
に
伴
う
蒸
気

の
暴
力
的
な
噴
出
で
あ
る

（
27
（

。

　

ボ
イ
ラ
ー
の
爆
発
事
故
は
操
業
の
停
滞
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
者
の

生
命
や
身
体
に
対
す
る
侵
害
を
も
招
い
た
。
「
危
険
は
ボ
イ
ラ
ー
の
爆

発
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
た
だ
多
く
の
貴
重
な
所
有
物
が
破
壊

さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
多
く
の
人
間
の
生
命
が
失
わ
れ
悲

惨
な
仕
方
で
身
体
の
一
部
が
損
な
わ
れ
る

（
28
（

」
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
エ
ン
ゲ
ル
が
事
故
と
い
う
現
象
を
、
そ
れ
が
労

働
者
の
就
労
可
能
性
へ
及
ぼ
す
影
響
の
度
合
い
と
い
う
観
点
か
ら
定
義

し
て
い
る
点
だ
。
エ
ン
ゲ
ル
は
言
う
。
「
実
際
事
故
が
何
で
あ
る
か
を

述
べ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
ま
っ
た
く
容
易
で
は
な
い
。
以
前
は
あ
る

種
の
解
剖
学
的
指
標
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た
と
え

ば
、
腕
や
手
の
一
方
ま
た
は
両
方
の
喪
失
、
片
足
ま
た
は
両
足
の
喪
失
、

片
目
ま
た
は
両
目
の
喪
失
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
。
し
か
し
そ
う
し
た

特
徴
づ
け
は
十
分
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
人
は
す
ぐ
に
気
づ
い

た
。
傷
害
の
ひ
ど
さ
に
代
わ
り
、
事
故
が
招
い
た
労
働
あ
る
い
は
就
業

不
能
期
間
を
基
準
に
据
え
た
の
で
あ
る

（
29
（

」
。

　

労
働
者
の
身
体
は
、
そ
れ
を
元
手
に
利
益
を
獲
得
で
き
る
自
己
の
所

有
物
、
す
な
わ
ち
資
本
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
エ

ン
ゲ
ル
が
常
に
強
調
す
る
点
で
あ
る
。
「
健
康
は
、
た
だ
手
作
業
や
精

神
労
働
の
成
果
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
者
に
と
っ
て
唯
一
有
効
な
資
本
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で
あ
り
、
…
…
こ
の
資
本
の
早
す
ぎ
る
磨
耗
は
国
家
の
住
民
の
よ
り
大

き
な
、
あ
る
い
は
小
さ
な
部
分
か
ら
す
れ
ば
、
大
衆
貧
困
と
同
義
で
あ

る
（
30
（

」
。
事
故
に
よ
っ
て
身
体
に
著
し
い
傷
害
を
負
っ
た
労
働
者
は
満
足

に
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
十
分
な
収
益
を
上
げ
る
こ
と
も

困
難
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
負
傷
者
が
続
出
す
る
こ
と
は
大
局
的
に
見

れ
ば
貧
困
状
態
へ
と
つ
な
が
る
。
こ
の
点
か
ら
翻
っ
て
エ
ン
ゲ
ル
は
、

労
働
時
の
事
故
を
そ
も
そ
も
資
本
計
算
の
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
る
と

い
う
、
国
民
経
済
学
的
な
視
座
に
立
つ
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
な
ら
、
労
働
災
害
を
引
き
起
こ
す
原
因

を
労
働
者
個
人
の
性
質
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
は
言
う
。

「
た
と
え
最
も
自
然
な
理
由
が
不
注
意
、
無
思
慮
、
軽
率
な
ど
に
多
少

と
も
帰
せ
ら
れ
う
る
と
し
て
も
、
と
は
い
え
そ
う
し
た
前
提
は
危
う
い

も
の
だ
…
…
。
真
の
理
由
は
疑
い
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
部
門
が
い
ま

や
き
わ
め
て
緊
密
に
稼
動
し
て
お
り
、
所
定
の
空
間
に
は
ま
す
ま
す
多

く
の
人
間
が
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ

れ
ゆ
え
、
ま
た
多
く
の
他
の
動
機
か
ら
、
最
小
限
の
時
間
と
空
間
に
お

い
て
最
大
限
の
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る

（
31
（

」
。
「
さ
て
し
か
し
否
定
し
え
な
い
の
は
、
感
染
症
や
慢
性
疾
患

で
あ
れ
、
傷
害
や
事
故
で
あ
れ
、
き
わ
め
て
重
大
か
つ
破
壊
的
な
病
理

が
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
、
広
が
っ
て
い
る
の
は
、
不
十
分
で
劣
悪
な
、
ま

た
不
適
当
で
も
あ
る
衣
食
住
、
あ
ま
り
に
も
早
い
就
業
の
開
始
、
超
過

労
働
ま
た
は
労
働
の
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
偏
り
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
異
論
の
余
地
な
く
、
病
理
学
的
と
い
う
よ
り
は
社
会
的
な
原

因
で
あ
る

（
32
（

」
。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
、
労
働
災
害
問
題
に
対
し
て
そ
の
原
因
を

社
会
的
な
も
の
と
見
定
め
た
。
そ
こ
で
彼
が
講
じ
た
対
策
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
先
に
挙
げ
た
論
説
「
統
計

的
、
技
術
的
解
明
に
お
け
る
蒸
気
の
時
代
」
の
中
で
、
「
ボ
イ
ラ
ー
爆

発
と
そ
の
保
険
」
お
よ
び
「
ボ
イ
ラ
ー
設
備
の
検
査
と
ボ
イ
ラ
ー
運
転

の
監
視
」
と
い
う
節
に
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ボ
イ
ラ
ー
の
爆

発
事
故
に
関
す
る
記
述
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

ボ
イ
ラ
ー
の
内
壁
が
、
生
み
出
さ
れ
る
蒸
気
の
圧
力
に
耐
え
ら
れ

な
い
場
合
、
当
然
内
壁
は
そ
の
圧
力
に
よ
っ
て
破
裂
す
る
、
つ
ま
り

ボ
イ
ラ
ー
の
中
身
が
突
然
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
粉
々
に
な
る
。
ボ
イ

ラ
ー
が
爆
発
す
る
の
だ
。
多
く
の
場
合
、
近
く
に
い
る
人
間
た
ち
の

生
命
と
健
康
に
対
す
る
多
大
な
損
失
や
、
建
物
そ
の
他
の
破
壊
と
結

び
つ
い
て
い
る
そ
う
し
た
破
裂
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど

の
国
家
で
は
稼
動
前
の
ボ
イ
ラ
ー
は
、
内
壁
が
十
分
な
強
度
を
備
え

て
い
る
か
、
安
全
弁
や
水
位
の
表
示
器
、
水
圧
の
測
定
器
（
圧
力
計
（

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
き
ち
ん
と
作
動
す
る
か
と
い
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
当
局
の
検
査
を
受
け
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

依
然
と
し
て
か
な
り
の
数
の
ボ
イ
ラ
ー
が
爆
発
し
て
お
り
、
し
か
も

ボ
イ
ラ
ー
運
転
の
安
全
装
置
は
爆
発
の
直
前
に
は
す
べ
て
問
題
な
く
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作
動
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
爆
発
の
説
明
に
は
き
わ
め

て
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
…
…

（
33
（

。

　

エ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
統
計
学
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
、
ボ
イ
ラ
ー

の
強
度
に
対
し
て
蒸
気
の
圧
力
が
強
す
ぎ
た
、
も
と
も
と
ボ
イ
ラ
ー
が

丈
夫
で
な
か
っ
た
、
ボ
イ
ラ
ー
の
内
壁
が
熱
を
帯
び
る
こ
と
で
素
材
が

脆
く
な
っ
た
、
ボ
イ
ラ
ー
の
構
造
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
な
ど

と
い
っ
た
原
因
究
明
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
統
計
学
の
使
命
と
は
む
し

ろ
、
「
ボ
イ
ラ
ー
爆
発
は
ど
の
程
度
頻
繁
に
起
こ
る
の
か
。
ど
の
種
類

の
ボ
イ
ラ
ー
が
往
々
に
し
て
爆
発
す
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
状
況
に
随

伴
し
て
爆
発
が
生
じ
る
の
か
。
ボ
イ
ラ
ー
爆
発
は
肉
体
や
生
命
、
資
産

に
対
し
て
い
か
な
る
損
失
を
惹
起
す
る
の
か
」
と
い
う
一
連
の
問
い
に

解
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
十
分
な
形
で
答
え
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
統
計
学
は
「
公
共
の
福
祉

（
34
（

（das öffentliche 

W
ohl

（
」
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

し
か
し
結
論
か
ら
言
え
ば
、
統
計
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
エ
ン
ゲ

ル
の
問
題
究
明
は
十
分
に
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
ボ
イ

ラ
ー
爆
発
の
統
計
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
認
識
さ

せ
う
る
と
い
う
段
階
に
ま
で
至
る
に
は
、
な
お
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が

た
く
さ
ん
あ
る

（
35
（

」
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
エ
ン
ゲ
ル
は
、
確
か
に
プ
ロ
イ

セ
ン
で
は
毎
年
多
い
場
合
に
は
二
〇
件
前
後
の
爆
発
事
故
が
生
じ
、
そ

れ
に
際
し
て
同
じ
く
二
〇
人
前
後
の
命
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
調
査

結
果
を
得
た
。
し
か
し
、
統
計
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
認
識
が
得
ら
れ
る

一
方
で
、
危
険
の
惹
起
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
要
素
に
つ
い
て
は
、

事
態
を
正
確
に
描
写
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
用
な
知
見
を
も
た
ら
さ

な
い
。

　

一
般
に
、
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
は
偶
然
起
き
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
両
者

が
時
間
的
、
空
間
的
に
近
接
し
た
状
態
で
生
じ
た
現
象
の
間
に
は
そ
こ

に
関
係
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
発
想
に
似
た
仕
方
で
、

エ
ン
ゲ
ル
の
調
査
報
告
で
は
、
爆
発
発
生
時
の
機
械
装
置
の
環
境
が
事

故
の
要
因
と
し
て
推
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ボ
イ
ラ
ー
の
形
状
、
大
き
さ
、

頑
丈
さ
、
使
用
年
数
、
な
ら
び
に
稼
動
時
の
状
態
（
稼
動
時
間
や
、
ど

う
い
っ
た
用
途
で
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
稼
動
の
目
的
（
な
ど
、
き
わ
め
て

多
岐
に
わ
た
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
結
果
と
し
て
、
当
該
の
危
険
現

象
を
惹
起
し
た
要
因
の
組
み
合
わ
せ
が
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
た
め
、

爆
発
と
密
接
に
関
与
す
る
要
素
の
精
確
な
特
定
が
困
難
だ
っ
た
の
だ

（
36
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
労
働
者
の
身
体
や
資
産
に
対
す
る
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に

安
全
確
保
を
試
み
る
場
合
、
そ
こ
で
は
事
前
の
予
防
と
事
後
の
補
償
と

い
う
、
さ
し
あ
た
り
二
通
り
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
も
し
爆
発
事
故

に
強
く
関
わ
る
要
素
を
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
効
率
の
よ
い
形

で
危
険
に
備
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
検
査
・
監
視
に
代
表
さ
れ
る

予
防
と
い
う
実
践
、
す
な
わ
ち
危
険
が
生
じ
る
前
に
安
全
を
確
保
し
よ

う
と
い
う
試
み
に
お
い
て
は
、
当
該
の
要
素
を
重
点
的
に
確
認
す
る
こ

と
で
労
力
が
節
減
さ
れ
る
と
と
も
に
検
査
の
精
度
も
増
す
だ
ろ
う
。
あ
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る
い
は
、
保
険
と
い
う
、
危
険
が
現
実
に
生
じ
た
後
に
そ
の
損
害
を
金

銭
的
に
回
復
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
お
い
て
は
、
爆
発
事
故
の
発
生
の

蓋
然
性
に
合
わ
せ
て
保
険
料
を
調
整
す
る
こ
と
で
、
無
駄
の
少
な
い
制

度
運
用
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
後
者
の
保
険
原
理
に
つ
い
て
、
現
在
の
統
計
技
術
の
水
準
で

は
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「
当
面
の
間
、
保
険
料
は
確
か
に
分
類
せ
ず
に
見
積

も
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
験
が
進
む
に
つ
れ

て
お
の
ず
か
ら
リ
ス
ク
の
危
険
性
に
応
じ
た
段
階
づ
け
が
形
成
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
ボ
イ
ラ
ー
の
所
有
者
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
死
亡

者
の
気
の
毒
な
家
族
や
事
故
に
遭
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
爆
発
に
よ
っ

て
個
人
が
被
っ
た
あ
ら
ゆ
る
損
害
を
確
実
か
つ
迅
速
に
賠
償
す
る
、
そ

の
よ
う
な
保
険
に
よ
っ
て
大
き
な
恩
恵
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う

（
37
（

」
。
つ
ま
り
、

現
状
で
は
次
善
の
策
と
し
て
一
律
の
保
険
料
で
運
用
す
る
ほ
か
な
い
が
、

統
計
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
十
分
に
な
さ
れ
た
暁
に
は
、
ケ
ー
ス
に
応
じ
た

保
険
料
の
設
定
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
労
働
災
害
保
険
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
論

説
の
同
じ
箇
所
で
エ
ン
ゲ
ル
は
、
「
ボ
イ
ラ
ー
監
視
協
会
」
か
ら
選
出

さ
れ
た
委
員
会
の
所
見
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
装
置

の
検
査
と
監
視
を
行
う
こ
と
は
き
わ
め
て
望
ま
し
い
」
が
、
一
方
で
ま

た
、
「
装
置
の
多
面
的
な
使
用
、
稼
動
状
態
の
変
転
、
不
十
分
な
統
計

資
料
、な
ら
び
に
問
題
の
不
明
瞭
さ
を
勘
案
し
て
」「
賠
償
責
任
法
（das 

H
aftpflicht-G

esetz

（
を
適
用
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る

（
38
（

」
。

こ
う
し
て
エ
ン
ゲ
ル
は
労
働
災
害
問
題
に
つ
い
て
、
保
険
（
補
償
原
理
（

と
検
査
・
監
督
（
予
防
原
理
（
双
方
の
意
義
を
示
す
こ
と
で
、
折
衷
的

な
結
論
を
提
示
す
る
に
至
る
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
エ
ン
ゲ
ル
が
労
働
災
害
の

問
題
を
ま
ず
労
働
者
の
身
体
へ
の
影
響
と
い
う
側
面
に
着
目
し
、
資
本

の
損
耗
と
い
う
国
民
経
済
学
的
な
見
地
か
ら
扱
い
な
が
ら
、
し
か
し
同

時
に
法
を
通
じ
た
権
利
、
責
任
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
実
際
、
エ
ン
ゲ
ル
は
上
述
の
賠
償
責
任
法
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
法
律
が
目
的
と
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ

ツ
の
権
利
生
活
に
新
た
な
責
任
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ

ラ
ン
ス
の
立
法
領
域
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
律
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る

（
39
（

」
。
他
方
で
ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
の

ま
な
ざ
し
は
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、
使
用
者
の
側
に
も
向
け
ら
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
エ
ン
ゲ
ル
は
、
こ
の
法
律
が
使
用
者
に
過
度
の
経
済

的
負
担
を
課
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
爆
発
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た

全
体
の
損
害
が
比
較
的
小
さ
い
場
合
、
爆
発
事
故
に
見
舞
わ
れ
た
各

ボ
イ
ラ
ー
所
有
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
し
か
し
重
大
な
損
失
を
被
り
う

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
帝
国
全
体
で
適
用
さ
れ
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
一
八
七
一
年
六
月
七
日
の
災
害
賠
償
責
任
法
が
厳
密
に
運
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用
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
こ

の
法
律
は
第
二
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
炭
鉱
、
石
切

り
場
、
鉱
山
ま
た
は
工
場
を
運
営
す
る
者
は
、
全
権
委
任
者
、
代
表

者
、
も
し
く
は
操
業
や
労
働
者
の
指
導
、
監
督
を
引
き
受
け
て
い
る

人
物
が
業
務
遂
行
に
際
し
て
過
失
に
よ
り
人
間
の
死
亡
ま
た
は
身
体

の
損
傷
を
招
い
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
失
に
対
し
て
賠

償
の
責
任
を
負
う

（
40
（

」
。

　

エ
ン
ゲ
ル
の
こ
の
発
言
は
、
彼
が
労
働
者
の
窮
乏
を
解
消
し
よ
う
と

尽
力
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
単
な
る
労
働
者
擁
護
を
意
味
せ
ず
、
使
用

者
と
労
働
者
双
方
の
平
等
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

実
際
、
前
者
に
対
す
る
賠
償
能
力
を
超
え
る
補
償
額
の
請
求
や
、
後
者

に
対
す
る
過
失
の
挙
証
責
任
の
要
求
な
ど
、
結
果
的
に
労
使
間
の
摩
擦

に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
一
八
七
一
年
法
に
替
わ
る
も
の
と
し
て

制
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
強
制
保
険
法
に
対
し
て
も
、
「
…
…
そ
の
恩
恵

は
た
だ
被
雇
用
者
に
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
雇
用
者
（
そ
の
中
に

は
確
か
に
き
わ
め
て
貧
し
く
、
困
窮
し
て
い
る
者
も
い
る
（
を
何
の
利
益
も

得
さ
せ
ず
に
お
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
社
会
的
困
苦
の
負
担
を
現
在
な

さ
れ
て
い
る
以
上
に
よ
り
よ
く
分
担
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る

（
41
（

」

と
い
う
理
由
か
ら
疑
義
を
呈
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
エ
ン
ゲ
ル
の
労
働
災
害
に
対
す
る
一
連
の
取
り
組
み
か
ら

読
み
取
れ
る
の
は
、
次
の
こ
と
だ
。
エ
ン
ゲ
ル
は
ま
ず
労
働
者
の
身
体

を
、
収
益
価
値
を
有
す
る
資
本
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
が
産
業
化
に
随

伴
し
て
生
じ
る
事
故
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
場
合
、
損
耗
さ
れ
た
分
は

補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
補
償
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
権

利
と
し
て
、
補
償
す
る
側
に
と
っ
て
は
責
任
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
そ

し
て
こ
の
補
填
の
負
担
は
、
労
働
者
と
使
用
者
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏

る
こ
と
な
く
、
緊
密
な
産
業
構
造
を
有
す
る
社
会
が
分
担
す
る
も
の
と

し
て
均
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
な
原
因
に
由
来
す
る
問
題
は
、

社
会
的
な
水
準
で
引
き
受
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三　

労
働
者
家
族
の
家
計
研
究
―
―
家
庭
に
お
け
る
消
費

　

と
こ
ろ
で
、
エ
ン
ゲ
ル
は
『
人
間
の
価
値
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
。
「
よ
く
記
帳
さ
れ
た
家
計
簿
が
い
か
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て

い
る
か
、
そ
し
て
と
り
わ
け
労
働
者
階
級
の
そ
れ
が
い
か
に
公
的
状
態

（öffentliche Zustände

（
の
判
断
の
た
め
の
最
も
貴
重
な
資
料
に
属
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
以
来
、
多
く
の
国
民
経
済
学
者
は

そ
の
よ
う
な
家
計
簿
の
作
成
を
促
し
、
そ
の
際
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
世
帯

主
を
援
助
し
、
自
ら
家
計
計
算
を
吟
味
、
精
査
し
、
収
集
し
、
公
表
す

る
よ
う
心
が
け
た

（
42
（

」
。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
、
労
働
者
家
族
の
家
計
、
す
な
わ
ち
家
庭
と
い
う
私
的

領
域
に
お
け
る
生
活
費
の
収
支
に
関
す
る
記
録
を
、
公
的
な
事
柄
に
属

す
る
問
題
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
家
計
の
問
題
は
労
働
災
害
と
並
ん
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で
、
労
働
者
の
生
活
維
持
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
と
い
う
の

も
、
い
わ
ゆ
る
衣
食
住
と
い
っ
た
、
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

と
す
る
最
も
基
本
的
な
欲
求
が
充
足
さ
れ
る
の
は
家
庭
に
お
い
て
で
あ

る
か
ら
だ
。
人
間
が
労
働
者
と
し
て
そ
の
労
働
力
を
消
耗
す
る
場
所
が

労
働
現
場
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
回
復
し
、
蓄
え
る
場
所
は
家
庭
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
費
の
切
り
盛
り
の
記
録
、
つ
ま

り
家
政
の
記
録
た
る
家
計
簿
も
ま
た
、
「
人
間
の
価
値
」
研
究
に
お
い

て
重
要
な
対
象
と
し
て
前
景
化
す
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
家
政
を
、
消
費
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。

　

生
の
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
財
を
消
耗
す
る
こ
と
を
消
費

（C
onsum

tion

（
と
呼
ぼ
う
。
そ
の
よ
う
な
財
が
家
族
の
全
成
員
に

と
っ
て
時
宜
を
適
し
て
十
分
な
量
だ
け
、
良
好
な
状
態
で
常
に
手
元

に
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
調
達
さ
れ
た
財
を
彼
ら
の
生
の
目
的
に
ふ

さ
わ
し
い
仕
方
で
用
い
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
、
こ
れ
を
家
政

（H
aushalten

（
と
呼
ぼ
う

（
43
（

。

　

消
費
と
は
、
人
間
の
生
の
基
層
部
分
を
成
す
欲
求
を
満
た
す
行
為
で

あ
り
、
そ
れ
自
体
自
然
の
代
謝
プ
ロ
セ
ス
の
一
場
面
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
生
存
の
た
め
に
ま
さ
し
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
行

う
も
の
で
あ
り
、
充
足
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
っ
た
よ
う
な
恣

意
性
の
余
地
を
残
さ
な
い
。
「
消
費
は
、
そ
れ
が
肉
体
の
維
持
に
関
わ

る
限
り
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
自
然
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
人
間
は
ほ
と
ん
ど
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
（
44
（

」
。
消
費
に
よ
り
生
の
基
本
的
な
欲
求
が
日
々
満
た
さ
れ
る
の
は
、

家
族
と
い
う
集
団
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
家
族
と
は
な
に
よ
り
も

経
済
共
同
体
で
あ
り
、
「
共
同
の
所
得
、
必
要
な
生
活
欲
求
の
共
同
の

充
足
、
新
し
い
世
代
の
育
成

（
45
（

」
を
行
う
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
財
を
調

達
し
、
配
分
し
、
消
費
す
る
一
連
の
運
営
が
家
政
で
あ
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
人
間
の
生
存
に
関
わ
る
基
本
的
な
欲
求
が
充

足
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
い
は
、
国
民
福
祉
の
問
題
を
導
く
。

エ
ン
ゲ
ル
は
、
国
民
の
福
祉
と
は
何
か
を
定
義
す
る
に
際
し
て
、
ヨ
ゼ

フ
・
ラ
ン
グ
と
レ
オ
ポ
ル
ト
・
ク
ル
ー
グ
の
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
引
い
て

い
る
。
「
…
…
各
人
が
、
人
間
の
本
性
か
ら
直
接
に
生
じ
る
自
身
の
欲

求
を
た
え
ず
満
た
し
、
そ
れ
を
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
そ
の
よ
り
高
く
広

が
っ
た
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
手
段
を
調
達
で
き
る
と
い
う
こ

と
、
こ
の
こ
と
が
国
家
の
住
民
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
そ
の
状
態
が
国

民
の
福
祉
で
あ
る
…
…
」
。
「
も
し
あ
る
国
に
お
い
て
勤
労
・
生
産
階
級

が
…
…
不
断
の
活
動
と
一
心
不
乱
の
勤
勉
さ
に
よ
っ
て
も
た
だ
毎
日
の

不
可
欠
の
欲
求
の
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
だ
け
し
か
獲
得
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
見
出
す
な
ら
、
私
た
ち
は
当

然
に
そ
の
国
を
貧
国
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
、
た
と
え
そ
の
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の

人
が
巨
万
の
富
を
所
有
し
て
い
る
と
し
て
も
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
生
活
欲
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求
の
充
足
の
度
合
い

（
46
（

」
が
国
民
福
祉
の
状
態
を
決
定
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
エ
ン
ゲ
ル
に
お
い
て
消
費
と
国
民
福
祉
の
問
題
は
、
人

間
の
生
を
支
え
る
基
本
的
欲
求
の
充
足
と
い
う
点
で
結
び
つ
い
て
お
り
、

家
計
研
究
は
後
者
と
の
関
連
に
お
い
て
、
十
分
に
進
展
さ
せ
ら
れ
る
べ

き
重
要
な
分
野
だ
っ
た
。
し
か
し
家
計
・
消
費
に
関
す
る
当
時
の
研
究

水
準
は
著
し
く
未
発
達
な
状
態
に
あ
っ
た

（
47
（

。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
貴
重
な
研
究
成
果
を
提
供
し
た
の
が
、
ベ
ル
ギ
ー

の
労
働
者
家
族
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
生
活
費
調
査
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
家
計
簿
を
資
料
と
し
た
こ
の
調
査
は
、
官
庁
の
主
導
で

執
り
行
わ
れ
た
数
少
な
い
本
格
的
な
研
究
の
一
つ
だ
っ
た
。
「
…
…
ベ

ル
ギ
ー
王
国
が
…
…
す
べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
の
中
で
、
人
口
の
き

わ
め
て
重
要
な
部
分
で
あ
る
消
費
と
生
活
費
を
で
き
る
か
ぎ
り
知
ろ
う

と
最
も
多
く
の
こ
と
を
行
っ
た

（
48
（

」
の
で
あ
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
、
一
八
五
三
年
と
一
八
九
一
年
に
実
施
さ
れ
た
二
つ
の

調
査
結
果
を
取
り
上
げ
、
子
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
調
査
の
焦
点

と
な
っ
た
の
は
、
各
世
帯
の
所
得
の
高
さ
と
、
そ
れ
に
消
費
が
占
め
る

割
合
の
関
係
で
あ
る
。

　

一
八
五
三
年
の
調
査
で
は
全
一
五
三
家
族
が
対
象
と
な
り
、
各
家
族

は
資
力
に
応
じ
て
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
。
第
一
階
級
（
四
八
家
族
（
、
第

二
階
級
（
五
一
家
族
（
、
第
三
階
級
（
五
四
家
族
（
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
。
「
第
一
階
級
。
ま
っ
た
く
資
産
の
な
い
（
貧

し
い
（
家
族
、
そ
の
所
得
が
彼
ら
の
生
活
維
持
を
賄
う
に
足
ら
ず
、
そ

れ
ゆ
え
公
的
慈
善
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
家
族
の
家
計
」
、
「
第

二
階
級
。
資
産
の
少
な
い
家
族
、
通
常
は
公
的
扶
助
を
必
要
と
し
な
い

が
、
し
か
し
ま
た
貯
蓄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
族
の
家
計
」
「
第
三

階
級
。
比
較
的
資
産
の
あ
る
家
族
、
生
存
の
た
め
に
何
ら
の
公
的
扶
助

を
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
な
お
幾
ら
か
を
老
後
の
た
め
に
貯
蓄
す
る
こ
と

の
で
き
る
家
族
の
家
計

（
49
（

」
。

　

エ
ン
ゲ
ル
は
各
階
級
の
家
計
の
構
成
を
検
討
す
る
う
ち
に
、
そ
こ
に

「
一
つ
の
自
然
法
則
」
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
エ
ン
ゲ
ル

は
こ
の
法
則
を
、
ベ
ル
ギ
ー
労
働
者
家
族
の
調
査
よ
り
以
前
に
、
ル
・

プ
レ
ら
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
家
計
研
究
の
検
討
か
ら
す
で
に
導

出
し
て
い
た
。
「
…
…
そ
れ
は
『
個
々
人
、
家
族
ま
た
は
国
民
が
貧
乏

で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
の
分
彼
ら
は
所
得
の
よ
り
大
き
な
割
合
を
肉

体
維
持
の
た
め
に
、
し
か
も
さ
ら
に
そ
の
う
ち
最
大
部
分
を
飲
食
物
の

た
め
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る

（
50
（

」
。
い

わ
ゆ
る
「
エ
ン
ゲ
ル
の
法
則
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
消
費
に
お

い
て
は
飲
食
物
へ
の
欲
求
が
一
次
的
な
位
置
を
占
め
る
。
「
飲
食
物
に

対
す
る
支
出
が
あ
ら
ゆ
る
資
産
階
級
に
お
い
て
高
い
割
合
を
占
め
て
い

る
こ
と
は
、
そ
れ
が
最
も
切
実
な
欲
求
で
あ
る
こ
と
の
数
値
に
よ
る
証

左
で
あ
る

（
51
（

」
。
肉
体
の
維
持
を
支
え
る
「
栄
養
の
た
め
の
支
出
の
度
合

い
が
人
口
の
物
質
的
状
態
の
確
実
な
尺
度

（
52
（

」
と
な
る
。
こ
う
し
て
家
計

調
査
に
は
、
「
…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
家
族
が
合
理
的
か
つ
十
分
に

栄
養
を
摂
り
う
る
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
と
い
う
目
的

（
53
（

」
が
付
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与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
際
エ
ン
ゲ
ル
は
栄
養
学
に
依
拠
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
当

時
の
生
理
学
や
化
学
の
知
見
を
援
用
し
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
、
『
い

か
に
し
て
安
く
上
手
に
食
事
を
摂
る
か
』
と
い
う
著
作
を
参
照
す
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
…
…
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
報
告
の
基
準
と

し
て
役
立
ち
う
る
正
常
値
を
見
つ
け
る
こ
と

（
54
（

」
だ
。
同
書
に
即
し
て
ま

ず
、
中
程
度
の
労
働
に
勤
し
む
成
人
男
子
が
一
日
に
必
要
と
す
る
栄
養

（
百
グ
ラ
ム
の
蛋
白
質
、
五
〇
グ
ラ
ム
の
脂
肪
、
五
百
グ
ラ
ム
の
炭
水
化
物
（
が
、

目
安
と
な
る
参
照
値
と
し
て
紹
介
さ
れ
る

（
55
（

。
こ
の
値
は
「
…
…
さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
・
年
齢
・
職
業
・
居
住
地
の
人
間
に
対
し
て
、
彼
ら
を
活

力
あ
る
状
態
に
維
持
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
し
て
、
生
理
学
者
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
食
糧
の
分
量
と
成
分

（
56
（

」
に

対
応
し
て
い
る
。
エ
ン
ゲ
ル
は
こ
れ
に
要
す
る
飲
食
費
を
生
計
費
調
査

の
基
準
に
据
え
、
そ
れ
を
「
限
界
数
値

（
57
（

（G
renzziffer

（
」
と
呼
ん
だ
。

エ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
限
界
数
値
は
生
存
最
低
限
（E

xistenz-

M
inim

um

（
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
58
（

」
。
と
い
う
の
も
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
こ
の
数
値
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
生
き
る

か
死
ぬ
か
で
は
な
く
、
労
働
者
が
活
力
あ
る
状
態
で
維
持
さ
れ
う
る
か

否
か
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
限
界
数
値
の
設
定
が
、
労
働
者
が
で
き
る
か
ぎ
り
効
率
よ
く
、

安
定
的
に
そ
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
と
い
う
、

一
定
の
合
理
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
必
ず
し
も
、
単
に
国
民
経
済
学
的
な
観
点
か
ら
の
み
な
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
エ
ン
ゲ
ル
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
社
会
的
平
等

の
問
題
を
見
て
い
る
か
ら
だ
。
エ
ン
ゲ
ル
は
、
二
つ
の
調
査
結
果
を
比

較
し
、
一
八
五
三
年
時
に
比
べ
て
一
八
九
一
年
時
に
は
労
働
者
家
族
の

生
活
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
る
と
小
括
す
る
。
そ
し
て
統
計
学
は
労
使

対
立
や
階
級
闘
争
の
緩
和
に
直
接
に
は
寄
与
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
続

け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

し
か
し
統
計
学
は
間
接
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
層
の
家
族
の
生

活
費
を
究
明
す
る
こ
と
で
、
そ
の
費
用
の
あ
ま
り
に
も
大
き
い
格
差

が
ま
す
ま
す
均
さ
れ
、
最
も
低
い
費
用
が
そ
の
際
一
歩
ず
つ
、
ヨ
ゼ

フ
・
ラ
ン
グ
が
一
八
一
一
年
に
国
民
福
祉
の
段
階
と
名
づ
け
た
そ
の

段
階
へ
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
成
功
す

れ
ば
、
闘
争
の
緩
和
に
大
い
に
貢
献
し
う
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
だ

ろ
う
。
私
た
ち
は
、
理
に
適
っ
た
肉
体
維
持
が
収
入
の
八
〇
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
を
決
し
て
要
求
せ
ず
、
そ
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
不
朽
の

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
述
べ
た
意
味
で
の
自
由
所
得
と
し

て
残
し
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
状
態
が
到
達
さ

れ
、
ま
た
現
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

（
59
（

。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
自
由
所
得
と
は
、
「
純
所
得
の
う
ち
、
生
産

者
の
不
可
欠
の
欲
求
を
満
た
し
た
後
に
な
お
残
存
す
る
部
分

（
60
（

」
で
あ
る
。
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こ
の
と
き
「
国
民
福
祉
」
の
名
の
も
と
で
再
度
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

各
階
級
間
の
平
等
に
加
え
て
、
生
存
の
維
持
に
す
べ
て
が
費
や
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
幾
ば
く
か
の
余
力
が
残
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
点

で
あ
る
。

四　

エ
ン
ゲ
ル
の
社
会
像
―
―
放
物
線
と
し
て
の
「
社
会
」

　

以
上
の
よ
う
に
エ
ン
ゲ
ル
の
社
会
改
革
は
、
労
働
者
の
生
存
を
脅
か

す
諸
問
題
に
対
し
て
、
費
用
価
値
・
収
益
価
値
と
い
う
経
済
学
的
な
概

念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
階
級
間
の
敵
対
関
係
の
解
消
を
図
ろ
う
と
す

る
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
際
、
階
級
対
立
の
調
停
が
、
経
済
学
的

な
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
規
範
的
な
含
意
を
強
く
含
む
、

法
・
権
利
、
責
任
の
問
題
と
し
て
重
ね
合
わ
せ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
も
特
徴
的
な
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
翻
っ
て
、
エ
ン
ゲ
ル
に
お
い
て
社
会
と
は
、
そ
う
し
た
敵

対
性
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
の
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
に
と
っ

て
社
会
は
、
他
の
諸
領
域
と
は
異
な
る
独
特
な
場
だ
。
こ
の
こ
と
は
、

一
八
七
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
統
計
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
統
計
学
研
究
一
般
」

と
い
う
、
エ
ン
ゲ
ル
が
自
身
の
統
計
学
観
に
つ
い
て
述
べ
た
論
説
に
お

い
て
す
で
に
表
れ
て
い
る
。

　

エ
ン
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
社
会
と
は
「
利
益
共
同
体
の
総
体
」
で
あ
り
、

世
帯
や
市
町
村
、
郡
、
州
、
国
家
と
い
っ
た
「
空
間
共
同
体
」
と
異
な
っ

て
、
「
統
一
的
組
織
を
欠
い
て
お
り
、
組
織
の
こ
の
欠
如
が
社
会
を
と

り
わ
け
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
」
。
そ
う
し
て
エ
ン
ゲ
ル
は
両
者
を

比
喩
的
に
、
同
心
円
と
放
物
線
が
描
か
れ
た
図
を
用
い
て
説
明
す
る

（
61
（

。

　

空
間
共
同
体
は
諸
々
の
同
心
円
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
直
径
は
そ
の
重
要
性
に
等
し
く
、
し
た
が
っ
て
家
族
世
帯
か
ら

上
昇
し
て
市
町
村
・
郡
・
州
・
国
家
へ
と
増
大
し
て
い
く
。
…
…
家

族
・
市
町
村
・
郡
・
州
・
国
家
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
個
々
の
人
間
に

そ
の
引
力
を
行
使
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
彼
を
囲
い
込
み
、
こ
れ
ら

の
共
同
体
へ
の
思
い
や
そ
れ
ら
へ
の
愛
が
、
行
く
先
々
で
彼
に
付
き

纏
う
。
彼
は
そ
れ
か
ら
ほ
と
ん
ど
脱
却
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
全
体
に
お
い
て
私
た
ち
が
社
会
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
利
益
共
同

体
は
、
同
心
円
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
諸
々
の
空
間
共
同
体
の
中
に
貫

入
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
相
互
の
間
で
階
級
的
関
連
を
欠
い

て
お
り
、
利
益
の
各
範
疇
は
、
し
た
が
っ
て
利
益
共
同
体
の
各
範
疇

は
、
他
の
も
の
に
無
頓
着
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
体
と
し

て
統
一
的
編
成
を
欠
く
。
空
間
共
同
体
が
人
間
の
生
に
お
け
る
求
心

的
原
理
を
示
す
の
に
対
し
て
、
利
益
と
利
益
共
同
体
は
遠
心
的
原
理

を
表
し
、
か
く
て
す
な
わ
ち
利
益
共
同
体
の
各
範
疇
は
放
物
線
状
の

飛
跡
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
は
各
々
の
人
間
に
対
し
て
そ
の

焦
点
を
た
だ
彼
の
自
我
（Ich

（
に
お
い
て
持
つ
の
で
あ
る

（
62
（

。
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こ
こ
で
、
利
益
共
同
体
の
総
体
た
る
社
会
の
準
拠
点
を
な
す
の
は
各

人
の
自
我
、
つ
ま
り
「
私
」
の
利
益
で
あ
る
。
個
人
を
包
摂
し
て
い
く

空
間
共
同
体
の
力
学
と
は
異
な
り
、
他
に
対
し
て
無
頓
着
に
、
そ
れ
自

体
と
し
て
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
個
人
の
私
的
利
益
が
結
節
点
と
な
り
、

そ
れ
ら
が
次
々
に
中
継
さ
れ
る
こ
と
で
放
物
線
を
描
い
て
伸
び
て
い
き
、

そ
の
連
な
り
が
社
会
の
輪
郭
と
な
る
。
こ
の
と
き
重
要
な
の
は
、「
…
…

社

会

的

利

益

に

故

郷

は

な

い
（
63
（

（D
as G

esellschaftsinteresse ist 

heim
athlos

（
」
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
の
言
葉
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る

な
ら
社
会
的
利
益
は
、
家
族
や
市
町
村
、
郡
、
州
、
国
家
、
い
ず
れ
の

空
間
共
同
体
よ
り
も
、
個
人
に
お
い
て
最
も
強
く
優
越
す
る
。
彼
に
と
っ

て
、
社
会
と
国
家
は
相
互
に
無
関
係
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
異
質
な

も
の
で
あ
る
。
「
国
家
と
社
会
は
同
時
に
存
立
す
る
。
そ
れ
ら
は
あ
ら

ゆ
る
場
所
で
交
錯
し
接
触
し
合
う
け
れ
ど
も
、
相
互
に
根
本
的
に
異
な

る
も
の
で
あ
る

（
64
（

」
。

　

こ
の
異
質
性
ゆ
え
に
、
国
家
は
直
接
社
会
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
エ
ン
ゲ
ル
は
言
う
。
「
国
家
は
社
会
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
程

度
に
し
か
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
国
家
も
誰
も
社
会
の

住
所
を
知
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
さ
に
い
た
る
と
こ
ろ
に
在
っ
て
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
個
人
」
は
「
国
家
・
市
町
村
が
社

会
に
対
し
て
効
果
的
に
働
き
か
け
う
る
唯
一
の
場
所
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
「
個
人
に
お
い
て
一
切
の
放
物
線
の
焦
点
が
合
流
す
る

（
65
（

」

か
ら
だ
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
社
会
認
識
に
立
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち

に
個
々
人
の
利
益
の
確
保
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

社
会
の
福
祉
と
同
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
利
益
の
均
斉
は
、
育
て

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
多
く

の
人
々
が
誤
っ
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
政
令
を
も
っ
て
は
決
し
て

な
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
…
こ
の
均
斉
を
作
り
出
し
、
持
続
的

に
維
持
す
る
手
段
を
知
る
者
は
、
社
会
の
最
大
の
善
行
者
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
人
は
決
し
て
見
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
あ

ら
ゆ
る
利
益
・
空
間
・
血
縁
・
信
仰
共
同
体
を
い
っ
し
ょ
く
た
に
し

て
大
き
な
ご
っ
た
煮
に
変
え
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
そ
の
同
じ
分
け
前

を
割
り
当
て
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
々
が
そ
う
で
な
か
っ
た
し
、
現

に
な
い
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
私
た
ち
の
図
形
が

明
瞭
に
教
え
て
い
る

（
66
（

。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
個
々
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を
同

質
な
も
の
と
見
な
し
て
一
律
に
配
分
す
る
こ
と
の
誤
り
と
、
そ
う
し
た

諸
利
益
の
調
整
を
上
か
ら
の
政
策
と
し
て
管
理
し
て
行
う
こ
と
の
困
難

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
生
的
な
性
質
を
持
つ
社
会
な
る
領
域
を
把
握
し
理

解
す
る
こ
と
は
依
然
難
し
い
。
し
か
し
エ
ン
ゲ
ル
に
よ
る
な
ら
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
人
間
共
同
体
の
学
」
た
る
統
計
学
は
、
「
そ
の
真
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の
本
質
を
知
ろ
う
と
試
み
る
」
。
そ
こ
で
エ
ン
ゲ
ル
が
提
案
し
て
い
る

の
は
、
統
計
調
査
に
よ
り
経
験
的
事
実
を
収
集
し
続
け
る
こ
と
で
、

「
…
…
よ
く
整
序
さ
れ
た
大
量
の
観
察
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

ふ
さ
わ
し
い
人
物
が
き
っ
と
現
れ
て
…
…
人
間
界
の
観
察
か
ら
人
類
の

秩
序
あ
る
世
界
を
生
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
信
仰
に
も
似

た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
だ
。
統
計
学
者
は
日
々
、
「
そ
の
秩
序
あ
る
世
界
の
建

設
の
た
め
の
土
台
と
な
る
も
の
を
運
び
集
め
る
荷
車
引
き

（
67
（

」
た
ろ
う
と

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

エ
ン
ゲ
ル
は
、
統
計
学
を
い
ず
れ
「
人
間
共
同
体
の
自
然
学
に
ま
で

高
め
ら
れ
る
」
も
の
と
し
た
。
自
然
科
学
が
自
然
の
運
行
に
法
則
を
見

出
し
た
よ
う
に
、
社
会
科
学
も
ま
た
社
会
の
運
行
を
司
る
法
則
を
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
可
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

エ
ン
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
法
則
科
学
の
探
求
者
と
し
て
の
彼
の

一
面
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
新
歴
史
学

派
や
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
い
っ
た
、
一
回
性
を
重
視
す
る
現
実

科
学
へ
の
志
向
を
基
調
と
し
た
後
続
の
論
者
た
ち
か
ら

（
68
（

、
エ
ン
ゲ
ル
を

分
か
つ
特
徴
で
も
あ
る
。

　

確
か
に
エ
ン
ゲ
ル
の
思
想
は
、
現
実
の
複
雑
性
や
特
殊
性
を
一
定
の

秩
序
の
も
と
に
統
括
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
点
で
、
そ
の
根

底
に
お
い
て
楽
観
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

単
な
る
法
則
科
学
の
一
言
で
は
形
容
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
厚
み
が
あ

る
。
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
エ
ン
ゲ
ル
に
お
い
て
人
間
の
経
済
的
価

値
を
巡
る
研
究
は
、
労
働
者
問
題
を
資
本
主
義
の
運
動
の
只
中
で
解
決

し
よ
う
と
試
み
る
も
の
だ
っ
た
。
「
人
間
の
価
値
」
を
、
生
の
目
的
な

る
も
の
の
措
定
を
通
じ
て
規
範
的
な
含
意
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
で
、

経
済
的
な
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
平
等
を
巡
る
法
・
権
利
の
問
題
と

し
て
も
捉
え
た
。
エ
ン
ゲ
ル
は
、
「
人
間
の
価
値
」
論
を
唱
え
る
こ
と

を
通
じ
て
、
人
間
を
単
に
労
働
力
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ

で
も
労
働
者
と
し
て
扱
う
と
い
う
理
路
を
採
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
彼

の
社
会
改
革
の
実
践
を
下
支
え
し
て
い
た
の
は
、
放
物
線
と
し
て
の
「
社

会
」
像
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
統
計
学
は
、
個
々
人
の
種
々
異
な
る
利

益
が
織
り
成
す
社
会
の
遠
心
的
な
力
学
を
、
そ
れ
自
体
困
難
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
法
則
と
し
て
把
捉
す
る
た
め
の
科
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 

（
た
か
お
か
・
ゆ
う
す
け
／
統
計
学
的
認
識
と
社
会
的
リ
ス
ク
（

注（
1
（ E. B

lenck, “E
ngel, E

rnst ”, in: A
llgem

eine D
eutsche B

iographie, 
B

d. 48, D
uncker &

 H
um

blot, B
erlin 1904, S. 363-369.

（
2
（ Ernst E

ngel, “D
as statistische Sem

inar und das Studium
 der 

Statistik überhaupt ”, in: Zeitschrift des K
öniglich Preussischen 

Statistischen B
ureaus, 11. Jg., 1871, S. 193.

（
以
下
、ZK

PSB

と
略
記
（

（
「
エ
ン
ゲ
ル
の
統
計
学
論
二
篇
」
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
編
『
統
計
学
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古
典
選
集
第
十
一
巻
』
、
森
戸
辰
男
訳
、
栗
田
書
店
、
一
九
四
二
年
、
四

二
二
頁
（

（
3
（ Ebd.

（
四
二
一
頁
（

（
4
（ Engel, “D

ie Volkszählungen, ihre Stellung zur W
issenschaft 

und ihre A
ufgabe in der G

eschichte ”,  ZK
PSB

, 2. Jg., 1862, S. 
30.

（
5
（ Erik G

rim
m

er-Solem
, T

he R
ise of H

istorical E
conom

ics and Social 

R
eform

 in G
erm

any 1864-1894, C
larendon Press, O

xford 2003, 
pp. 65-68, p. 70, pp. 131-132.

 
 

ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
の
思
想
を
内
在
的
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
イ
ア
ン
・

ハ
ッ
キ
ン
グ
の
研
究
が
あ
る
。C

f. Ian H
acking, “Prussian N

um
bers 

1860-1882 ”,  in: Lorenz K
rüger, Lorraine D

aston and M
ichael 

H
eidelberger 

（eds.

（, T
he Probabilistic R

evolution, vol. 1, T
he 

M
IT

 Press, C
am

bridge, M
ass. 1987, pp. 377-393.

（
「
プ
ロ
イ
セ
ン

の
数
―
―
一
八
六
〇
年
―
一
八
八
二
年
」
『
確
率
革
命
―
―
社
会
認
識
と

確
率
』
、
近
昭
夫
・
木
村
和
範
・
長
屋
政
勝
・
伊
藤
陽
一
・
杉
森
滉
一
訳
、

梓
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
三
一
九
―
三
四
七
頁
（
ハ
ッ
キ
ン
グ
は
そ
こ

で
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
統
計
学
の
歴
史
の
中
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
確
率
論
的
な

思
考
が
発
達
し
た
の
に
対
し
て
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ
う
で
な
か
っ
た

こ
と
、
第
二
に
そ
の
理
由
と
し
て
、
前
者
で
は
「
リ
ベ
ラ
ル
で
原
子
論
的
な
」

社
会
観
、
人
間
観
が
土
壌
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
一
方
で
、
後
者
で
は
社

会
や
人
間
に
つ
い
て
「
全
体
論
的
で
保
守
的
な
」
考
え
方
が
支
配
的
だ
っ

た
と
い
う
点
を
挙
げ
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
仮
説
の
も
と
で
、
ハ
ッ
キ
ン

グ
は
エ
ン
ゲ
ル
を
取
り
上
げ
、
大
量
の
数
値
デ
ー
タ
を
入
手
し
て
も
、
そ

こ
で
い
か
に
確
率
論
的
な
考
え
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
し
た
が
っ
て

統
治
の
一
戦
略
と
し
て
偶
然
を
利
用
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
を
論
証
す

る
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
。
本
稿
は
ハ
ッ
キ
ン
グ
の
研
究
に
多
く
を
負
い

な
が
ら
、
彼
が
自
身
の
テ
ー
ゼ
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
過
程
で
、
エ
ン
ゲ

ル
の
思
想
を
「
全
体
論
的
で
保
守
的
な
」
と
い
う
言
葉
で
特
徴
づ
け
た
が

ゆ
え
に
、
焦
点
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
側
面
に
検
討
を
加
え
る
試
み
で

あ
る
。

（
6
（ 

足
利
末
男
『
社
会
統
計
学
史
』
、
三
一
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
二
四
頁
。

た
だ
し
新
歴
史
学
派
、
社
会
政
策
学
派
、
講
壇
社
会
主
義
者
を
同
一
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
者
と
も
社
会
問
題
の
解
決
と
い
う
問
題
意
識
こ

そ
共
通
し
て
い
た
も
の
の
、
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
面
で
見
解
の

相
違
を
示
し
て
い
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
社
会
政
策
学
会
は
初
期
に
は

講
壇
社
会
主
義
に
対
立
的
な
立
場
を
採
る
自
由
主
義
派
を
有
力
な
潮
流
と

し
て
含
ん
で
い
た
し
、
講
壇
社
会
主
義
者
の
全
員
が
、
新
歴
史
学
派
の
よ

う
に
、
個
別
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
歴
史
の
細
目
研
究
を
方
法
論
的
原
理
と

し
て
重
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。C

f. 

田
村
信
一
「
国
民
経
済
か
ら

資
本
主
義
へ
」
、
住
谷
一
彦
・
八
木
紀
一
郎
編
『
歴
史
学
派
の
世
界
』
、
日

本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
、
五
七
頁
。

（
7
（ 労
働
者
問
題
に
対
す
る
エ
ン
ゲ
ル
の
早
期
か
ら
の
取
り
組
み
と
し
て
、
一

八
六
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
「
従
業
員
利
益
参
与
制
度
（Industrial 

Partnership

（
」

の

提

唱

が

挙

げ

ら

れ

る
。V

gl. E
ngel, “D

er 
A

rb
eitsvertrag

 u
n

d
 d

ie A
rb

eitsg
esellsch

aft ”,  in
: D

er 

A
rbeiterfreund, 5. Jg., 1867, S. 129-154. 

エ
ン
ゲ
ル
は
、
労
働
者
が
企

業
家
利
益
の
分
配
に
参
加
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
の
構
想
に
一
度
は
社

会
問
題
の
解
決
を
見
た
が
、
一
八
七
〇
年
代
に
入
り
再
び
社
会
改
革
に
取

り
組
む
こ
と
に
な
る
。

（
8
（ Engel, D

er W
erth des M

enschen, 1. T
heil: D

er K
ostenw

erth des 
M

enschen, Leonhard Sim
ion, B

erlin 1883, S. 1.

（
「
人
間
の
価
値
」

『
統
計
学
古
典
選
集
第
十
一
巻
』
、
二
〇
九
頁
（
な
お
同
書
序
言
に
よ
れ
ば
、

エ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
著
作
を
当
初
二
部
構
成
で
構
想
し
て
い
た
（
第
一
部
「
人

間
の
費
用
価
値
」
、
第
二
部
「
人
間
の
収
益
価
値
」
（
。
し
か
し
彼
の
存
命
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中
に
第
二
部
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
9
（ Vgl. R

udolf G
oldscheid, “M

enschenökonom
ie ”,  in: Ludw

ig 
H

e
y

d
e

 

（h
g

.

（,  In
tern

a
tion

a
les H

a
n

d
w

örterbu
ch

 d
es 

G
ew

erksch
a

ftsw
esen

s, B
d

. 2
, W

e
rk

 u
n

d
 W

irtsch
aft 

Verlagsaktiengesellschaft, B
erlin 1932, S. 1115.

（
10
（ 

市
野
川
容
孝
『
社
会
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
七
頁
。

（
11
（ Engel, D

er W
erth des M

enschen, S. 3.

（
二
一
二
頁
（

（
12
（ Ebd., S. 5.
（
二
一
五
―
二
一
六
頁
（

（
13
（ Ebd., S. 20f.
（
二
四
四
頁
（

（
14
（ Ebd., S. 21.

（
同
（
『
国
富
論
』
に
お
け
る
該
当
箇
所
は
、
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
『
国
富
論
（
一
（
』
、
水
田
洋
監
訳
、
杉
山
忠
平
訳
、
二
〇
〇
〇
年
、

岩
波
文
庫
、
一
七
九
―
一
八
〇
頁
。

（
15
（ Ebd., S. 22f.

（
二
四
七
―
二
四
八
頁
（

（
16
（ Ebd., S. 23.

（
二
四
八
―
二
四
九
頁
（

（
17
（ Ebd., S. 24f.

（
二
五
一
頁
（

（
18
（ Ebd., S. 39.

（
二
七
七
頁
（
な
お
エ
ン
ゲ
ル
は
別
の
箇
所
で
、
「
社
会
主

義
学
派
の
創
設
者
」
と
し
て
フ
ー
リ
エ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。V

gl. 
E

ngel, “D
er A

rbeitsvertrag und die A
rbeitsgesellschaft ”, S. 

132. 

仮
に
フ
ー
リ
エ
の
思
想
を
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ル
ツ
の
言
を
借

り
て
、
「
社
会
状
態
の
普
遍
的
調
和
の
基
礎
を
、
ま
さ
に
人
間
の
諸
性
向

の
最
も
自
由
で
最
も
全
面
的
な
発
達
に
置
こ
う
と
す
る
」
も
の
と
特
徴
づ

け
る
な
ら
（cf. 

植
村
邦
彦
「
ド
イ
ツ
初
期
社
会
主
義
と
経
済
学
」
、
経
済

学
史
学
会
編
『
経
済
学
史
―
―
課
題
と
展
望
』
、
九
州
大
学
出
版
会
、
一

九
九
二
年
、
一
二
一
頁
（
、
こ
こ
で
の
「
社
会
主
義
学
派
」
は
フ
ラ
ン
ス

初
期
社
会
主
義
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
19
（ Engel, D

er W
erth des M

enschen, S. 40.

（
二
七
八
頁
（

（
20
（ Ebd., S. 50.

（
二
九
六
頁
（

（
21
（ Ebd., S. 51f.

（
二
九
九
頁
（

（
22
（ 

藤
本
武
「
労
働
災
害
の
歴
史
（
I
（
―
―
欧
米
諸
国
を
中
心
と
し
て
」『
労

働
科
学
』
、
四
七
巻
二
号
、
労
働
科
学
研
究
所
、
一
九
七
一
年
、
五
六
―

六
一
頁
。

（
23
（ Engel, D

er W
erth des M

enschen, S. 12.

（
二
二
八
頁
（

（
24
（ 

カ
ル
ロ
・
チ
ポ
ラ
『
経
済
発
展
と
世
界
人
口
』
、
川
久
保
公
夫
・
堀
内
一

徳
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
二
年
、
四
九
頁
。

（
25
（ Engel,  “D

as Zeitalter des D
am

pfes in technisch-statistischer 
B

eleuchtung ”, ZK
PSB

, 19. Jg., 1879, S. 251.

（
26
（ Ebd., S. 299.

（
27
（ Ebd., S. 314.

（
28
（ Engel,  “Zur Statistik der D

am
pfkessel und D

am
pfm

aschinen in 
allen Ländern der E

rde ”, ZK
PSB

, 14. Jg., 1874, S. 268f.

（
29
（ Engel,  “D

ie tödtlichen und nicht tödtlichen Verunglückungen 
im

 preussischen Staate im
 Jahre 1879 und in früherer Zeit ”, 

ZK
PSB

, 21. Jg., 1881, S. 65.

（
30
（ Engel, “D

ie Statistik der M
orbidität, Invalidität und M

ortalität, 
so

w
ie d

er U
n

fall- u
n

d
 In

valid
itätsversich

eru
n

g
 d

er 
E

rw
erbsthätigen ”, ZK

PSB
, 16. Jg., 1876, S. 129.

（
31
（ Ebd., S. 140.

（
32
（ Ebd., S. 129.

（
33
（ Engel, “D

as Zeitalter des D
am

pfes in technisch-statistischer 
B

eleuchtung 

（F
ortsetzung und Schluss

（”,  ZK
P

SB
, 20. Jg., 

1880, S. 53.

（
34
（ Ebd.

（
35
（ Ebd., S. 63.

（
36
（ Ebd., S. 65-70.

（
37
（ Ebd., S. 74.

（
38
（ Ebd., S. 73f. 

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
賠
償
責
任
法
」
は
、
日
本
の
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研
究
蓄
積
の
中
で
「
ラ
イ
ヒ
（
使
用
者
（
責
任
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
当
時
、
労
働
者
と
使
用
者
の
双
方
に
と
っ
て
益

す
る
こ
と
の
な
い
不
適
当
な
も
の
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
。C

f. 

西

村
健
一
郎
「
ド
イ
ツ
労
働
災
害
補
償
法
の
生
成
に
関
す
る
一
考
察
（
一
（
」

『
民
商
法
雑
誌
』
、
六
五
巻
四
号
、
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
、
五
四
四
―
五

四
七
頁
、
木
下
秀
雄
『
ビ
ス
マ
ル
ク
労
働
者
保
険
法
成
立
史
』
、
有
斐
閣
、

一
九
九
七
年
、
二
六
頁
。

（
39
（ Engel, “D

ie Statistik der M
orbidität, Invalidität und M

ortalität ”,  
S. 144.

（
40
（ Engel, “D

as Zeitalter des D
am

pfes in technisch-statistischer 
B

eleuchtung 

（Fortsetzung und Schluss

（”,  S. 74.

（
41
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は
じ
め
に

　

「
国
民
」
あ
る
い
は
「
国
民
国
家
」
が
近
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
所

産
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
の
社
会
科
学
に
お
い
て
は
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
た
常
識
に
属
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
こ
で
し
ば
し
ば
「
国
民
化
」

と
し
て
語
ら
れ
る
統
合
と
主
体
化
が
、
女
性
と
い
っ
た
従
来
そ
こ
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
た
集
団
を
も
対
象
に
、
か
つ
て
な
い
規
模
と
内
容
と
に

お
い
て
徹
底
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
総
力
戦
と
結
び
つ
い
た
二
十
世
紀

の
現
象
で
あ
っ
た
と
の
認
識
も
、
い
ま
や
定
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る

と
い
え
よ
う

（
1
（

。
「
国
民
」
概
念
の
こ
う
し
た
目
新
し
さ
を
、
後
世
の
知

見
と
の
み
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
。
本
稿
は
、
戦
時
期
日
本
の
思
想

言
論
を
「
協
同
体
」
論
と
い
う
視
角
か
ら
読
み
解
く
こ
と
を
通
じ
て
、

こ
の
時
期
に
新
た
な
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
、
あ
る
い
は
構
想
さ
れ
た

「
国
民
」
像
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

有
馬
学
に
よ
れ
ば
、
総
力
戦
の
時
代
を
含
め
た
昭
和
戦
前
期
は
、「
『
国

民
大
衆
』
の
時
代
」
と
い
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
た

（
2
（

。
以
下
で
確
認

し
て
い
く
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
生
活
者
と
し
て
の
国
民
が
、
参
加
的
主

体
と
し
て
、
ま
た
、
社
会
的
・
国
家
的
な
関
心
の
対
象
と
し
て
発
見
さ

れ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
「
協
同
体
」
論
と
は
、
日
中
戦
争
下
に

お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
国
民
の
あ
り
方
を
「
国
民
協
同
体
」
と

位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
時
代
の
転
換
を
表
現
し
、
ま
た
そ
れ
に
介
入
し

た
一
連
の
言
説
で
あ
る
。
日
中
戦
争
の
解
決
を
め
ぐ
り
知
識
人
た
ち
か

ら
提
起
さ
れ
た
「
東
亜
協
同
体
」
論
は
、
国
内
改
革
の
必
要
性
の
強
調

〈
公
募
論
文
〉

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
「
協
同
体
」
論
と
国
民
統
合

【
三
木
清
に
お
け
る
「
社
会
性
」
の
視
座
か
ら
】

奥
村
勇
斗



社会思想史研究　No. 35　2011

●　100

を
特
色
と
し
て
い
た

（
3
（

。
そ
し
て
、
こ
の
国
内
改
革
の
訴
え
は
、
と
り
わ

け
社
会
事
業
・
社
会
政
策
の
視
点
に
立
つ
論
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
お
い

て
「
国
民
協
同
体
」
の
問
題
と
し
て
広
範
な
波
及
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
「
協
同
体
」
論
の
諸
説
を
、
当
時
か
ら
「
東
亜
協
同
体
」
論
の

主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
「
協
同
主
義
」
な
る
原
理
の
提
唱
者
で

も
あ
っ
た
三
木
清
の
思
想
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
本

稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

従
来
、
三
木
の
戦
時
言
論
に
つ
い
て
は
、
「
東
亜
協
同
体
」
論
と
日

本
の
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
と
の
関
係
が
主
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て

き
た

（
4
（

。
だ
が
、
「
東
亜
協
同
体
」
論
が
国
内
改
革
を
主
要
な
課
題
と
し

て
論
じ
て
い
た
事
実
を
考
え
れ
ば
、
彼
の
「
協
同
体
」
論
・「
協
同
主
義
」

の
帯
び
た
「
国
民
」
構
想
と
し
て
の
次
元
を
軽
視
し
て
よ
い
も
の
で
は

な
い
。
当
時
の
言
論
を
牽
引
し
た
ば
か
り
で
な
く
、「
民
族
」
や
「
国
民
」
、

あ
る
い
は
「
日
本
」
を
め
ぐ
る
言
説
へ
の
批
判
意
識
を
通
じ
て
一
連
の

議
論
を
提
出
し
て
い
た
三
木
の
存
在
は
、
「
協
同
体
」
と
い
う
主
題
の

帯
び
る
両
義
性
を
最
も
明
瞭
に
示
す
事
例
と
し
て
、
当
時
の
論
者
た
ち

の
問
題
構
成
を
内
在
的
に
解
明
す
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で

あ
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
三
木
に
お
け
る
「
協
同
体
」
論
が
ど
の
よ
う
な

戦
前
か
ら
の
問
題
意
識
を
背
景
と
し
て
戦
時
下
の
思
想
課
題
を
見
出
す

こ
と
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
（
「
一
」
（
。
次
い
で
、

「
協
同
体
」
論
の
登
場
が
当
時
の
社
会
政
策
・
社
会
事
業
の
領
域
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た
か
、
を
概
観
し
（
「
二
」
（
、
そ
の
上
で
、

こ
の
「
協
同
」
像
に
お
い
て
、
戦
時
の
「
生
産
力
」
主
義
的
な
要
求
と

「
生
活
」
「
生
命
」
に
対
す
る
新
た
な
認
識
へ
の
訴
え
と
が
い
か
に
し
て

「
国
民
」
の
名
の
下
に
結
合
さ
れ
て
い
た
か
、
を
確
認
す
る
（
「
三
」
（
。

そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
考
察
の
結
び
と
し
て
、
出
発
に
お
い
て
旧
来

の
国
民
像
へ
の
挑
戦
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
「
協
同
体
」
と
い
う
表
象

が
国
民
統
合
の
論
理
へ
と
接
近
し
て
し
ま
う
そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な

課
題
を
提
起
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
問
題
を
、
「
間
柄
」
（
和
辻
哲
郎
（

と
い
っ
た
概
念
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
社
会
性
」
へ
考
察
の
目

を
向
け
て
い
た
三
木
の
思
索
に
立
ち
返
り
な
が
ら
、
改
め
て
論
じ
る

（
「
お
わ
り
に
」
（
。

一　

三
木
清
に
お
け
る
「
協
同
体
」
論
の
成
立

　

一
九
三
七
年
七
月
に
勃
発
し
た
「
支
那
事
変
」
は
、
日
本
の
社
会
・

経
済
に
「
画
期
的
」
と
も
評
さ
れ
る
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

「
事
変
を
契
機
と
し
て
前
景
に
お
し
出
さ
れ
た
国
民
経
済
の
主
体
と
し

て
の
国
家
」
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
「
生
産
力
拡
充
」
は
、
軍
需
を
中

心
と
す
る
「
工
業
労
働
力
の
無
制
約
的
需
要
」
を
招
き
、「
重
工
業
中
心
」

へ
の
「
産
業
機
構
の
再
編
成
」
と
い
う
「
歴
史
的
」
転
換
を
結
果
し
て

い
た
で
あ
る

（
5
（

。
大
河
内
一
男
に
よ
れ
ば
、
こ
の
再
編
成
を
担
う
「
経
済

国
家
」
の
登
場
は
、
同
時
に
「
社
会
国
家
」
登
場
の
必
然
性
を
も
意
味
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し
、
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
明
治
以
来
の
経
済
機
構
の
「
解
体
」
で

あ
っ
た

（
6
（

。
社
会
政
策
の
領
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
事
変
前
か
ら
「
戦

争
と
社
会
政
策
」
あ
る
い
は
「
『
統
制
』
へ
の
期
待
」
と
い
っ
た
主
題

が
語
ら
れ
て
は
い
た
が

（
7
（

、
現
実
の
戦
時
経
済
は
重
工
業
化
と
い
う
か
た

ち
を
と
っ
て
そ
の
広
範
な
影
響
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

後
に
見
る
よ
う
に
、
三
木
清
の
「
協
同
体
」
と
い
う
提
起
も
ま
た
、

こ
う
し
た
社
会
政
策
を
め
ぐ
る
論
議
と
関
わ
っ
て
い
く
性
質
を
帯
び
て

い
た
。
だ
が
、
「
協
同
体
」
論
へ
至
る
以
前
の
三
木
が
当
初
、
戦
時
経

済
の
影
響
に
寄
せ
た
関
心
は
、
や
や
異
な
る
視
角
を
う
か
が
わ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
三
木
が
事
変
勃
発
直
後
に
目
を
向
け
た
の
は
、
そ
の
「
大

衆
の
生
活
」
へ
の
影
響
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
活
の
合
理
化
」
の

要
請
が
「
従
来
西
洋
カ
ブ
レ
の
、
非
日
本
的
な
も
の
と
せ
ら
れ
て
き
た

こ
と
」
の
日
常
生
活
へ
の
進
出
を
促
し
、
「
日
本
的
／
西
洋
的
」
な
る

対
立
が
無
効
化
さ
れ
て
い
く
事
態
で
あ
っ
た

（
8
（

。

　

開
戦
以
前
か
ら
三
木
は
、
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
、
「
日
本
的
（
東
洋
的
（
」
対
「
西
洋
的
」
な
る
対
立
の
強
調
の
動

き
に
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
た
。
三
木
は
、
和
辻
哲
郎
の
用
語
法
を
暗

黙
の
標
的
に
、
「
間
柄
」
と
い
っ
た
語
彙
に
よ
る
「
日
本
的
な
も
の
」

の
「
倫
理
」
化
が
現
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
日
本
の
フ
ァ
シ
ズ
ム

化
に
貢
献
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
注
意
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
9
（

。
三

木
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
は
、
「
西
洋
的
」
と
「
近
代
的
」

と
を
混
同
す
る
こ
と
で
、
「
近
代
性
（
モ
ダ
ニ
テ
ィ
（
」
に
対
す
る
要
求

を
抑
圧
し
、「
生
活
の
近
代
化
」
、
さ
ら
に
は
「
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
」
の
「
近

代
化
」
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
10
（

。
事
変
の
勃
発
は
、
三

木
に
こ
の
批
判
の
必
要
を
再
確
認
さ
せ
る
と
同
時
に
、
新
た
な
局
面
を

予
期
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

「
日
本
的
な
も
の
と
西
洋
的
な
も
の
と
の
間
の
混
乱
」
と
い
う
誤
っ

た
表
象
に
訴
え
る
こ
と
で
「
工
業
や
軍
備
」
に
お
い
て
は
「
西
洋
的
な

も
の
」
を
発
達
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
他
の
文
化
の
状
態
を
「
日
本
固

有
の
も
の
」
へ
と
押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
論
者
の
存
在
に
つ
い
て
引

き
続
き
警
戒
を
促
し
な
が
ら

（
11
（

、
三
木
は
、
こ
の
観
察
を
一
年
半
後
に
改

め
て
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
要
請
す
る
重
工
業
化
が
日
本

社
会
全
体
、
と
り
わ
け
「
農
村
」
や
「
婦
人
の
生
活
」
と
い
っ
た
領
域

に
対
し
て
、「
封
建
的
な
も
の
の
清
掃
」
と
い
う
べ
き
作
用
を
も
た
ら
す
、

と
の
考
え
か
ら
、
「
産
業
」
へ
の
吸
収
を
通
じ
て
「
変
化
し
た
生
活
」

を
生
き
る
「
大
衆
」
の
存
在
が
「
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
復
活
の
努

力
」
を
無
効
化
す
る
と
と
も
に
、
彼
ら
の
生
活
に
お
け
る
「
資
本
主
義

文
化
の
種
々
の
弊
害
」
の
増
大
が
「
新
し
い
制
度
」
へ
向
け
た
「
革
新
」

の
実
施
を
不
可
避
に
す
る
、
と
予
測
し
た
の
で
あ
る

（
12
（

。

　

こ
う
し
た
観
察
に
お
い
て
三
木
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る

「
近
代
性
」
に
は
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
た
。
「
近
代
性
」

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
三
木
が
「
世
界
大
戦
の
頃
か
ら
」
普
及
し
始

め
た
「
ラ
ジ
オ
」
や
「
飛
行
機
」
、
あ
る
い
は
「
映
画
」
を
挙
げ
て
い

た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
今
日
で
は
単
に
西
洋
的
な
も
の
で
な
く
、
世
界
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的
な
も
の
」
を
意
味
し
て
お
り

（
13
（

、
実
際
、
三
木
が
戦
時
を
通
じ
た
日
本

社
会
の
「
近
代
化
」
に
か
け
た
期
待
は
、
西
洋
に
対
す
る
遅
れ
の
解
消

や
、
近
代
文
化
の
い
っ
そ
う
の
受
容
と
い
っ
た
消
極
的
な
論
点
に
留
ま

り
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

国
民
主
義
的
全
体
主
義
と
の
対
立
を
意
識
し
な
が
ら
、
三
木
が
着
目

し
て
い
た
の
は
、
「
科
学
及
び
技
術
の
発
達
、
そ
れ
に
基
づ
く
生
産
並

び
に
交
通
の
発
達
の
結
果
は
、
世
界
の
各
部
分
を
相
互
に
最
も
密
接
な

連
関
に
お
」
く
こ
と
で
「
一
全
体
と
し
て
の
世
界
」
を
現
実
化
し
つ
つ

あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た

（
14
（

。
三
木
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
生
産
と

交
通
の
発
達
の
事
実
そ
の
も
の
が
環
境
決
定
説
的
な
「
国
民
性
」
論
を

退
け
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず

（
15
（

、
こ
う
し
て
現
出
し
つ
つ
あ
る
「
世

界
」
そ
れ
自
体
が
ま
た
、「
国
民
主
義
」
の
「
世
界
的
」
普
及
を
通
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
主
義
を
限
界
づ
け
る
存
在
で
も
あ
っ
た

（
16
（

。
そ
し
て
、

三
木
は
、
従
来
「
閉
じ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
社
会
が
「
ど
う
し
て
も
開

か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
く
な
っ
て
来
た
」
と
い
う
こ
の
現
実
に
関
わ
る
も

の
と
し
て
、
「
支
那
問
題
」
が
日
本
に
と
っ
て
持
つ
べ
き
重
要
性
を
、

事
変
以
前
か
ら
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る

（
17
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
三
木
は
、
戦
時
下
の
社
会
再
編
に
対
す
る
認
識
と
並
行

し
て
、
戦
争
そ
の
も
の
が
提
起
す
る
課
題
を
、
「
帝
国
主
義
」
に
代
わ

る
「
世
界
」
形
成
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
「
資
本
主
義
の
問
題
の
解
決
」

に
あ
る
と
論
じ
、
「
世
界
史
の
哲
学
」
と
い
う
課
題
を
提
起
し
て
い
た

（
18
（

。

そ
し
て
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
関
・
昭
和
研
究
会
で
の
活
動
を
通
じ
て
三

木
が
提
出
し
た
戦
争
解
決
方
針
が
、
「
東
亜
協
同
体
」
建
設
と
そ
の
た

め
の
「
国
内
改
革
」
、
そ
の
原
理
と
し
て
の
「
協
同
主
義
」
で
あ
っ
た

（
19
（

。

　

三
木
は
こ
の
「
協
同
体
」
を
近
代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
内
に
止
揚

し
た
「
新
し
い
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
理
念
」
と
位
置
づ
け
た
が

（
20
（

、
こ

の
理
念
の
提
示
は
三
木
に
と
っ
て
直
線
的
に
導
か
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
三
木
は
、
か
つ
て
一
九
三
五
年
に
「
今
日
我

が
国
の
社
会
学
者
及
び
哲
学
者
の
間
で
次
第
に
流
行
し
て
来
た
『
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
』
（
協
同
社
会
（
の
理
論
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
」

の
必
要
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る

（
21
（

。
こ
の
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
へ

の
言
及
は
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
動
向
と
関
係
し
て
い
た
と

推
察
さ
れ
る
。
三
木
が
そ
こ
で
続
け
て
述
べ
て
い
た
「
国
民
主
義
」
へ

の
批
判
か
ら
見
て
、「
国
民
的
（
共
同
社
会
的
（
」
対
「
資
本
主
義
的
（
利

益
社
会
的

（
22
（

（
」
と
い
う
図
式
を
早
く
か
ら
提
示
し
て
い
た
和
辻
哲
郎
の

存
在
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ば

か
り
で
な
か
っ
た
。
前
年
の
終
わ
り
か
ら
そ
の
年
の
初
め
に
か
け
て
は
、

田
辺
元
が
「
ト
ェ
ン
ニ
ェ
ス
〔Ferdinand Tönnies

〕
の
共
同
社
会

と
利
益
社
会
の
区
別
」
に
多
く
論
及
し
な
が
ら
自
身
の
「
種
の
論
理
」

の
体
系
化
を
試
み
た
論
文
「
社
会
存
在
の
論
理
」
を
発
表
し
て
お
り

（
23
（

、

さ
ら
に
、
そ
の
田
辺
か
ら
の
批
判
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
三
木
の
師
・

西
田
幾
多
郎
の
用
語
法
に
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
の
語
が
浮
上
し
た

の
も
同
じ
年
の
初
め
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
24
（

。
こ
の
思
想
展
開
を
通
じ
て
田

辺
や
西
田
が
必
ず
し
も
国
民
主
義
・
民
族
主
義
と
い
っ
た
立
場
を
単
純
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に
表
明
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
和
辻
の
よ
う
な
論
者

に
お
い
て
「
国
民
」
の
超
階
級
性
と
本
来
性
と
を
保
証
す
る
も
の
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
が
哲
学
的
語
彙
と
し
て

大
き
な
役
割
を
担
い
始
め
た
事
態
は
、
資
本
主
義
的
階
級
社
会
を
「
非

社
会
的
な
社
会

（
25
（

」
と
位
置
づ
け
て
い
た
三
木
に
と
っ
て
無
視
し
得
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
「
共
同
社
会
」

と
訳
し
直
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
に
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
「
新

し
い
協
同
社
会
」
を
語
り
始
め
た
と
き

（
26
（

、
実
際
、
三
木
は
こ
の
課
題
を

忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

三
木
の
い
う
「
非
社
会
的
な
社
会
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
経
済
学

批
判
序
説
」（
一
八
五
七
年
（
に
お
い
て
展
開
し
た
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
」

に
関
す
る
記
述
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る

（
27
（

。
そ
れ
は
、
か
つ
て
な
く

発
達
し
た
社
会
的
諸
関
係
の
下
で
「
個
人
が
個
人
と
し
て
互
に
独
立
し

孤
立
し
て
い
る
」
社
会
を
意
味
し
た

（
28
（

。
そ
し
て
、
三
木
は
こ
の
社
会
の

よ
り
現
代
的
な
形
態
を
、
二
十
世
紀
へ
の
転
換
ご
ろ
か
ら
の
「
生
」
の

概
念
の
台
頭
と
い
う
、
ジ
ン
メ
ル
（G

eorg Sim
m

el

（
の
『
現
代
文
化

の
葛
藤
』
（
一
九
一
八
年
（
に
お
け
る
洞
察
に
結
び
付
け
な
が
ら
論
じ
て

い
た
。
三
木
に
よ
れ
ば
、
「
生
」
の
概
念
の
登
場
は
、
十
九
世
紀
に
大

き
な
位
置
を
占
め
た
「
社
会
」
と
い
う
主
題
が
後
景
に
退
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
「
た
だ
社
会
は
我
々
に
と
っ
て
…
…
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
現
実
主
義
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
が
如
き
深
刻
な
社
会
で

あ
る
。
社
会
は
階
級
社
会
の
概
念
に
よ
っ
て
い
わ
ば
そ
の
極
限
に
ま
で

追
い
詰
め
ら
れ
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
見
出
さ
れ
た
社
会
は
最
も
非
社

会
的
な
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
他
方
…
…
二
十
世
紀
の
初
に
お
け
る

多
か
れ
少
な
か
れ
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
生
の
概
念
は
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る

『
実
存
』
の
概
念
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
上
に

お
か
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
極
限
に
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
た

（
29
（

。
」

　

「
東
亜
協
同
体
」
の
提
唱
に
踏
み
切
っ
た
際
の
三
木
の
議
論
に
も
、

こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
抽
象
化
」
す
る
近
代
社
会
に
対
す
る
認
識
が

刻
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
、
三
木
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
的
「
開
放
性
」
に
対
し
て
、
「
民
族
」
と
い
っ
た
「
閉
鎖
的
な
自
己

同
一
」
に
止
ま
る
「
全
体
」
概
念
を
も
っ
て
応
え
る
の
は
一
面
的
で
し

か
な
い
。
同
じ
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
の
語
を
用
い
な
が
ら
も
彼
が

提
示
す
る
の
は
、
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
開
放
性
、
公
共
性
、
世
界
性
」

の
制
約
を
も
超
え
て
「
真
に
開
放
的
」
な
「
人
類
社
会
」
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

テ
ィ
（
と
い
う
「
真
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
、
す
な
わ
ち
「
世
界
」

の
実
現
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た

（
30
（

。
「
今
日
想
見
さ
れ
る
新
し
い

社
会
秩
序
が
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
近

代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
対
し
て
一
層
高
度
に
『
世
界
』
と
い
う
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
自
己
の
う
ち
に
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
べ
き
で

あ
っ
て
、
封
建
的
な
も
の
へ
の
逆
転
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
…
…
近

代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
な
お
未
だ
世
界
的
で
な
か
っ
た
。
新
し
い
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
一
層
世
界
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

（
31
（

。
」

　

そ
れ
ゆ
え
、
三
木
は
実
現
さ
れ
る
「
東
亜
協
同
体
」
が
そ
の
う
ち
に
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個
性
や
独
自
性
を
保
持
し
た
「
諸
民
族
」
を
「
開
放
的
」
に
含
む
べ
き

こ
と
を
強
調
し
た
が
、
こ
の
課
題
が
地
域
主
義
的
に
解
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
と
繰
り
返
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
世
界
は
本
質
的
に
は
場
所
の
広

狭
に
か
か
わ
り
な
く
到
る
処
に
お
い
て
実
現
さ
れ
得
る
」
の
で
あ
り

（
32
（

、

「
東
亜
協
同
体
の
原
理
」
は
「
日
本
そ
の
も
の
の
原
理
」
の
問
題
と
し

て
「
国
民
協
同
体
」
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
33
（

。

　

こ
う
し
て
三
木
が
用
い
た
「
共
」
と
「
協
」
と
の
区
別
は
当
時
か
ら

論
者
た
ち
の
関
心
を
引
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
東
洋
諸
民
族
」
の

抱
え
る
「
共
同
体
的
性
格
」
に
着
目
す
る
橘
樸
は
、
三
木
の
協
同
体
論

に
対
し
て
、
「
現
在
の
日
本
は
明
か
に
共
同
体
で
あ
」
る
と
そ
の
観
念

性
を
批
判
し
、
民
族
間
の
関
係
を
「
協
」
と
し
、
社
会
的
結
合
は
あ
く

ま
で
「
共
」
と
と
ら
え
る
べ
き
と
の
理
解
を
語
っ
て
い
た

（
34
（

。

　

だ
が
、
次
節
に
見
る
よ
う
に
、
三
木
に
代
表
さ
れ
る
協
同
体
論
は
、

社
会
的
結
合
を
「
協
同
体
」
と
し
て
と
ら
え
直
す
そ
の
こ
と
に
お
い
て

ま
さ
に
大
き
な
反
響
を
持
っ
た
と
い
え
る
。
「
東
亜
協
同
体
」
建
設
を

め
ぐ
っ
て
の
国
内
改
革
の
強
調
は
、
「
国
民
協
同
体
」
を
唱
え
る
一
群

の
議
論
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

二　

「
協
同
体
」
論
の
諸
相
と
「
国
民
」
と
い
う
主
題

　

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
三
木
に
お
け
る
「
協
同
体
」
あ
る
い
は
「
協

同
主
義
」
の
提
起
は
、
生
産
と
交
通
の
世
界
的
規
模
で
の
発
達
、
あ
る

い
は
社
会
的
諸
関
係
の
高
度
化
と
で
も
い
う
べ
き
、
す
で
に
三
〇
年
代

を
通
じ
て
提
出
さ
れ
て
い
た
状
況
認
識
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
一
方
で

の
、
日
本
帝
国
主
義
と
中
国
民
族
主
義
と
の
戦
争
そ
の
も
の
が
帯
び
る

「
世
界
史
的
」
性
格
へ
の
着
目
と
、
他
方
で
の
、
戦
時
工
業
化
が
日
本

社
会
と
大
衆
生
活
へ
も
た
ら
す
衝
撃
へ
の
見
通
し
と
を
通
じ
て
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
の
「
東
亜
協
同

体
」
と
い
う
理
念
と
国
内
改
革
の
訴
え
と
は
、
「
非
社
会
的
な
社
会
」

た
る
資
本
主
義
の
現
実
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
概
念
に
示
さ
れ
る
よ
う

な
閉
鎖
的
全
体
観
と
の
双
方
に
対
し
て
、
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
「
世
界
」

の
可
能
性
を
対
置
す
る
こ
と
に
原
理
的
な
課
題
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
課
題
意
識
そ
の
も
の
は
三
木
独
自
の
色
彩

を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
や
が
て
彼
の
技
術

論
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
戦
時
の
産
業

再
編
が
日
本
社
会
に
及
ぼ
す
衝
撃
に
対
す
る
認
識
と
、
そ
し
て
ま
た
、

「
全
体
主
義
的
統
制
」
「
上
か
ら
の
官
僚
主
義
的
統
制
」
に
対
し
て
、「
自

主
的
な
協
同
」
、
「
下
か
ら
の
組
織
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体

的
統
制
の
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る

（
35
（

」
と
す
る
そ
の
明
確
な
志
向
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
に
立
つ
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。

　

戦
時
の
産
業
再
編
を
新
た
な
協
同
性
確
立
の
可
能
性
へ
と
結
び
つ
け

た
論
者
と
し
て
、
風
早
八
十
二
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
風
早
は
、

生
産
力
拡
充
の
方
針
と
結
び
つ
い
た
労
働
力
の
質
的
改
善
・
技
術
水
準
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向
上
の
要
請
か
ら
来
る
社
会
政
策
の
拡
充
が
労
働
力
の
担
い
手
た
ち
に

地
位
向
上
と
主
体
的
意
識
と
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し
た
。
社
会
政

策
は
、
資
本
制
自
体
に
基
づ
く
要
請
に
他
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
下
か
ら
の
改
良
を
促
す
要
因
を
創
り
出
す
源
泉
に
な
る
」
の
で
あ
る

（
36
（

。

そ
し
て
、
風
早
は
、
「
広
汎
な
未
組
織
の
職
場
」
と
「
大
衆
」
の
存
在

と
い
う
認
識
の
下

（
37
（

、
「
産
業
報
国
運
動
」
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
官
製

組
織
を
通
じ
た
職
場
の
組
織
化
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
大
衆

の
自
主
的
な
管
理
を
基
礎
と
す
る
「
国
民
的
労
働
協
同
体
」
建
設
へ
向

か
う
、
と
の
見
通
し
を
語
っ
た
の
で
あ
る

（
38
（

。
彼
が
な
に
よ
り
重
視
し
た

の
は
、
「
国
家
」
と
い
う
「
国
民
経
済
の
主
体
」
あ
る
い
は
「
官
僚
」

機
構
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
「
統
制
」
が
「
国
民
の
自
己
抑
制
」
を
建
前

と
す
る
よ
う
に
、
統
制
を
遂
行
す
る
「
主
体
」
と
「
国
民
」
と
は
帰
一

す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
実
際
、
統
制
経
済
は
「
国
民
の

自
発
的
協
力
」
に
基
礎
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
っ

た
（
39
（

。

　

あ
る
い
は
、
森
戸
辰
男
も
ま
た
戦
時
の
客
観
的
情
勢
が
も
た
ら
す
社

会
政
策
の
性
格
の
変
化
を
「
協
同
体
」
の
提
起
と
結
び
つ
け
て
い
た
。

そ
の
展
望
は
「
国
防
国
家
よ
り
社
会
国
家
へ

（
40
（

」
の
一
言
に
集
約
さ
れ
る
。

「
社
会
運
動
の
機
能
障
害
に
よ
っ
て
社
会
政
策
と
社
会
事
業
が
、
革
新

的
性
格
…
…
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
来
た

（
41
（

」
と
の
認
識
を
呼
び

か
け
な
が
ら
、
森
戸
は
、
戦
時
の
社
会
政
策
は
、
資
本
主
義
制
度
の
欠

陥
の
補
足
に
止
ま
る
べ
き
で
な
く
、
「
真
実
の
国
民
協
同
体
」
建
設
に

こ
そ
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
論
じ
た

（
42
（

。
森
戸
が
「
社
会
政

策
の
重
大
使
命
」
と
し
て
具
体
的
に
提
唱
す
る
の
は
、
「
依
然
と
し
て

労
資
の
差
別
が
存
続
」
す
る
現
実
の
複
合
的
性
格
を
帯
び
た
「
統
制
経

済
」
に
対
し
て
「
協
同
経
済
」
の
理
念
を
推
し
進
め
、
「
国
民
協
同
体

の
平
等
の
肢
体
と
し
て
そ
の
上
下
関
係
を
平
衡
化
し
、
両
者
の
間
に
協

力
調
和
の
関
係
を
促
進
し
て
行
く
こ
と
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
森

戸
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
「
封
建
国
家
・
資
本
主
義
国
家
」
と
「
警
察

国
家
・
勢
力
国
家
・
経
済
国
家
等
々
」
と
に
対
立
す
る
意
味
で
の
「
社

会
国
家
・
文
化
国
家
」
と
い
う
現
代
的
理
想
は
、
国
防
国
家
体
制
の
下

で
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
階
級
闘
争
」
の
衰
退
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
廃

棄
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
国
防
国
家
体
制
の
う
ち
に
お
い
て
こ

そ
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
43
（

。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
な

に
よ
り
、
政
治
が
「
国
民
に
蔽
い
か
ぶ
さ
っ
て
来
て
い
る
」
「
政
治
の

客
観
的
国
民
化
」
と
い
う
動
向
に
対
し
て
、
「
そ
の
主
体
的
国
民
化
」

を
以
っ
て
応
ず
る
こ
と
、
「
国
民
の
自
生
的
、
自
主
的
生
活
諸
組
織
を

徒
ら
に
敵
視
せ
ず
そ
の
創
意
と
主
動
性
を
尊
重
し
て
こ
れ
を
ヨ
リ
大
な

る
国
民
協
同
体
に
統
合
す
る
」
方
向
の
実
現
に
活
路
を
見
出
す
立
場
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た

（
44
（

。

　

同
時
期
に
竹
中
勝
男
が
発
表
し
た
論
説
の
タ
イ
ト
ル
「
社
会
事
業
に

於
け
る
協
同
体
の
意
義
」
は
、
風
早
や
森
戸
の
論
説
に
示
さ
れ
た
潮
流

の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る

（
（（
（

。
と
同
時
に
、
竹
中
の
こ
の
論
説
は
、
三

木
や
風
早
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
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な
か
っ
た
、
「
協
同
体
」
論
の
持
つ
一
面
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
「
国
民
な
る
協
同
体
」
の
発
見
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
国
民
文
化

を
享
受
し
得
ざ
る
者
、
国
民
的
文
化
財
の
圏
外
に
生
存
せ
ね
ば
な
ら
な

い
階
級
又
は
人
民
集
団
を
、
国
民
文
化
に
参
与
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
努

力
」
、
「
そ
の
客
体
を
国
民
と
し
て
の
生
活
協
同
体
に
復
帰
せ
し
む
る
努

力
」
と
い
う
、
竹
中
に
よ
る
社
会
事
業
の
再
定
義
は
、
「
国
民
協
同
体
」

が
な
に
よ
り
「
国
民
な
る
協
同
体
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
明
白
に
表
明

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
発
見
と
再
定
義
は
「
厚
生
」
と
い
う
新
た
な
理
念
の
要
請

と
無
縁
で
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
同
じ
頃
、
山
口
正
は
、
従
来
の
社

会
事
業
は
「
家
庭
」
「
郷
土
」
あ
る
い
は
「
祖
国
」
と
い
っ
た
現
実
を

視
野
か
ら
除
い
た
「
仮
定
的
な
抽
象
的
な
人
」
を
目
標
と
し
て
き
た
も

の
で
あ
っ
た
と
批
判
し
て
、
「
家
族
共
同
体
」
か
ら
「
東
亜
共
同
体
」

に
ま
で
到
る
「
共
同
生
活
体
」
の
理
念
に
立
つ
社
会
事
業
の
再
定
義
を

唱
え
て
い
た
。
山
口
が
こ
の
再
定
義
さ
れ
た
事
業
の
名
称
の
候
補
と
し

て
「
厚
生
事
業
」
と
と
も
に
「
共
同
体
事
業
」
「
共
同
体
福
祉
事
業
」

を
挙
げ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
「
共
同
体
」
の
発
見

が
「
厚
生
」
理
念
を
具
体
化
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
46
（

。

　

興
味
深
い
の
は
、
「
東
亜
共
同
体
」
へ
の
言
及
が
山
口
も
ま
た
「
協

同
体
」
論
の
影
響
圏
に
属
し
て
い
た
事
実
を
明
白
に
示
す
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
共
同
体
」
の
「
運
命
共
同
体
」
と
し
て
の
性
格
を
訴
え
る
山

口
に
お
い
て
は
、
「
協
同
」
の
語
は
次
の
よ
う
に
端
的
に
誤
り
と
し
て

斥
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
な
お
共
同
体
の
中
心
観
念
は
人
と

共
に
す
る
共
同
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
力
を
あ
わ
す
協
同
と
混

同
す
る
人
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

（
47
（

。
」

　

こ
こ
で
「
協
同
」
の
語
と
と
も
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
事
態
が
何
で
あ
っ

た
か
は
、
た
と
え
ば
、
羽
仁
説
子
の
次
の
よ
う
な
訴
え
を
見
る
と
き
、

明
ら
か
と
な
る
。
「
一
つ
の
家
庭
は
単
調
な
も
の
の
よ
う
で
、
そ
れ
は

社
会
の
単
位
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
…
…
家
庭
は
協

同
生
活
の
修
練
場
で
あ
る
。
家
庭
の
中
に
は
一
人
で
も
同
じ
年
齢
同
じ

生
活
の
で
き
る
も
の
は
な
く
健
康
に
つ
い
て
も
好
み
に
つ
い
て
も
知
識

程
度
は
勿
論
、
現
代
に
生
き
る
人
間
と
将
来
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
人

間
と
い
う
よ
う
に
千
差
万
別
で
あ
る

（
48
（

。
」

　

羽
仁
に
と
っ
て
、
従
来
の
「
家
庭
」
と
は
、
こ
う
し
た
差
異
に
満
ち

た
成
員
に
「
主
婦
」
を
「
ば
ら
ば
ら
に
仕
え
」
さ
せ
る
こ
と
で
維
持
さ

れ
た
秩
序
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
い
ま
や
「
協
同
生
活
」
の
場

と
し
て
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
述
べ
た

と
き
、
羽
仁
が
「
協
同
体
」
論
や
「
協
同
主
義
」
を
ど
の
程
度
意
識
し

て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
。
だ
が
、
そ
の
主
張
は
、
日
本
の
家
族
生
活

に
欠
け
て
い
る
も
の
は
「
社
会
性
」
で
あ
る
と
し
、
家
族
を
「
社
会
的

訓
練
の
場
所
」
と
し
て
見
直
す
こ
と
を
論
じ
た
三
木
の
観
点
に
確
実
に

通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た

（
49
（

。
「
協
同
」
の
語
に
依
拠
す
る
か
た
ち
で
、
こ

う
し
た
「
家
庭
」
像
が
社
会
の
縮
図
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

意
味
は
小
さ
く
な
い
。
「
協
同
体
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
「
家
」
に
類
さ
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れ
る
「
個
人
の
自
覚
を
必
要
と
し
な
い
感
情
融
合
的
な
共
同
態

（
50
（

」
と
し

て
語
ら
れ
る
よ
う
な
日
本
国
民
像
と
は
異
質
な
国
民
生
活
の
姿
を
喚
起

す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

三　

「
協
同
体
」論
に
お
け
る「
国
民
」と「
国
家
」、 

 

　
　

そ
の
産
業
主
義
的
前
提

　

山
口
の
拒
絶
は
、
「
協
同
体
」
と
い
う
表
象
が
「
国
民
」
を
め
ぐ
る

言
論
に
も
た
ら
す
緊
張
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は

か
え
っ
て
、
「
協
同
体
」
論
が
「
国
民
」
ま
た
は
「
国
家
」
に
つ
い
て

積
極
的
に
定
義
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
そ

し
て
実
際
、
社
会
事
業
の
再
定
義
を
め
ぐ
り
訴
え
ら
れ
て
い
た
、
よ
り

強
力
な
実
行
体
系
を
可
能
と
す
る
「
国
家
」
的
見
地
の
導
入
と
そ
れ
に

よ
る
「
国
民
」
の
一
体
性
の
実
現
は

（
51
（

、
「
協
同
体
」
論
に
お
い
て
も
、

生
産
力
向
上
に
向
け
た
秩
序
の
実
現
と
国
民
の
「
生
活
」
「
生
命
」
へ

の
配
慮
と
い
う
両
面
を
通
じ
て
主
題
と
さ
れ
て
い
た
。

　

「
国
民
性
」
や
「
運
命
共
同
体
」
と
い
っ
た
不
変
な
る
も
の
へ
の
訴

え
と
は
明
白
に
距
離
を
置
い
て
い
た
三
木
の
議
論
が
こ
の
点
で
問
題
と

な
る
。
社
会
に
働
き
か
け
社
会
を
変
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
新
た

な
社
会
へ
と
結
び
つ
く
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
あ
り
方
を
継
続
し
て
語

る
一
方
で

（
52
（

、
三
木
は
、
「
人
と
人
と
は
物
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
結
び

付
き
、
社
会
は
か
よ
う
な
生
産
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、

「
各
人
が
自
己
の
職
能
を
忠
実
に
完
全
に
果
す
と
い
う
こ
と
は
社
会
に

対
す
る
責
任
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
連
帯
は
維
持
さ
れ
る
」

と
の
理
解
も
語
っ
て
い
た

（
53
（

。

　

個
々
人
を
固
定
的
身
分
と
区
別
さ
れ
る
意
味
で
の
「
職
能
」
と
し
て

見
る
こ
と
は
、
「
協
同
主
義
」
に
お
い
て
主
要
な
論
点
で
あ
っ
た

（
54
（

。
こ

の
背
景
に
は
、
技
術
を
物
質
的
生
産
の
技
術
に
限
定
す
る
考
え
を
近
代

固
有
の
偏
見
と
見
る
立
場
か
ら
、
人
間
の
行
為
す
べ
て
を
、
す
な
わ
ち
、

社
会
の
組
織
や
国
家
の
制
度
を
作
る
行
為
ま
で
を
技
術
的
な
も
の
と
と

ら
え

（
55
（

、
「
技
術
」
と
「
人
間
行
為
の
社
会
性
」
と
を
結
び
つ
け
る
三
木

の
理
解
が
あ
る
。
三
木
に
と
っ
て
、
人
と
人
と
は
「
物
を
作
る
こ
と
」

あ
る
い
は
「
技
術
」
を
媒
介
に
し
て
結
合
す
る
の
で
あ
り
、
「
技
術
」

は
「
社
会
的
人
間
の
形
成
」
を
も
た
ら
し
、
そ
の
意
味
で
「
協
力
或
い

は
協
同
の
徳
」
と
「
責
任
の
倫
理
」
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る

（
56
（

。
こ
こ
で
の
「
社
会
に
対
す
る
責
任
」
の
強
調
は
、
三
木
に
と
っ

て
、「
開
放
」
性
の
要
求
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

技
術
が
も
た
ら
す
生
産
と
交
通
の
発
達
は
、
究
極
的
に
は
、
「
世
界
」

と
い
う
全
体
の
現
実
化
の
過
程
、
「
社
会
が
世
界
化
さ
れ
て
い
く
」
過

程
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
57
（

。
三
木
が
、
「
東
亜
」
を
視
野
に

入
れ
た
「
開
放
的
」
な
「
協
同
」
の
追
求
と
、
個
人
が
「
責
任
」
を
持

つ
べ
き
国
民
社
会
の
強
調
と
を
さ
ほ
ど
矛
盾
を
抱
か
ず
に
提
出
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
技
術
と
生
産
の
持
つ
「
社
会
性
」

と
い
う
観
点
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
戦
時
を
通
じ
た
革
新
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
つ
ね
に
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持
ち
出
さ
れ
て
い
た
の
は
、
三
木
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
生
産
の
倫
理
」

と
呼
ば
れ
る
立
場
で
あ
っ
た

（
58
（

。
森
戸
が
、
「
国
民
協
同
体
」
を
「
暴
圧

と
搾
取
の
存
在
し
な
い
協
和
互
助
の
組
織
で
あ
り
、
安
逸
寄
生
を
許
さ

ぬ
創
造
と
業
績
の
協
同
体
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に

（
59
（

、
「
協
同
体
」
は
つ
ね

に
生
産
力
へ
向
け
て
産
業
主
義
的
に
組
織
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

た
。
実
際
、
「
協
同
主
義
」
の
国
民
運
動
化
を
目
指
し
て
昭
和
研
究
会

の
下
に
設
立
さ
れ
た
組
織
・
国
民
運
動
研
究
会
の
会
報
上
で
は
、
「
新

な
る
産
業
人
」
と
し
て
の
職
能
的
結
合
が
唱
え
ら
れ
て
い
た

（
60
（

。
そ
こ
で

は
、
「
有
閑
、
怠
惰
、
不
労
所
得
等
に
対
す
る
統
制
と
、
国
民
各
自
の

勤
勉
と
実
績
に
対
す
る
適
当
な
る
報
酬
」
の
実
現
と
い
っ
た
、
業
績
主

義
的
秩
序
へ
の
要
求
が
表
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
61
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
「
生
産
」
の
立
場
は
、
三
木
が
論
じ
て
い
た
よ
う
に

「
身
体
の
健
康
」
や
「
娯
楽
」
を
貶
め
る
も
の
で
は
な
く

（
62
（

、
そ
れ
ば
か

り
か
、
よ
り
広
範
な
「
社
会
的
」
視
点
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
風
早
も
ま
た
、
「
国
民
の
福
祉
発
展
と
国
家
の
生
成
発
展

と
の
一
致
」
、
「
夾
雑
物
に
よ
っ
て
そ
の
果
汁
を
吸
い
と
ら
れ
る
こ
と
な

き
生
産
労
働

（
63
（

」
を
論
じ
て
い
た
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
生

産
労
働
」
の
称
揚
が
、
必
ず
し
も
「
労
働
能
力
欠
如
者
」
に
対
す
る
排

除
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

直
接
の
生
産
担
当
者
へ
向
け
た
「
社
会
政
策
」
と
対
照
さ
れ
る
意
味
で

の
、
「
将
来
的
潜
在
的
労
働
力
、
も
し
く
は
労
働
能
力
欠
如
者
」
を
対

象
と
し
た
「
社
会
事
業
」
の
領
域
が
即
座
に
切
り
捨
て
対
象
と
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
風
早
に
よ
れ
ば
、「
社
会
事
業
の
生
産
的
性
質
化
」

は
歓
迎
す
べ
き
と
は
い
え
、
「
社
会
の
合
目
的
々
性
質
は
、
決
し
て
単

に
そ
れ
が
直
接
『
生
産
的
』
で
あ
る
か
否
か
の
み
に
よ
っ
て
決
定
す
る

も
の
で
な
く
」
「
『
半
』
生
産
的
若
く
は
『
不
』
生
産
的
な
広
汎
な
救
護

事
業
」
の
重
要
性
が
忘
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

（
64
（

。
あ
る
い

は
、
森
戸
の
簡
潔
な
図
式
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
の
「
社
会
的
」
方
向

へ
向
け
た
革
新
は
、
「
国
民
的
生
活
協
同
体
」
、
「
国
民
的
労
働
協
同
体
」
、

「
国
民
的
業
績
協
同
体
」
の
三
つ
の
基
本
的
性
格
へ
と
向
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

（
65
（

。
こ
こ
で
も
、
後
ろ
の
二
つ
が
「
国
民
皆
労
」
の
理
念
、

す
な
わ
ち
「
労
働
の
制
度
的
尊
重
を
基
調
と
す
る
協
同
主
義
経
済
」
と

い
う
「
社
会
国
家
」
の
原
則
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
最
初
の

も
の
は
「
生
活
最
少
限
の
保
障
」
の
実
現
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
各
人
に
生
存
権
の
保
障
さ
れ
る
状
態
」
と
い
う
「
社
会
国
家
」
の
も

う
一
つ
の
よ
り
根
本
的
な
原
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、「
協
同
体
」
と
し
て
の
「
国
民
」
の
発
見
が
も
た
ら
し
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
」
領
域
を
も
超
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
国
民
の
「
生

命
」
と
「
生
活
」
の
主
題
化
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
森
戸
は
、
「
資

本
主
義
能
率
」
の
不
合
理
と
い
う
も
の
を
指
摘
し
た
際
、
そ
の
重
要
な

一
例
と
し
て
、
「
自
然
資
源
」
の
荒
廃
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
森
戸
に

よ
れ
ば
、
こ
の
荒
廃
は
「
国
民
体
の
永
遠
的
生
命
を
侵
蝕
す
る
こ
と
」

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
能
率
」
の
持
つ
こ
う
し
た
不
合

理
へ
の
糾
弾
を
通
じ
て
森
戸
が
公
然
と
提
唱
す
る
の
は
、
「
国
家
其
者
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が
最
高
の
能
率
管
理
者
」
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た

（
66
（

。
こ
こ
で
は
資
本
主

義
を
も
超
え
る
徹
底
的
な
「
能
率
」
の
追
求
を
通
じ
て
、
従
来
の
い
わ

ゆ
る
「
社
会
的
」
領
域
、
さ
ら
に
「
自
然
」
や
「
景
観
文
化
」
に
対
す

る
配
慮
の
必
要
が
、
「
国
民
体
」
と
い
う
名
の
下
に
、
「
国
家
」
に
よ
っ

て
管
理
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
再
発
見
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

森
戸
の
議
論
は
ひ
と
つ
の
極
端
な
事
例
と
は
い
え
、
「
国
民
」
へ
の

配
慮
と
「
生
産
力
発
展
」
の
視
点
と
の
統
合
は
間
違
い
な
く
「
協
同
体
」

論
の
主
題
を
な
し
て
い
た
。
三
木
と
同
席
し
た
座
談
会
に
お
い
て
風
早

は
、
「
国
民
の
要
求
」
を
「
生
産
力
発
展
の
一
つ
の
要
求
の
集
約
的
な

表
現
」
と
し
て
見
る
必
要
を
説
い
て
い
た

（
67
（

。
こ
の
「
国
民
」
理
解
が
極

め
て
新
し
い
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同

じ
座
談
会
で
風
早
が
、
三
木
の
「
協
同
主
義
」
に
対
し
て
、「
国
民
主
義
」

の
語
を
新
た
な
原
理
と
し
て
対
置
し
て
い
た
事
実
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

三
木
が
こ
う
し
た
特
殊
な
一
体
性
を
帯
び
た
「
国
民
」
理
解
を
積
極
的

に
展
開
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。
む
し
ろ
三
木
が
「
国
民
」
の
新
た
な

形
成
を
語
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
国
民
性
の
改
造
」
と
い
う
主
題
が

も
っ
ぱ
ら
「
個
人
と
し
て
の
完
成
」
の
欠
如
へ
の
批
判
に
向
け
ら
れ
た

よ
う
に

（
68
（

、
そ
れ
は
す
で
に
見
て
き
た
「
開
放
的
」
な
「
世
界
」
の
実
現

と
い
う
課
題
に
こ
そ
関
わ
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、

彼
の
「
協
同
主
義
」
に
お
い
て
も
、
「
道
徳
的
全
体
」
た
る
「
国
家
」

の
「
権
力
」
に
よ
る
「
国
民
的
協
同
」
の
実
現
が
語
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
（
69
（

、
戦
時
期
の
「
協
同
体
」
論
は
、
機
能
的
に
再
編
さ
れ
た
新
た
な
国

民
統
合
の
国
家
に
よ
る
実
現
と
い
う
点
に
お
い
て
は
明
確
な
一
致
を
見

せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
、
国
民
組
織
の
代
表
的
存
在
と
さ
れ
た
隣
組
に
関
す
る

啓
蒙
書
の
執
筆
者
た
ち
が
「
協
同
し
て
能
率
を
上
げ
る

（
70
（

」こ
と
を
こ
ぞ
っ

て
称
揚
し
て
い
た
点
は
、
戦
時
下
に
「
協
同
」
の
語
が
帯
び
た
一
面
を

正
確
に
反
映
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
三
木
は
、
い
わ
ゆ
る
「
生
活
の

合
理
化
」
が
消
極
的
に
受
け
止
め
ら
れ
や
す
い
こ
と
に
触
れ
、
国
民
が

「
隣
組
」
な
ど
の
「
新
し
い
国
民
組
織
」
を
通
じ
て
「
積
極
的
に
新
し

い
生
活
を
設
計
し
て
ゆ
く
」
こ
と
へ
の
希
望
を
述
べ
て
い
た
が

（
71
（

、
こ
の

よ
う
に
描
か
れ
る
生
活
主
体
と
は
、
羽
仁
説
子
が
同
じ
頃
論
じ
た
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、「
調
査
統
計
」
を
「
政
治
の
基
調
」
と
し
て
自
覚
し
、「
社

会
人
と
し
て
そ
の
一
単
位
と
し
て
の
自
分
の
生
活
を
調
査
す
る
」
こ
と

で
町
村
か
ら
国
家
に
ま
で
至
る
「
組
織
」
の
内
に
自
ら
の
生
活
を
見
出

す
、
そ
の
よ
う
な
「
国
民
」
で
あ
っ
た

（
72
（

。
実
際
、
下
か
ら
の
組
織
形
成

と
い
う
「
協
同
主
義
」
の
論
理
は
、
次
の
よ
う
に
こ
の
帰
結
を
先
取
り

し
て
い
た
と
い
え
る
。
「
…
…
総
て
の
国
民
が
認
識
を
も
っ
て
全
体
の

機
構
の
中
に
お
い
て
協
同
的
に
結
合
さ
れ
て
働
く
場
合
、
統
制
は
も
は

や
単
な
る
統
制
で
な
く
な
り
、
却
っ
て
自
由
に
変
り
、
各
人
は
そ
の
職

能
に
関
し
て
自
己
の
創
意
を
生
か
し
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（
73
（

。
」
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お
わ
り
に

　

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
戦
時
に
論
じ
ら
れ
た
「
協
同
体
」
論
と

は
あ
る
種
の
「
国
民
」
構
想
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
単
に
「
人
的

資
源
」
で
あ
る
よ
り
は
「
生
活
者
」
で
あ
る
よ
う
な
個
々
人
が
、
そ
の

「
生
命
」
と
「
生
活
」
を
積
極
的
に
保
障
し
、
ま
た
「
生
産
性
」
を
奨

励
す
る
「
国
家
」
の
存
在
を
通
じ
て
日
常
生
活
に
お
い
て
互
い
に
結
び

つ
く
、
そ
う
し
た
「
国
民
」
が
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
74
（

。
こ

れ
は
必
ず
し
も
、
現
実
に
そ
の
よ
う
な
統
合
が
戦
時
下
に
進
め
ら
れ
た
、

あ
る
い
は
、
論
者
ら
が
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
は
な

い
（
75
（

。
む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
協
同
体
」
論
が
、
必
ず
し

も
公
認
さ
れ
た
議
論
で
な
く
、
戦
後
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
忘
却
に
さ

ら
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
主
義
的
要
求
と
広
範
な
福
祉
の
要

請
と
が
結
び
つ
い
た
、
そ
う
し
た
秩
序
を
担
う
「
国
民
」
と
「
国
家
」

と
い
う
形
象
が
、
決
し
て
過
去
の
も
の
と
は
い
え
な
い
そ
の
こ
と
で
あ

る
。

　

総
力
戦
と
い
う
時
代
状
況
に
着
目
し
た
場
合
、
こ
の
「
協
同
体
」
は
、

か
つ
て
ロ
バ
ー
ト
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
が
「
ト
ー
タ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

と
呼
ん
だ
も
の
を
想
起
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
語
を
用
い
て
、

ニ
ス
ベ
ッ
ト
は
、
全
体
主
義
を
西
欧
の
歴
史
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た

集
権
的
近
代
国
家
が
社
会
的
諸
関
係
の
根
絶
を
実
現
し
た
も
の
と
位
置

づ
け
、
そ
れ
が
突
発
的
な
逸
脱
な
ど
で
は
な
く
、
現
代
世
界
に
と
っ
て

本
質
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た

（
76
（

。
実
際
、
「
無
限
定
な
世
界
」

に
生
き
る
存
在
、
「
交
通
の
発
達
」
に
よ
っ
て
「
見
え
な
い
無
数
の
も

の
に
繋
が
れ
て
」
生
き
る
存
在
、
と
い
う
三
木
の
「
現
代
人
」
に
つ
い

て
の
描
写
は

（
77
（

、
今
日
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で
も
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ

る
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
国
家
に
お
い
て
求
め
る
大
衆
の
姿
を
予
感
さ
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
三
木
は
、
彼
が
一
方
で
、
社
会
へ
の
参
与
に
対
す
る

個
々
人
の
義
務
を
開
放
的
社
会
の
理
念
へ
と
結
び
つ
け
る
「
技
術
」
の

性
質
、
そ
の
生
産
と
交
通
の
発
達
を
通
じ
た
「
世
界
」
の
現
実
化
能
力

に
、
他
方
で
は
、
一
人
の
個
人
を
め
ぐ
る
関
係
性
を
拡
散
し
て
し
ま
う

作
用
を
見
続
け
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
三
木
は
未
発
表
に
終

わ
っ
た
著
作
で
、
「
人
間
の
社
会
性
」
を
め
ぐ
っ
て
、
単
な
る
「
共
在
」

と
し
て
の
「
ひ
と
」
概
念
と
、
「
共
存
」
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
概

念
と
の
区
別
を
試
み
、
「
間
柄
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
把
握
さ
れ
る
連

続
的
関
係
と
は
異
質
な
、
独
立
し
た
人
格
同
士
の
「
私
と
汝
」
の
関
係

を
示
す
後
者
の
概
念
に
意
義
を
付
与
し
よ
う
と
し
て
い
た

（
（（
（

。
閉
鎖
的
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
不
可
能
を
突
き
つ
け
る
世
界
的
な
交
通
の
現
実
が
、

同
時
に
社
会
的
な
関
係
を
直
観
し
が
た
い
複
雑
な
姿
へ
と
変
え
て
い
く

も
の
で
あ
る
と
し
た
ら

（
79
（

、
こ
の
「
無
限
定
な
世
界
」
に
お
い
て
「
わ
れ

わ
れ
」
と
三
木
が
か
つ
て
名
づ
け
た
よ
う
な
「
社
会
性
」
が
い
か
に
し

て
可
能
な
の
か
。
こ
こ
に
三
木
の
関
わ
っ
た
「
協
同
体
」
と
い
う
表
象

が
包
括
的
な
国
民
統
合
の
像
を
結
果
し
て
し
ま
っ
た
事
態
を
見
過
ご
せ
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な
い
理
由
が
あ
る
。

　

だ
が
、
個
人
対
国
家
と
い
う
対
照
法
に
対
し
て
、
家
族
や
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
中
間
的
で
多
元
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
重
要
性
を
確
認
す
る
に
至
る
、
ニ
ス
ベ
ッ
ト
流
の
議
論
を
そ
の
ま

ま
に
解
決
策
と
し
て
採
用
す
れ
ば
、
事
態
を
い
く
ら
か
見
誤
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
、
三
木
に
お
け
る
、
執
拗
と
も
い
え
る
「
家
族
主
義
」

と
「
封
建
主
義
」
に
対
す
る
批
判
や
「
近
代
性
」
へ
の
訴
え
を
、
的
外

れ
な
非
難
か
全
体
主
義
的
言
辞
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
。
あ
る
い
は
、「
協
同
体
」
や
「
協
同
主
義
」
を
め
ぐ
る
言
論
が
、

「
国
民
」
や
「
東
亜
」
と
い
う
単
位
を
目
標
と
し
つ
つ
も
、
生
活
や
労

働
の
場
に
お
け
る
自
生
的
・
自
主
的
な
多
元
的
組
織
を
常
に
重
要
視
し

て
い
た
事
実
を
視
野
の
外
に
追
い
や
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
た

と
え
擬
似
的
と
み
な
す
に
せ
よ
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
と
い
え
る
秩

序
が
そ
こ
で
主
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る

（
80
（

。「
社

会
経
営

（
81
（

（social m
anagem

ent

（
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

集
団
の
活
用
に
基
づ
く
統
治
が
近
代
日
本
の
国
家
と
民
衆
生
活
の
関
係

を
規
定
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
官
僚
主
義
的
統
制
」
を
自
ら
の

対
照
項
に
置
き
な
が
ら
「
組
織
」
を
論
じ
た
「
協
同
体
」
論
が
こ
う
し

た
秩
序
と
ど
の
よ
う
に
し
て
切
り
結
び
、
あ
る
い
は
和
合
し
て
い
た
の

か
、
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
こ
そ
、「
協
同
体
」
と
「
国

民
」
「
国
家
」
と
の
結
び
つ
き
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

象
徴
的
な
こ
と
は
、
戦
後
ま
も
な
く
し
て
、「
協
同
主
義
」
の
概
念
が
、

京
都
学
派
右
派
と
し
て
し
ば
し
ば
三
木
の
対
極
に
置
か
れ
る
高
山
岩
男

に
よ
っ
て
新
た
に
体
系
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
福
祉
」
や
「
連
帯
」

と
い
っ
た
、
よ
り
今
日
的
な
響
き
を
持
っ
た
理
念
を
正
面
か
ら
掲
げ
る
、

高
山
の
こ
の
「
協
同
主
義
」
は
、
し
か
し
同
時
に
、
三
木
よ
り
は
和
辻

哲
郎
へ
の
共
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
か
た
ち
で
、
近
代
的
「
結
合
社
会
」

を
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
な
契
機
と
し
て
「
町
人
社
会
」
と
呼
び
、
さ
ら
に

は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
一
民
族
」
国
家
へ
の
復
帰
と
の

認
識
の
下
、
「
国
土
」
と
結
び
つ
い
た
「
国
民
」
を
「
運
命
共
同
体
」

と
み
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た

（
82
（

。
「
協
同
」
「
福
祉
」
「
連
帯
」
と
い
っ
た

語
彙
が
「
国
土
」
と
「
民
族
」
の
本
来
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
、
こ
う

し
た
事
例
を
む
し
ろ
戦
後
に
お
い
て
こ
そ
見
出
す
と
き
、
三
木
ら
が
戦

時
に
展
開
し
た
「
協
同
体
」
論
は
、
そ
の
屈
折
と
両
義
性
と
に
お
い
て

依
然
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
過
去
と
し
て
問
題
の
所
在
を
多
く
提
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
お
く
む
ら
・
ゆ
う
と
／
戦
間
・
戦
時
期
の
日
本
思
想
（

注（
1
（ 

山
之
内
靖
「
方
法
的
序
論
―
―
総
力
戦
と
シ
ス
テ
ム
統
合
」
、
山
之
内
靖

／
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
コ
ー
シ
ュ
マ
ン
／
成
田
龍
一
編
『
総
力
戦
と
現
代
化
』

柏
書
房
、
一
九
九
五
年
、
三
八
頁
、
四
六
―
四
七
頁
、
西
川
長
夫
『
国
民

国
家
論
の
射
程
―
―
あ
る
い
は
、
〈
国
民
〉
と
い
う
怪
物
に
つ
い
て
』
柏

書
房
、
一
九
九
八
年
、
二
七
三
―
二
七
四
頁
、
な
ど
を
参
照
。
日
本
に
関

す
る
重
要
な
研
究
と
し
て
は
、
高
岡
裕
之
『
総
力
戦
体
制
と
「
福
祉
国
家
」
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―
―
戦
時
期
日
本
の
「
社
会
改
革
」
構
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
、

が
最
近
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
総
力
戦
体
制
の
視
角
か
ら
三
木
を
論
じ
た

も
の
と
し
て
は
、
岩
崎
稔
「
三
木
清
に
お
け
る
『
技
術
』
『
動
員
』
『
空
間
』

―
―
東
亜
協
同
体
論
と
構
想
力
の
論
理
」
、
『
批
評
空
間
』
Ⅱ
―
五
、
太
田

出
版
、
一
九
九
五
年
、
Ｊ
・
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
コ
シ
ュ
マ
ン
「
主
体
性
と
動

員
―
―
戦
中
か
ら
戦
後
へ
」
（
葛
西
弘
隆
訳
（
、
西
川
祐
子
編
『
戦
後
と
い

う
地
政
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
を
参
照
。

（
2
（ 

有
馬
学
『
日
本
の
歴
史
二
三　

帝
国
の
昭
和
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇

一
〇
年
、
二
二
―
二
三
頁
。
有
馬
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
社
会
に
浮
上
し

た
大
衆
が
参
加
す
る
主
体
と
し
て
の
国
民
へ
変
じ
て
い
っ
た
契
機
を
、
一

九
二
八
年
の
普
通
選
挙
法
下
最
初
の
衆
議
院
選
挙
に
求
め
つ
つ
、
戦
時
体

制
期
を
通
じ
て
い
っ
そ
う
の
主
体
化
と
社
会
的
認
知
と
が
進
展
し
た
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
3
（ 

米
谷
匡
史
「
戦
時
期
日
本
の
社
会
思
想
―
―
現
代
化
と
戦
時
変
革
」
、
『
思

想
』
八
二
二
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

（
4
（ 

三
木
の
「
東
亜
協
同
体
」
論
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討
と
し
て
は
、
前
掲
、

岩
崎
「
三
木
清
に
お
け
る
『
技
術
』
『
動
員
』
『
空
間
』
」
の
ほ
か
、John 

N
am

jun K
im

, “T
he T

em
porality of E

m
pire: T

he Im
perial 

C
osm

opolitanism
 of M

iki K
iyoshi and Tanabe H

ajim
e ”, in Sven 

Saaler and J. V
ictor K

oschm
ann, eds., Pan-A

sianism
 in M

odern 

Japanese H
istory: C

olonialism
, R

egionalism
 and B

orders, London: 
R

outledge, 2007

な
ど
を
参
照
。

（
5
（ 

風
早
八
十
二
「
戦
時
経
済
の
二
箇
年
」
、
『
文
藝
春
秋
』
時
局
増
刊
二
一
、

文
藝
春
秋
社
、
一
九
三
九
年
、
二
七
―
三
三
頁
（
以
下
、
引
用
に
際
し
て
は
、

旧
漢
字
・
旧
か
な
づ
か
い
を
あ
ら
た
め
る
（
。
生
産
力
拡
充
案
が
正
式
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
の
は
、
一
九
三
九
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

風
早
の
い
う
「
生
産
力
拡
充
」
と
は
、
そ
う
し
た
決
定
に
先
立
っ
て
、
軍

需
を
背
景
に
事
実
と
し
て
展
開
し
て
い
た
重
工
業
化
全
体
を
指
す
も
の
、

と
見
て
よ
い
。
風
早
「
日
本
産
業
機
構
と
生
産
力
拡
充
」
、『
科
学
主
義
工
業
』

十
二
月
号
、
理
研
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
出
版
、
一
九
三
七
年
、
を
参
照
。

（
6
（ 

大
河
内
一
男
「
経
済
機
構
」
、
『
国
家
学
会
雑
誌
』
十
月
号
、
国
家
学
会
事

務
所
、
一
九
三
九
年
、
九
一
頁
、
九
八
―
九
九
頁
。

（
7
（ 

た
と
え
ば
、
『
社
会
事
業
研
究
』
一
月
号
、
大
阪
社
会
事
業
連
盟
、
一
九

三
七
年
、
を
参
照
。

（
8
（ 「
事
変
と
生
活
」
一
九
三
七
年
九
月
、
『
全
集
』
十
六
巻
、
二
六
二
―
二
六

三
頁
（
以
下
同
様
に
、
『
三
木
清
全
集
』
全
二
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

八
四
―
八
六
年
、
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
「
『
全
集
』
巻
数
」
と
略
記
し
、

発
表
の
年
月
を
併
記
す
る
（
。

（
9
（ 「
日
本
的
性
格
と
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
」
一
九
三
六
年
八
月
、
『
全
集
』
十
三
巻
、

二
六
五
―
二
六
六
頁
。

（
10
（ 「
社
会
時
評
」
一
九
三
六
年
三
月
、
『
全
集
』
十
五
巻
、
五
一
―
五
三
頁
。

（
11
（ 「
時
局
と
思
想
」
一
九
三
七
年
九
月
、
『
全
集
』
十
五
巻
、
一
八
五
―
一
八

七
頁
。

（
12
（ 「
戦
争
の
清
掃
作
用
」
一
九
三
九
年
三
月
、
『
全
集
』
十
六
巻
、
三
八
〇
―

三
八
一
頁
。

（
13
（ 「
社
会
時
評
」
、
『
全
集
』
十
五
巻
、
五
一
―
五
二
頁
。

（
14
（ 「
全
体
主
義
批
判
」
一
九
三
五
年
十
月
、
『
全
集
』
十
九
巻
、
六
六
八
頁
。

（
15
（ 

同
前
、
六
七
〇
頁
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
、
和
辻
哲

郎
の
「
風
土
」
論
で
あ
る
（
「
最
近
の
哲
学
的
問
題
」
、
『
全
集
』
十
五
巻
、

一
九
三
五
年
七
月
、
二
六
―
二
七
頁
（
。
ま
た
、
三
木
自
身
は
明
示
し
て

い
な
い
が
、
こ
う
し
た
自
然
論
は
、
三
木
自
身
が
訳
出
し
た
マ
ル
ク
ス

（K
arl M

arx

（
の
議
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
マ
ル
ク
ス
／
エ
ン

ゲ
ル
ス
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
三
木
清
訳
、
岩
波
文
庫
、
一

九
三
〇
年
、
五
二
―
五
五
頁
（
。
三
木
は
、
後
の
「
協
同
主
義
」
の
展
開

に
際
し
て
も
、
「
人
間
と
交
流
す
る
自
然
」
と
し
て
こ
の
視
点
を
強
調
し

て
い
た
（
「
協
同
主
義
の
理
論
と
実
践
」
、
『
女
性
展
望
』
十
二
月
号
、
婦
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選
獲
得
同
盟
出
版
部
、
一
九
三
九
年
、
二
〇
頁
（
。

（
16
（ 「
世
界
の
現
実
」
一
九
三
五
年
六
月
、
『
全
集
』
十
六
巻
、
三
四
頁
。

（
17
（ 「
（
座
談
会
（
現
代
文
学
の
日
本
的
動
向
」
、
『
文
学
界
』
二
月
号
、
文
藝
春

秋
社
、
一
九
三
七
年
、
二
一
〇
頁
。

（
18
（ 「
現
代
日
本
に
於
け
る
世
界
史
の
意
義
」
一
九
三
八
年
六
月
、
『
全
集
』
十

四
巻
。
三
木
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
の
展
開
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、

米
谷
匡
史
「
三
木
清
の
『
世
界
史
の
哲
学
』
―
―
日
中
戦
争
と
『
世
界
』
」
、『
批

評
空
間
』
Ⅱ
―
一
九
、
太
田
出
版
、
一
九
九
八
年
、
を
参
照
。

（
19
（ 

三
木
が
責
任
者
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
協
同
主
義
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

と
し
て
、
『
新
日
本
の
思
想
原
理
』
一
九
三
九
年
一
月
、
『
協
同
主
義
の
哲

学
的
基
礎
』
一
九
三
九
年
四
月
、
と
も
に
『
全
集
』
十
七
巻
所
収
、
お
よ
び
、

『
協
同
主
義
の
経
済
倫
理
』
一
九
四
〇
年
九
月
、
昭
和
研
究
会
『
新
日
本

の
原
理
・
協
同
主
義
の
哲
学
的
基
礎
・
協
同
主
義
の
経
済
倫
理
』
生
活
社
、

一
九
四
一
年
所
収
、
を
参
照
。

（
20
（ 「
知
性
の
改
造
」
一
九
三
八
年
十
一
月
―
十
二
月
、
『
全
集
』
十
四
巻
、
二

一
〇
―
二
一
六
頁
。

（
21
（ 「
自
由
主
義
の
将
来
性
―
―
青
野
季
吉
氏
に
答
え
る
」
一
九
三
五
年
六
月
、

『
全
集
』
十
五
巻
、
一
七
頁
。

（
22
（ 

和
辻
哲
郎
「
現
代
日
本
と
町
人
根
性
（
上
（
」
、
『
思
想
』
一
一
九
号
、
岩

波
書
店
、
一
九
三
二
年
、
四
七
六
―
四
七
七
、
四
八
一
頁
。
『
和
辻
哲
郎

全
集
第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
に
所
収
の
同
名
論
文
は
、
一

九
三
五
年
刊
行
の
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
に
こ
の
連
載
（
一
九
三
二
年
四
・

五
・
六
月
（
を
収
め
た
際
の
加
筆
稿
で
、
こ
ち
ら
で
は
、
「
共
同
社
会
」

の
自
覚
を
通
じ
た
「
町
人
根
性
」
の
超
克
と
い
う
論
旨
に
変
わ
り
は
な
い

も
の
の
、
括
弧
内
の
文
言
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
。

（
23
（ 

田
辺
元
「
社
会
存
在
の
論
理
」
、
『
田
辺
元
全
集
第
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一

九
六
三
年
。
初
出
は
一
九
三
四
年
十
一
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
の
連
載
。

（
24
（ 

西
田
幾
多
郎
「
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
」
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
三
一
頁
、
六
二
頁
。
初
出
は
一
九
三
五
年
一
月
か

ら
三
月
ま
で
の
連
載
。
こ
の
語
の
浮
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
小
林

敏
明
『
西
田
幾
多
郎
―
―
他
性
の
文
体
』
太
田
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一

四
四
頁
以
下
、
を
参
照
。
ま
た
、
小
林
は
近
著
に
お
い
て
、
京
都
学
派
の

社
会
哲
学
へ
の
転
回
に
つ
い
て
三
木
の
果
た
し
た
役
割
を
概
観
し
て
い
る
。

『
〈
主
体
〉
の
ゆ
く
え
―
―
日
本
近
代
思
想
史
へ
の
一
視
角
』
講
談
社
選
書

メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇
年
、
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
、
を
参
照
。
た
だ
し
、

和
辻
が
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
用
い
た
「Verhältnis

＝
間
柄
」
の
訳
語
が

三
木
に
由
来
す
る
と
の
小
林
の
推
測
（
同
前
、
一
〇
五
頁
（
は
誤
り
で
あ
る
。

和
辻
は
マ
ル
ク
ス
の
引
用
に
際
し
て
三
木
訳
の
頁
数
を
記
し
て
い
た
が

（
『
和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
一
二
二
―
一
二

三
頁
（
、
三
木
訳
の
対
応
箇
所
で
は
「
関
係
」
の
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い

た
（
前
掲
『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
、
六
〇
頁
（
。

（
25
（ 

三
木
清
「
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学
」
、『
人
間
学
的
文
学
論
』

改
造
社
、
一
九
三
四
年
七
月
、
四
二
頁
。
初
出
は
、
『
文
藝
』
創
刊
号
、

改
造
社
、
一
九
三
三
年
十
一
月
。
『
全
集
』
や
初
出
に
拠
ら
ず
に
引
用
す

る
理
由
に
つ
い
て
は
、
注
（
29
（
を
参
照
。

（
26
（ 『
新
日
本
の
思
想
原
理
』
一
九
三
九
年
一
月
、『
全
集
』
十
七
巻
、
五
一
三
頁
、

五
二
一
頁
。

（
27
（ 「
文
学
形
態
論
」
、
『
全
集
』
十
一
巻
、
五
五
―
五
七
頁
、
の
引
用
を
参
照
。

初
出
は
不
明
、
一
九
三
一
年
六
月
刊
行
の
論
文
集
『
観
念
形
態
論
』
に
所
収
。

（
28
（ 「
文
学
の
真
に
つ
い
て
」
一
九
三
二
年
七
月
、
『
全
集
』
十
二
巻
、
六
頁
。

（
29
（ 

前
掲
、
三
木
「
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学
」
、
四
二
―
四
三
頁
。

『
全
集
』
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
同
論
文
は
、
一
九
四
二
年
刊
行
の
『
続

哲
学
ノ
ー
ト
』
に
再
録
さ
れ
た
と
き
の
も
の
で
、
こ
の
稿
で
は
、「
革
命
」

の
語
が
「
新
秩
序
」「
革
新
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
引
用
の
「
マ

ル
ク
ス
主
義
的
」
か
ら
「
追
い
詰
め
ら
れ
、
」
ま
で
の
記
述
が
削
除
さ
れ

て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
と
ジ
ン
メ
ル
の
分
析
を
重
ね
る
こ
と
で
展
開
さ
れ
て
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い
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
論
の
文
脈
が
確
認
し
づ
ら
い
。
一
方
、
初
出

に
お
い
て
も
、
「
革
命
」
や
「
非
社
会
的
な
社
会
」
と
い
っ
た
箇
所
が
伏

字
と
さ
れ
て
お
り
、
内
容
上
の
加
筆
も
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
『
人

間
学
的
文
学
論
』
所
収
稿
よ
り
引
用
を
行
う
。

（
30
（ 「
知
性
の
改
造
」
、
『
全
集
』
十
四
巻
、
一
九
三
―
一
九
五
頁
、
二
〇
五
―

二
一
四
頁
。

（
31
（ 

同
前
、
二
一
五
頁
。

（
32
（ 

同
前
、
二
一
六
頁
。

（
33
（ 「
汪
兆
銘
氏
に
寄
す
」
一
九
三
九
年
十
二
月
、『
全
集
』
十
五
巻
、
三
九
六
頁
。

（
34
（ 

座
談
会
「
東
洋
の
社
会
構
成
と
日
支
の
将
来
」
、
『
中
央
公
論
』
七
月
号
、

中
央
公
論
社
、
一
九
四
〇
年
、
六
二
―
六
三
頁
。

（
35
（ 『
協
同
主
義
の
哲
学
的
基
礎
』
、
『
全
集
』
十
七
巻
、
五
八
二
頁
。

（
36
（ 

風
早
八
十
二
『
労
働
の
理
論
と
政
策
』
時
潮
社
、
一
九
三
八
年
十
月
、
一

一
九
頁
。

（
37
（ 

風
早
八
十
二
「
強
力
統
制
下
の
労
働
問
題
」
、
『
中
央
公
論
』
十
月
号
、
中

央
公
論
社
、
一
九
三
八
年
、
六
一
頁
。

（
38
（ 

風
早
八
十
二
「
労
働
の
国
民
的
建
設
の
た
め
に
」
、
『
日
本
評
論
』
十
月
号
、

日
本
評
論
社
、
一
九
三
九
年
、
一
三
―
一
四
頁
。

（
39
（ 

前
掲
、
風
早
「
戦
時
経
済
の
二
箇
年
」
、
二
七
頁
、
三
八
―
三
九
頁
。

（
40
（ 

森
戸
辰
男
「
『
新
体
制
』
の
世
界
史
的
進
路
―
―
国
防
国
家
の
社
会
的
・

文
化
的
使
命
」
、
『
中
央
公
論
』
十
一
月
号
、
中
央
公
論
社
、
一
九
四
〇
年
、

一
八
頁
。

（
41
（ 

森
戸
辰
男
「
戦
争
と
文
化
―
―
長
期
戦
下
に
お
け
る
知
識
階
層
の
責
務
に

つ
い
て
」
、
『
改
造
』
四
月
号
、
改
造
社
、
一
九
三
九
年
、
二
九
頁
。

（
42
（ 

森
戸
辰
男
「
戦
時
社
会
政
策
論
」
、
『
中
央
公
論
』
七
月
号
、
中
央
公
論
社
、

一
九
三
九
年
。

（
43
（ 

前
掲
、
森
戸
「
『
新
体
制
』
の
世
界
史
的
進
路
」
、
一
九
四
〇
年
。

（
44
（ 

森
戸
辰
男
「
政
治
の
国
民
化
」
、
『
帝
国
大
学
新
聞
』
一
九
四
〇
年
一
月
十

五
日
号
。

（
45
（ 

竹
中
勝
男
「
社
会
事
業
に
於
け
る
協
同
体
の
意
義
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』

七
月
号
、
大
阪
府
社
会
事
業
連
盟
、
一
九
三
九
年
。
竹
中
の
議
論
に
「
共
同
」

と
「
協
同
」
の
厳
格
な
区
別
は
見
出
し
が
た
い
が
、
「
厚
生
」
概
念
の
定

着
以
降
、
「
『
協
同
体
』
な
る
文
字
」
を
意
識
的
に
廃
し
た
事
実
は
確
認
で

き
る
（
「
社
会
政
策
に
於
け
る
『
厚
生
』
の
理
論
」
、
竹
中
勝
男
編
『
厚
生

研
究
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
四
年
十
一
月
、
二
二
頁
（
。
竹
中
は
、

ナ
チ
ス
の“Volksgem

einschaft ”

概
念
に
「
協
同
体
」
を
語
る
典
拠
を

し
ば
し
ば
求
め
た
が
（
「
社
会
事
業
に
於
け
る
科
学
性
」
、
『
社
会
事
業
』

一
月
号
、
社
会
事
業
研
究
所
、
一
九
三
九
年
（
、
自
身
を
含
む
日
本
に
お

け
る
目
下
の
協
同
体
論
の
浮
上
が
「
東
亜
協
同
体
」
論
か
ら
波
及
し
た
も

の
で
あ
る
事
実
は
暗
に
認
め
て
い
た
（
「
社
会
事
業
関
係
諸
大
会
に
つ
い

て
の
覚
書
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』
六
月
号
、
大
阪
府
社
会
事
業
連
盟
、
一

九
四
〇
年
、
一
三
頁
（
。“Volksgem

einschaft ”

概
念
を
経
由
さ
せ
な
が

ら
「
国
民
協
同
体
」
を
「
天
皇
統
治
の
理
念
」
へ
と
接
続
す
る
論
者
も
存

在
し
て
い
た
が
（
黒
田
覚
「
民
族
・
国
家
・
国
民
協
同
体
」
、『
文
藝
春
秋
』

七
月
号
、
文
藝
春
秋
社
、
一
九
三
九
年
、
五
三
―
五
五
頁
（
、
三
木
は
「
協

同
体
」
概
念
に
つ
い
て
「
外
国
語
で
ど
う
い
う
か
」
「
適
訳
は
な
い
」
と

し
（
前
掲
、
三
木
「
協
同
主
義
の
理
論
と
実
践
」
、
一
八
頁
（
、
輸
入
に
依

ら
ず
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
先
立
っ
て
展
開
さ
れ
た
普
遍
性
を
持
つ
議

論
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
た
（
「
東
西
の
新
秩
序
」
一
九
四
〇
年
七
月
、『
全

集
』
十
六
巻
、
四
九
二
―
三
頁
、「
日
本
人
の
性
格
改
造
」
、『
女
性
展
望
』

八
月
号
、
婦
選
獲
得
同
盟
出
版
部
、
一
九
四
〇
年
、
七
頁
、
な
ど
を
参
照
（
。

（
46
（ 

山
口
正
「
長
期
戦
と
社
会
事
業
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』
一
月
号
、
大
阪
府

社
会
事
業
連
盟
、
一
九
三
九
年
。
す
で
に
改
称
問
題
に
言
及
し
て
い
た
竹

中
勝
男
（
「
『
社
会
事
業
』
と
い
う
名
称
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』
十
二
月
号
、

大
阪
府
社
会
事
業
連
盟
、
一
九
三
八
年
（
も
、
「
社
会
事
業
と
厚
生
事
業

と
に
於
け
る
要
救
護
性
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』
七
月
号
、
大
阪
府
社
会
事



115　●　〈公募論文〉戦時期日本における「協同体」論と国民統合 ――奥村勇斗

業
協
会
、
一
九
四
一
年
、
で
は
、「
国
民
協
同
体
」
概
念
を
通
じ
て
「
社
会
」

と
「
厚
生
」
の
二
つ
の
事
業
の
差
異
を
定
式
化
し
て
い
る
。

（
47
（ 

前
掲
、
山
口
「
長
期
戦
と
社
会
事
業
」
、
六
頁
。
山
口
の
「
共
同
体
」
言

及
は
早
く
、
山
口
正
「
隣
保
扶
助
の
精
神
的
構
造
」
、
『
社
会
事
業
』
十
一

月
号
、
社
会
事
業
研
究
所
、
一
九
三
八
年
、
に
確
認
で
き
る
。
同
誌
同
号

に
は
、
「
東
亜
協
同
体
」
論
の
論
者
で
あ
っ
た
船
山
信
一
の
論
説
「
時
局

と
協
同
精
神
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
時
期
的
に
見
て
昭
和
研
究
会
で
の

三
木
と
の
共
同
作
業
を
経
た
も
の
で
は
な
い
が
、
「
東
亜
協
同
体
」
「
国
民

協
同
体
」
と
と
も
に
「
協
同
主
義
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
厚
生
」

を
め
ぐ
る
論
者
ら
に
お
い
て
も
二
つ
の
語
の
理
解
は
一
様
で
な
く
、
「
血

縁
」「
地
縁
」
の
「
第
一
の
基
本
的
集
団
」
に
「
協
同
体
」
の
、「
利
益
団
体
」

た
る
「
第
二
義
的
集
団
」
に
「
共
同
体
」
の
語
を
あ
て
る
と
い
っ
た
例
も

見
ら
れ
る
（
磯
村
英
一
『
厚
生
運
動
概
説
』
常
盤
書
房
、
一
九
三
九
年
一
月
、

七
五
―
七
六
頁
（
。
磯
村
の
場
合
、
こ
の
用
法
は
、
彼
が
「
東
亜
協
同
体
」

を
も
っ
ぱ
ら
血
縁
的
・
地
縁
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
か
ら
帰
結

し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

（
48
（ 

羽
仁
説
子
「
家
庭
生
活
」
、
大
河
内
一
男
編
『
国
民
生
活
の
課
題
』
日
本

評
論
社
、
一
九
四
三
年
八
月
、
二
九
九
頁
。

（
49
（ 「
家
族
観
の
混
乱
」
一
九
三
七
年
二
月
、
『
全
集
』
十
六
巻
、
二
一
三
頁
。

（
50
（ 

和
辻
哲
郎
「
国
民
道
徳
論
」
、
『
岩
波
講
座
：
教
育
科
学　

第
七
冊
』
岩
波

書
店
、
一
九
三
二
年
四
月
（
引
用
箇
所
を
含
む
こ
の
論
文
か
ら
の
文
章
は
、

一
九
三
五
年
の
『
風
土
』
に
再
録
さ
れ
た
。
『
和
辻
哲
郎
全
集　

第
八
巻
』

岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
一
四
九
頁
、
を
参
照
（
。

（
51
（ こ
う
し
た
提
起
は
し
ば
し
ば
、
社
会
事
業
が
従
来
依
拠
し
て
き
た
「
連
帯
」

思
想
が
社
会
事
業
の
大
衆
化
・
国
民
化
を
妨
げ
て
き
た
、
と
す
る
論
理
を

伴
っ
た
。
山
口
正
の
よ
う
に
、
「
国
体
」
論
に
依
拠
す
る
者
（
「
社
会
事
業

指
導
概
念
の
再
検
討
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』
九
月
号
、
大
阪
府
社
会
事
業

連
盟
、
一
九
三
七
年
（
は
別
に
し
て
も
、
連
帯
思
想
乗
り
越
え
論
は
多
く

見
ら
れ
る
。
赤
神
良
譲
「
社
会
事
業
大
衆
化
と
そ
の
方
策
」
、『
社
会
事
業
』

九
月
号
、
社
会
事
業
研
究
所
、
一
九
三
七
年
、
増
田
抱
村
「
社
会
大
衆
と

社
会
政
策
」
、
『
社
会
事
業
研
究
』
一
月
号
、
大
阪
府
社
会
事
業
連
盟
、
一

九
三
八
年
、
磯
村
英
一
「
社
会
事
業
理
論
と
し
て
の
『
犠
牲
均
分
』
の
思
想
」
、

『
社
会
事
業
研
究
』
九
月
号
、
大
阪
府
社
会
事
業
協
会
、
一
九
四
〇
年
、「
改

題
の
辞
」
、
『
厚
生
事
業
研
究
』
一
月
号
、
大
阪
府
厚
生
事
業
協
会
、
一
九

四
三
年
、
な
ど
を
参
照
。
も
っ
と
も
、
当
時
紹
介
さ
れ
て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ

ア
（Léon B

ourgeois

（
の
議
論
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
社
会
的
連
帯

（solidarité social

（
」
の
思
想
自
体
、
「
科
学
」
の
名
の
下
に
遵
守
す
べ

き
義
務
を
社
会
成
員
に
厳
し
く
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
（
シ
ャ
ル
ル
・

ジ
ッ
ド
／
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
著
、
松
浦
要
訳
『
社
会
連
帯
責
任
主
義
』

日
本
評
論
社
、
一
九
三
二
年
六
月
、
八
八
頁
（
、
日
本
の
批
判
者
た
ち
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
強
烈
な
る
国
家
権
力
の
介
在
」
（
磯
村
英
一
（
と
い

う
前
提
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
連
帯
思
想
に
つ
い
て
は
、

田
中
拓
道
『
貧
困
と
共
和
国
―
―
社
会
的
連
帯
の
誕
生
』
人
文
書
院
、
二

〇
〇
六
年
、
を
参
照
。

（
52
（ 『
哲
学
入
門
』
一
九
四
〇
年
三
月
、
『
全
集
』
七
巻
、
一
八
二
頁
。

（
53
（ 「
社
会
道
徳
」
一
九
四
一
年
四
月
、
『
全
集
』
七
巻
、
四
五
六
―
四
五
七
頁
。

（
54
（ 

前
掲
、
昭
和
研
究
会
『
協
同
主
義
の
経
済
倫
理
』
。

（
55
（ 『
哲
学
入
門
』
、『
全
集
』
七
巻
、
二
二
―
二
三
頁
、
お
よ
び
、『
技
術
哲
学
』

一
九
四
二
年
九
月
、
『
全
集
』
七
巻
、
二
〇
六
―
二
〇
七
頁
。

（
56
（ 『
技
術
哲
学
』
、
『
全
集
』
七
巻
、
二
八
六
頁
。

（
57
（ 「
全
体
主
義
批
判
」
、
『
全
集
』
十
九
巻
、
六
六
八
―
六
七
〇
頁
。

（
58
（ 「
道
徳
の
再
建
」
一
九
四
一
年
七
月
、
『
全
集
』
十
四
巻
、
五
一
三
―
五
一

四
頁
、
を
参
照
。

（
59
（ 

前
掲
、
森
戸
「
戦
時
政
策
論
」
、
二
四
頁
。

（
60
（ 
国
民
運
動
研
究
会
「
東
亜
新
建
設
と
協
同
主
義
」
一
九
三
九
年
四
月
、『
昭

和
社
会
経
済
史
史
料
集
成
第
三
十
四
巻　

昭
和
研
究
会
資
料
（
四
（
』
東
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洋
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
、
四
八
三
頁
。

（
61
（ 

国
民
運
動
研
究
会
『
国
民
運
動
と
は
何
か
―
―
東
亜
協
同
体
建
設
へ
の
道
』

一
九
三
八
年
十
二
月
、
『
昭
和
社
会
経
済
史
史
料
集
成
第
三
十
三
巻　

昭

和
研
究
会
資
料
（
三
（
』
東
洋
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
二
頁
。

（
62
（ 「
道
徳
の
再
建
」
一
九
四
一
年
七
月
、
『
全
集
』
十
四
巻
、
五
一
三
―
五
一

四
頁
。

（
63
（ 

前
掲
、
風
早
「
労
働
の
国
民
的
建
設
の
た
め
に
」
、
一
四
頁
。

（
64
（ 

風
早
八
十
二
「
社
会
事
業
と
社
会
政
策
」
、
『
社
会
事
業
』
十
月
号
、
社
会

事
業
研
究
所
、
一
九
三
八
年
、
一
一
―
一
二
頁
。

（
65
（ 

前
掲
、
森
戸
「
『
新
体
制
』
の
世
界
史
的
進
路
」
、
一
四
―
一
五
頁
。

（
66
（ 

森
戸
辰
男
「
資
本
主
義
と
能
率
問
題
―
―
資
本
主
義
能
率
の
全
体
能
率
へ

の
転
換
」
、『
社
会
政
策
時
報
』
三
月
号
、
協
調
会
、
一
九
四
二
年
、
三
一
頁
、

二
五
頁
。

（
67
（ 「
『
日
本
政
治
の
再
編
成
』
討
論
会
」
、『
中
央
公
論
』
六
月
号
、
中
央
公
論
社
、

一
九
四
〇
年
、
一
〇
四
頁
。

（
68
（ 『
協
同
主
義
の
哲
学
的
基
礎
』
、
『
全
集
』
十
七
巻
、
五
七
七
頁
。

（
69
（ 「
国
民
性
の
改
造
」
一
九
四
〇
年
六
月
、
『
全
集
』
十
五
巻
、
四
〇
九
―
四

一
〇
頁
。

（
70
（ 

熊
谷
次
郎
編
『
隣
組
読
本
』
非
凡
閣
、
一
九
四
〇
年
十
二
月
。
大
正
期
か

ら

の
「

能

率

」

概

念

の

普

及

に

つ

い

て

は
、W

illiam
 T

sutsui, 
M

anufacturing Ideology: Scientific M
anagem

ent in T
w

entieth-

C
entury Japan, Princeton, N

. J. : Princeton U
niversity Press, 

1998 

を
参
照
。
ツ
ツ
イ
は
、
大
正
テ
イ
ラ
ー
主
義
と
戦
時
経
済
の
知
的
連

続
を
示
す
例
と
し
て
、
注
（
66
（
の
森
戸
論
文
に
着
目
し
て
い
る
（pp. 

105-106

（
。

（
71
（ 「
新
生
活
体
制
の
基
礎
」
一
九
四
〇
年
七
月
、『
全
集
』
十
六
巻
、
四
九
一
頁
。

（
72
（ 

羽
仁
説
子
「
生
活
刷
新
の
前
進
の
た
め
に
―
―
特
に
友
の
会
の
運
動
を
通

し
て
」
、
『
社
会
事
業
』
二
月
号
、
社
会
事
業
研
究
所
、
一
九
四
〇
年
、
六

―
九
頁
。

（
73
（ 

前
掲
、
昭
和
研
究
会
『
協
同
主
義
の
経
済
倫
理
』
、
一
五
二
頁
。

（
74
（ 

三
木
に
お
け
る
「
人
的
資
源
」
概
念
へ
の
批
判
と
「
生
活
者
」
へ
の
言
及
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、「
国
民
的
性
格
の
形
成
」
一
九
四
〇
年
六
月
、『
全
集
』
十
四
巻
、

三
五
四
頁
、
「
生
活
文
化
と
生
活
技
術
」
一
九
四
一
年
一
月
、
『
全
集
』
十

四
巻
、
三
八
六
頁
、
を
参
照
。

（
75
（ 

有
馬
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
時
期
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
統
合
主

体
を
想
定
す
る
よ
り
も
、
「
管
理
型
知
識
」
の
開
花
を
通
じ
て
「
日
常
生

活
の
す
み
ず
み
に
浸
透
し
、
対
象
を
日
常
性
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
を

社
会
の
構
成
要
素
と
し
て
主
体
化
す
る
」「
管
理
的
権
力
」
が
形
成
さ
れ
た
、

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
「
戦
前
の
中
の
戦
後
と
戦
後
の
中
の
戦
前
―
―

昭
和
十
年
代
に
お
け
る
『
革
新
』
の
諸
相
」
、
『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
一

〇　

近
代
日
本
研
究
の
検
討
と
課
題
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
二

五
三
頁
（
。
な
お
、
荒
川
幾
男
「
知
性
の
変
貌
―
―
文
化
的
知
識
人
と
技

術
的
知
識
人
の
間
」
、
『
思
想
』
六
三
三
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、

が
三
木
を
軸
に
当
時
の
「
知
性
の
変
貌
」
を
論
じ
て
い
る
。

（
76
（ Robert A

. N
isbet, T

he Q
uest for C

om
m

unity: A
 Study in the E

thics 

of O
rder and Freedom

, N
ew

 York: O
xford U

niversity Press, 1953

（
安
江
孝
司
／
樋
口
祐
子
／
小
林
修
一
訳
『
共
同
体
の
探
求
―
―
自
由
と

秩
序
の
行
方
』
梓
出
版
社
、
一
九
八
六
年
（
の
第
八
章
、
お
よ
び
、pp. 

38-44

（
四
二
―
四
九
頁
（
の
現
代
戦
争
が
社
会
統
合
に
も
た
ら
す
影
響
に

つ
い
て
の
記
述
を
参
照
。

（
77
（ 「
人
間
の
条
件
に
つ
い
て
」
一
九
三
九
年
八
月
、
『
全
集
』
一
巻
、
二
五
八

―
二
五
九
頁
。

（
78
（ 『
哲
学
的
人
間
学
』
、
『
全
集
』
十
八
巻
、
三
六
六
―
三
六
八
頁
、
三
七
八

―
三
八
〇
頁
。

（
79
（ 「
学
問
と
人
生
」
、
『
全
集
』
十
四
巻
、
五
二
五
―
五
三
五
頁
。

（
80
（ 
三
木
を
含
む
当
時
の
日
本
思
想
が
抱
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
傾
向
に
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つ

い

て

は
、

次

を

参

照
。H

arry H
arootunian, O

vercom
e by 

M
odernity: H

istory, C
ulture, and C

om
m

unity in Interw
ar Japan, 

Princeton, N
. J. : Princeton U

niversity Press, 2000.

（
梅
森
直
之

訳
『
近
代
に
よ
る
超
克
―
―
戦
間
期
日
本
の
歴
史
・
文
化
・
共
同
体
』
上
下
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
（

（
81
（ 

西
欧
民
主
国
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
「
社
会
統
制
（social control

（
」

概
念
や
日
本
の
固
有
性
を
論
じ
る
「
天
皇
制
」
概
念
と
区
別
さ
れ
る
、
こ

の
概
念
の
提
起
を
通
じ
て
、
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ガ
ロ
ン
は
、
政
府
当
局
と
中

間
層
市
民
と
の
結
び
つ
き
を
背
景
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
草
の
根
的
な
民
間

集
団
の
働
き
が
、
戦
前
・
戦
後
を
継
続
し
て
近
代
日
本
に
お
け
る
民
衆
の

日
常
生
活
と
国
家
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
て
き
た
こ
と
を
検
証

し
て
い
る
。Sheldon G

aron, M
olding Japanese M

inds: T
he State in 

E
veryday Life, Princeton, N

. J. : Princeton U
niversity Press, 

1997.

（
82
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高
山
岩
男
「
協
同
社
会
の
理
念
」
、
『
高
山
岩
男
著
作
集
第
四
巻
』
玉
川
大

学
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
（
原
著
一
九
五
五
年
（
、
五
九
六
頁
、
五
七
七
頁
、

五
六
二
―
五
六
三
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
協
同
体
／
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
／
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
／
社
会
国

家
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一　

問
題
の
所
在
―
―
権
利
を
も
つ
権
利
の
再
評
価

　

従
来
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
は
、
公
共
性
の
概
念
を
現
代

に
お
い
て
蘇
ら
せ
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
公
共
性
を
ど
の
よ
う
な
も

の
と
把
握
す
る
か
が
争
点
に
な
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
理
念
に
も
と
づ

く
共
和
主
義
的
な
理
念
か
、
理
性
的
な
討
論
の
た
め
の
普
遍
主
義
的
な

公
共
圏
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
と
観
点
に
発
す
る
複
数
の
意
見
が
競
合

す
る
ア
ゴ
ー
ン
的
な
空
間
か
、
と
い
う
よ
う
に

（
1
（

。

　

た
し
か
に
『
人
間
の
条
件
』
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

複
数
の
人
間
が
公
的
な
主
体
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
条
件
に
つ
い
て
考

え
た
思
想
家
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
公
共
性
に
か
ん
す
る
、
人
々

の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
関
係
さ
せ
な
が
ら
引
き
離
す
共
通
世
界
と
い
う
概

念
（
2
（

や
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
共
通
世
界
を
つ
く
り
、
維
持
す
る
も
の
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
共
通
世
界
を
欠
く
な
ら
ば
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
活
動
の
概
念

（
3
（

は
、
多
く
の
人
々
の
関
心
を
惹
き
、
影
響
を
あ
た

え
て
き
た

（
4
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
を
公
共
性
の
思
想
家
と
し
て

評
価
す
る
こ
と
に
対
し
再
考
を
迫
る
機
運
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
ア
ー

レ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
人
間
の
尊
厳
を
問
う
こ
と
、
そ

れ
を
欠
く
な
ら
人
間
ら
し
さ
が
な
く
な
る
も
の
と
は
ど
う
い
う
も
の
か

を
問
う
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た

認
識
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
、
貧
民
に
お
い
て
奪

〈
公
募
論
文
〉

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
お
け
る「
権
利
を
も
つ
権
利
」の
検
討

篠
原
雅
武



119　●　〈公募論文〉アーレントの思想における「権利をもつ権利」の検討――篠原雅武

わ
れ
て
い
る
必
要
性
な
い
し
は
幸
福
の
実
現
を
政
治
的
自
由
と
取
り
違

え
た
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
失
敗
を
招
い
た
こ
と
を
戒
め
て
い
る
こ

と
（
5
（

か
ら
す
れ
ば
、
見
当
違
い
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
よ
う
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考
の
根
底
に
は
、
人
間
が

人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
厳
し
く
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
い
っ
た
い

何
が
欠
乏
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
構
想
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
と
い
う
問
い
が
一
貫
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
重
要
性
を
主
張
す
る
議
論
が
現
れ
つ
つ
あ
る
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
研

究
者
た
ち
に
よ
り
『
全
体
主
義
の
起
原
』
と
『
人
間
の
条
件
』
の
連
続

性
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
た
が

（
6
（

、
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
し
て
現
れ
た
一
連
の
議
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の

が
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
第
二
巻
「
帝
国
主
義
」
で
試
み
ら
れ
た
、

権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
以
降
に
お
け
る
無
国
籍
者
―
―
祖
国
で
あ
る
国
民
国
家
を
追
わ
れ
、

国
民
国
家
以
外
に
は
政
治
的
共
同
体
の
存
在
し
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、

い
か
な
る
政
治
的
共
同
体
に
も
属
す
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
人
間

―
―
の
激
増
と
い
う
状
況
を
目
の
前
に
し
て

（
7
（

、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
無
国

籍
状
態
に
お
い
て
何
が
失
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
抜
い
た
末
に
導
き

だ
し
た
概
念
だ
が
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ
る
考
察
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思

考
の
核
心
に
あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
人

間
世
界
に
お
け
る
足
場
を
失
っ
た
」
状
態
と
捉
え
、
こ
こ
で
い
う
足
場

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
考
え
た
。
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
公
的
な
世
界
の
復
権
を
め
ざ
し
た
ア
ー
レ

ン
ト
を
動
機
づ
け
た
の
は
、
彼
女
が
「
世
界
疎
外
」
と
呼
ぶ
、
強
制
退

去
や
居
場
所
の
喪
失
と
い
っ
た
現
代
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
世

界
疎
外
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
彼
女
は
、
人
権
と
い
う
問
題
の
中
心
に

あ
る
多
く
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ

（
8
（

」
。

　

さ
ら
に
、
権
利
を
も
つ
権
利
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
お
こ
っ
た

時
代
状
況
の
変
動
に
と
も
な
い
再
発
見
さ
れ
る
。
無
国
籍
者
の
存
在
の

あ
り
方
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
考
察
を
試
み
る
過
程
で
導
き
出
さ
れ

た
こ
の
概
念
が
、
冷
戦
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
状
況
―
―
民
族
対

立
や
宗
教
的
原
理
主
義
に
発
す
る
内
戦
と
難
民
の
増
大
、
市
場
原
理
主

義
に
と
も
な
う
貧
民
の
大
量
発
生
―
―
が
提
起
す
る
思
想
的
課
題
を
考

え
る
う
え
で
重
要
性
を
増
し
つ
つ
あ
る
。
難
民
、
亡
命
者
、
国
内
避
難

民
の
数
が
二
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
、
そ
の
大
半
が
南
側
諸
国
で
発
生
し

て
お
り

（
9
（

、
さ
ら
に
新
自
由
主
義
の
も
と
、
社
会
的
排
除
と
い
わ
れ
る
事

態
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
現
状
に
お
い
て
は

（
10
（

、
「
人
間
が
人
間
世
界
か
ら
、

具
体
的
に
は
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
政
治
的
共
同
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

場
合
に
の
み
失
わ
れ
る

（
11
（

」
も
の
が
い
っ
た
い
何
か
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン

ト
の
考
察
は
、
現
代
に
お
い
て
こ
そ
真
価
を
発
揮
す
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
を
、
公
共
性
を
提
唱
し
た
思
想
家
と
し
て
捉
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え
る
の
と
は
別
の
や
り
か
た
で
把
握
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。
彼
女
が
提
唱
し
た
政
治
体
の
構
想
は
、
た
ん
に
公
共
的
な

も
の
と
い
う
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
射
程
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
じ
っ
さ
い
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
の

無
国
籍
者
と
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
が
『
人
間
の
条
件
』

へ
と
ど
う
受
け
継
が
れ
変
容
し
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
ア
ー
レ
ン
ト

の
思
想
を
考
え
直
す
こ
と
が
重
要
な
研
究
で
あ
る
こ
と
は
、
ジ
ュ
デ
ィ

ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
権
利
を
も
つ
権
利
と
は
、
無

国
籍
者
と
い
う
非
政
治
的
存
在
の
あ
り
方
に
即
し
た
政
治
体
の
展
望
を

開
く
た
め
の
概
念
だ
っ
た
が
、
の
ち
の
公
私
の
区
分
の
導
入
は
、
非
政

治
的
存
在
を
追
放
す
る
も
の
で
あ
り
、
初
期
の
政
治
体
の
構
想
が
も
っ

て
い
た
潜
在
力
を
切
り
縮
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に

（
12
（

。

　

本
稿
で
試
み
た
い
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
構
想
し
た
政
治
体
を
、
権

利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
思
考
を
基
礎
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
し
て

捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
権
利
を
も
つ
権
利
を
ア
ー

レ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
た
か
を
明
確
に
す
る
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
思
考
が
の
ち
の
『
人
間
の
条
件
』
な
ど
へ
と
継
承
さ

れ
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
観
点
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト

の
政
治
体
の
構
想
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
必
要
が
あ

る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
を
も
つ
権
利
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
決
定
的
な
解
釈
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
を
も
つ
権
利
が
独
自
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
理

由
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
抽
象
的
な
人
権
や
、
国
民
国
家
の
庇
護
の
も
と

で
享
受
で
き
る
市
民
権
と
も
違
う
。
こ
の
独
特
さ
の
せ
い
で
、
彼
女
が

提
示
し
た
権
利
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
わ
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
つ

つ
、
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
、
一
定
の
定
式
化
を
こ
こ
ろ
み
る
必

要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
『
人
間
の
条
件
』
が
、
公
共
性
で
は
括
る

こ
と
の
で
き
な
い
政
治
体
を
構
想
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
秘
め
た
も
の

と
し
て
読
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二　

権
利
を
も
つ
権
利
の
概
要
と
解
釈

１　

権
利
を
も
つ
権
利
の
概
要

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
権
利
を
も
つ
権
利
を
、
「
人
間
が
そ
の
行
為
と
意

見
に
基
づ
い
て
人
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
い
う
関
係
の
成
り
立
つ
シ
ス
テ

ム
の
中
で
生
き
る
権
利
」
と
定
義
す
る

（
13
（

。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
共
同
体

か
ら
も
見
放
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
無
国
籍
者
に
お
い
て
何
が
決
定
的
に

奪
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
み
い
だ
さ
れ
る
権
利

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
生
命
、
自
由
、
幸
福
の
追
求
、
法
の

前
の
平
等
、
思
想
の
自
由
と
い
っ
た
抽
象
的
な
諸
権
利
と
は
違
う
。
ア
ー

レ
ン
ト
の
み
る
と
こ
ろ
、
抽
象
的
な
諸
権
利
は
、
「
所
与
の
共
同
体
の

内
部
の
諸
権
利
を
守
る
た
め
に
定
式
化
さ
れ
た
も
の

（
14
（

」
で
あ
る
。
抽
象
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的
権
利
を
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
持
ち
、
か
つ
行
使
す
る
に
は
、
何

ら
か
の
政
治
的
共
同
体
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
必
須
条
件
と
す
る
。
こ

れ
を
欠
く
な
ら
こ
う
し
た
諸
権
利
は
実
効
性
が
な
い
。
権
利
を
主
張
し

て
も
、
そ
れ
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
判
断
し
て
く
れ
る
他
者
と
の
関

係
性
の
シ
ス
テ
ム
が
な
い
か
ら
だ
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
を
も
つ
権
利
の
独
自
性
は
、
い
わ
ゆ
る
普

遍
的
人
権
の
概
念
が
依
拠
す
る
想
定
の
非
現
実
性
に
た
い
す
る
告
発
と

し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
普
遍
的
人
権
の
概
念
に
お
い

て
、
権
利
は
、
人
間
的
な
自
然
か
ら
直
接
に
生
ま
れ
、
誰
に
お
い
て
も
、

奪
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
、
自
明
の
真
理
と
し
て
備
わ
っ
て
お
り
、

「
た
と
え
一
人
の
人
間
が
人
間
社
会
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
と
し
て
も
そ

の
有
効
性
に
は
変
り
が
な
い

（
15
（

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
権
利
に
つ
い
て
の
こ
う
い
っ
た
想
定
が
非
現
実
的
で

無
力
で
あ
る
こ
と
が
、
現
実
に
人
間
社
会
か
ら
締
め
出
さ
れ
他
者
と
の

関
係
性
を
奪
わ
れ
孤
立
し
た
無
国
籍
者
の
大
量
発
生
と
い
う
現
象
に

よ
っ
て
徹
底
的
に
暴
露
さ
れ
た
と
批
判
す
る
。
「
人
間
で
あ
る
と
い
う

抽
象
的
で
赤
裸
な
存
在
に
対
し
て
世
界
は
何
ら
畏
敬
の
念
を
示
さ
な

か
っ
た
。
人
間
の
尊
厳
は
〈
彼
も
ま
た
人
間
だ
〉
と
い
う
単
な
る
事
実

に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
実
現
さ
れ
得
な
か
っ
た

（
16
（

」
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

無
国
籍
者
と
い
う
締
め
出
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
人
々
の
赤
裸
な
あ
り
方

を
「
自
然
状
態
」
と
形
容
す
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う
自
然
は
政
治
体
の
人
為
性
（artifice

（

と
対
置
さ
れ
て
い
る

（
17
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の
自
然
状
態
へ
と
追
放
さ

れ
無
力
と
な
っ
た
人
間
が
増
大
し
て
い
く
状
況
に
即
し
た
政
治
体
を
、

人
権
と
い
う
抽
象
概
念
に
頼
る
の
で
は
な
し
に
構
想
す
る
必
要
が
あ
る

と
説
く
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
立
脚
す
べ
き
土
台
と
な
る
も
の
と
し
て
、

権
利
を
も
つ
権
利
と
い
う
概
念
を
提
起
し
て
い
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
権
利
を
も
つ
権
利
と
無
国
籍
者
に
か
ん
す
る
議
論
が

再
評
価
さ
れ
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
う
移
民
、
冷
戦
体
制

の
終
焉
に
よ
っ
て
激
化
し
た
民
族
間
対
立
が
も
た
ら
し
た
難
民
が
増
加

し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
が
地
球
上
に
居
場
所
を
持
ち
得

な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
で
あ
り
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
台
頭
と
と
も
に
市
場
の
純
然
た
る
力
へ
と
晒
さ
れ
て
貧
困
に
な
っ

て
い
く
人
々
が
増
加
し
て
い
く
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
。
生
ま
れ
故
郷

と
自
国
の
政
府
に
よ
る
保
護
を
喪
失
し
た
人
々
の
大
量
発
生
は
、
ア
ー

レ
ン
ト
に
対
し
、
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
強
い
る
具

体
的
状
況
で
あ
っ
た
が
、
類
似
し
た
状
況
が
現
代
に
お
い
て
再
来
し
つ

つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
が
見
直
さ
れ
る
の
も
当
然

で
あ
る
。

　

だ
が
こ
の
再
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
二
つ
あ

る
。
権
利
を
も
つ
権
利
と
は
あ
く
ま
で
も
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
権
利
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
考
察
が
あ
る
一
方
、
権
利
を
も
つ
権
利
と
は
、
諸
権
利
の
基
礎
と

な
る
足
場
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
権
利
が
意
味
を
も
つ
た
め
の
前
提
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と
な
る
関
係
性
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
た
え
ざ
る
崩

壊
の
危
機
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ど
う

い
う
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
考
察
が
あ
る
。

２　

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
解
釈
―
―
帰
属
の
承
認

　

前
者
の
代
表
と
し
て
は
、
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
が
『
他
者
の
権
利
』

で
お
こ
な
っ
た
議
論
が
あ
る
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
「
驚
く
こ
と
に
、
一

九
一
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
増
加
し
た
移
民
の
半
分
以
上
が
、
二
〇

世
紀
の
最
後
の
三
五
年
で
あ
る
、
一
九
六
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
現

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
間
に
、
七
五
〇
〇
万
の
人
々
が
出
身

国
以
外
の
国
に
移
り
住
も
う
と
越
境
移
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
」
と

い
う
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
国
家
的
な
領
土
的
主
権
に
依
拠
し

た
政
治
形
式
は
い
ま
だ
に
強
固
で
、
こ
の
先
例
の
な
い
状
況
に
即
し
た

政
治
形
式
の
構
想
が
み
え
て
こ
な
い
こ
と
を
問
題
化
す
る

（
18
（

。
そ
の
う
え

で
、
無
国
籍
状
態
に
置
か
れ
た
人
間
の
増
大
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
論

じ
た
政
治
的
危
機
の
根
幹
に
あ
る
現
象
で
あ
り
、
だ
か
ら
彼
女
が
提
唱

し
た
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
は
こ
れ
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
し
た
政
治
体
の
構
想
に
と
っ
て
不
可
欠
に
な
る
と
述
べ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
註

釈
す
る
が
、
基
本
と
な
る
の
は
、
権
利
を
も
つ
権
利
と
は
何
よ
り
も
道

徳
的
な
命
令
を
呼
び
起
こ
す
権
利
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
人
は
何
ら
か
の
組
織
化
さ
れ
た
人
間
共
同
体
に
『
帰
属
す
る
』
と

い
う
こ
と
の
承
認
」
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
19
（

。

た
し
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
権
利
を
も
つ
権
利
を
「
人
間
が
そ
の
行
為
と

意
見
に
基
づ
い
て
人
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
い
う
関
係
の
成
り
立
つ
シ
ス

テ
ム
の
中
で
生
き
る
権
利
」
と
定
義
し
、
文
化
的
民
族
的
な
出
自
を
同

じ
く
す
る
も
の
に
の
み
そ
れ
を
付
与
す
る
国
民
国
家
的
な
共
同
体
で
は

十
分
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
問
題
化
し
た

（
20
（

。
そ
の
か
ぎ
り

で
は
、
い
か
な
る
国
民
国
家
か
ら
も
締
め
出
さ
れ
た
無
国
籍
者
と
い
う

存
在
で
あ
れ
、
生
ま
れ
の
偶
然
性
ゆ
え
に
つ
き
ま
と
う
民
族
的
文
化
的

属
性
と
か
か
わ
り
な
く
何
ら
か
の
人
間
集
団
に
属
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
権
利
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
権
利
を
も
つ
権
利
を
解
釈
す
る
ベ
ン
ハ

ビ
ブ
の
見
解
は
適
切
な
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
「
権
利
を
も
つ
権

利
と
は
、
生
ま
れ
た
と
き
に
定
義
さ
れ
る
特
性
で
は
な
く
、
自
ら
の
行

為
や
意
見
を
つ
う
じ
て
、
自
ら
が
行
な
い
、
語
り
、
考
え
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
が
判
断
さ
れ
る
政
治
共
同
体
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ

う
る
も
の
で
あ
る

（
21
（

」
。
こ
れ
は
、
何
ら
か
の
人
間
集
団
へ
と
帰
属
す
る

こ
と
の
要
求
を
、
そ
れ
が
い
か
な
る
人
間
で
あ
ろ
う
と
も
人
間
で
あ
る

か
ぎ
り
は
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
務
を
説
い
た
こ
と
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る

（
22
（

。
そ
れ
は
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
自
身

が
認
め
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
カ
ン
ト
的
な
用
語
の
意
味

で
「
道
徳
的
に
」
読
み
解
く
試
み
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
こ
う
し
た

要
求
の
相
互
承
認
は
何
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
人
類
そ
の
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も
の
で
は
な
い
の
か
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
考
え
た
と
い
う
よ
う
に
、
ベ
ン

ハ
ビ
ブ
は
考
察
を
進
め
て
い
く

（
23
（

。

　

こ
の
こ
と
ゆ
え
に
、
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
無
国
籍
者

が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
関
係
性
の
シ
ス
テ
ム
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
ど
の

よ
う
な
も
の
と
考
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
十
分

で
あ
る
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
権
利
を
も
つ
権
利
を
、
な
ん
ら
か
の
人
間

集
団
の
成
員
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
の
要
求
と
そ
れ
へ
の
責
務
の
相

互
性
と
し
て
、
人
類
そ
の
も
の
を
根
拠
と
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る

が
、
い
っ
た
い
こ
こ
で
い
う
な
ん
ら
か
の
人
間
集
団
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
明
確
に
答
え
て
い
な
い
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ

に
と
っ
て
は
、
無
国
籍
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
に
お
い
て
い
か
な
る
共

同
性
が
可
能
か
と
い
う
問
い
よ
り
も
、
無
国
籍
者
の
帰
属
へ
の
要
求
に

い
か
に
し
て
応
答
し
排
除
す
る
こ
と
な
し
に
迎
え
入
れ
る
の
か
と
い
う

問
い
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
ア
ー
レ
ン

ト
を
解
釈
し
て
い
る

（
24
（

。
そ
し
て
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
権
利
を
も
つ
権
利
に

つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
察
に
お
い
て
、
「
国
民
国
家
の
モ
デ
ル
に

は
従
わ
な
い
、
民
主
的
に
主
権
的
な
共
同
体
を
い
か
に
構
築
す
る
か
に

つ
い
て
の
、
彼
女
の
よ
り
経
験
的
で
、
柔
軟
で
、
開
か
れ
た
考
察
は
も

は
や
探
求
さ
れ
な
か
っ
た

（
25
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
が
い
う
よ

う
に
、
た
し
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
権
利
を
も
つ
権
利
を
基
礎
と
す
る

政
治
体
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
新
し
い
政
治
体
の
構
想
が

重
要
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
て
い
た
し
、
の
み
な
ら
ず
、
の
ち
の
『
人
間

の
条
件
』
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
国
民
国
家
の
枠

組
み
を
こ
え
た
政
治
体
に
つ
い
て
の
考
察
を
萌
芽
的
に
提
示
し
て
い
る
。

３　

ア
イ
ザ
ッ
ク
の
解
釈
―
―
人
間
の
尊
厳
の
新
た
な
る
保
証

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
人
間
の
権
利
の
根
本
的
な
剥
奪
に
つ
い
て
、
「
そ

こ
で
意
見
が
意
味
を
も
ち
、
行
為
が
実
効
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
、
世

界
に
お
け
る
居
場
所
の
剥
奪
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
市

民
権
、
自
由
や
正
義
と
い
っ
た
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
根
本
的
な
も
の

の
喪
失
、
行
為
し
、
意
見
を
発
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
条
件
と
な
る
よ

う
な
も
の
の
喪
失
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
を
も
つ

権
利
と
は
、
権
利
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ
せ
る
抽
象
的
な
仮
構
物
と
し

て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
居
場
所
、
な
い
し
は
行
為
と
意
見
が
意
味

を
も
つ
こ
と
の
条
件
と
な
る
何
も
の
か
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
権
利
を
も
つ

権
利
は
、
居
場
所
な
い
し
は
存
在
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
側
面

に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
普
通
に
生
き
て
い
る
な
ら
ば
人
は
そ
の
存
在
に

も
重
要
性
に
も
気
づ
か
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
り
剥
奪
さ

れ
た
り
破
壊
さ
れ
る
な
ど
し
て
は
じ
め
て
有
り
難
み
に
気
づ
く
よ
う
な

も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
し
た
の
は
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ア
イ
ザ
ッ
ク
の

論
文
で
あ
る
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
論
文
の
冒
頭
で
、
無
権
利
者
の
発
生
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と
い
う
事
態
に
触
発
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
の
核
心
に
人
権
を
め

ぐ
る
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
も
、
人
権
の
問
題
を
道
徳
や
法
哲
学
の
問
題

で
は
な
く
政
治
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
た
と
述
べ
て
い
る

（
26
（

。
ア
イ

ザ
ッ
ク
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
と
は
、
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
そ
な
わ
っ
て
い
る
自
然
権
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
居
場
所
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
欠
く
な
ら
自
然
権
に
よ
る
保
障
な
る

も
の
が
ま
っ
た
く
無
力
で
空
し
く
な
る
、
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
無
権
利
者
か
ら

は
、
「
彼
ら
の
基
本
的
な
人
間
の
尊
厳
が
、
道
徳
的
で
政
治
的
な
行
為

者
と
し
て
行
為
し
、
彼
ら
の
仲
間
た
ち
の
あ
い
だ
で
安
全
と
自
由
を
享

受
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
が
奪
わ
れ
て
い
る

（
27
（

」
、
と
い
う
よ
う
に
。

　

そ
し
て
つ
づ
け
て
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
述
べ
る
。
「
ア
ー
レ
ン
ト
が
主
張

す
る
の
は
、
人
間
の
尊
厳
は
新
し
い
保
証
を
必
要
と
す
る
が
、
と
い
う

の
も
、
人
間
の
自
然
権
を
尊
重
す
る
平
和
な
共
和
国
の
コ
ス
モ
ポ
リ
ス

と
い
う
、
一
九
世
紀
的
で
カ
ン
ト
主
義
的
な
観
念
と
し
て
の
旧
来
型
の

保
証
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
、と
い
う
こ
と
だ
」
。
ア
イ
ザ
ッ

ク
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
カ
ン
ト
主
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
対
し
て
批

判
的
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
旧
来
型
の
人
権

概
念
が
無
効
化
し
た
あ
と
創
出
す
べ
き
新
し
い
保
証
と
し
て
の
権
利
を

も
つ
権
利
を
基
礎
づ
け
る
も
の
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
克
服
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に

お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
い
う
普
遍
主
義
は
、
狭
く
、
地
方
的
な
も
の
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
問
題
化
し
た
無
国
籍
者
の
発
生
は
、

地
球
規
模
で
の
も
の
と
い
う
意
味
で
世
界
的
現
象
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が

み
ず
か
ら
の
普
遍
主
義
を
定
式
化
す
る
う
え
で
依
拠
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
経
験
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
28
（

。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
評
価
に
つ
い
て
の
ア
イ
ザ
ッ
ク
に
よ
る
解
釈

が
適
切
で
あ
る
か
は
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る

（
29
（

。
だ
が
ア
イ
ザ
ッ
ク

の
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
人
間
の
尊
厳
を
保

証
す
る
も
の
を
、
旧
来
型
の
人
権
概
念
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
新
た

に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
構
想
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
把
握
し

た
こ
と
に
あ
る
。

　

ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
提
起
さ
れ
た
新
し
い
保

証
と
し
て
の
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
問
い
が
、
『
人
間
の
条
件
』

へ
と
受
け
継
が
れ
た
と
主
張
す
る
。
彼
が
そ
こ
で
着
目
す
る
の
は
活
動

（action

（
の
概
念
で
あ
る
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
従
来
の
ア
ー
レ
ン
ト
解

釈
に
お
け
る
活
動
概
念
が
英
雄
的
な
行
為
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
こ

と
に
異
議
を
唱
え

（
30
（

、
た
し
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
人
間
の
条
件
で
は
み
ず

か
ら
の
政
治
理
論
を
は
っ
き
り
と
人
間
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て
提
示
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
彼
女
が
い
う
実
践
は
、
人
間
の
尊
厳

の
保
証
と
唯
一
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
設
定
さ
れ
た
人
権
の
問
題

へ
の
回
答
と
し
て
構
想
さ
れ
た

（
31
（

。

　

と
な
る
と
、
活
動
が
つ
く
り
だ
す
公
共
空
間
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
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構
想
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
提
起
さ
れ
た
、
人
間
の
尊
厳
の
新

た
な
保
証
と
な
る
べ
き
権
利
を
も
つ
権
利
の
構
想
の
発
展
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
そ
こ
で
意
見
が
意
味
を

も
ち
、
行
為
が
実
効
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
た
め
の
条
件
と
し
か
い
い

よ
う
の
な
い
も
の
を
権
利
を
も
つ
権
利
と
表
現
し
た
が
、
こ
れ
が
何
か

を
突
き
詰
め
て
考
え
た
果
て
に
公
共
空
間
の
構
想
が
結
実
し
た
、
と
い

う
よ
う
に
。
そ
う
や
っ
て
考
え
を
す
す
め
て
い
く
う
え
で
も
、
ア
イ
ザ
ッ

ク
の
議
論
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
何
か
を
始

め
、
何
か
を
つ
く
り
だ
す
能
力
と
し
て
の
活
動
を
、
人
間
の
尊
厳
の
保

証
を
つ
く
り
だ
す
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ア
イ

ザ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
人
間
の
尊
厳
が
脅
か
さ
れ
て
い

く
状
況
に
抵
抗
し
な
が
ら
そ
れ
を
救
出
し
、
新
た
に
保
証
す
る
こ
と
を
、

「
自
然
権
の
教
義
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
尊
厳
を
、
そ

れ
に
か
ん
し
て
何
か
を
お
こ
な
う
こ
と
で
の
み
獲
得
で
き
る
人
間
存
在

の
活
動
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

（
32
（

」
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
と
考
え

た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
無
国
籍
者
を
発
生
さ
せ
る
状
況
に
あ
っ

て
、
自
然
権
に
基
礎
を
も
つ
抽
象
的
な
人
権
は
無
力
で
あ
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
新
た
な
保
証
を
構
想
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
が
、
そ
れ
は
活
動
が
つ
く
り
だ
す
人
為
的
な
空
間
と
し
て
実
現
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三　

権
利
を
も
つ
権
利
の
展
開 

 

　
　

―
―
『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
政
治
体
の
構
想
へ

１　

『
全
体
主
義
の
起
原
』
に
お
け
る
新
し
い
政
治
体
の
模
索

　

ア
イ
ザ
ッ
ク
の
解
釈
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
に
お
け
る
権
利
を

も
つ
権
利
の
考
察
を
、
『
人
間
の
条
件
』
へ
と
発
展
し
て
い
く
萌
芽
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
人
間
の

尊
厳
の
保
証
と
な
っ
た
国
民
国
家
的
な
政
治
体
を
超
え
た
新
し
い
政
治

体
に
つ
い
て
の
萌
芽
的
考
察
で
あ
っ
た
こ
と
、
『
人
間
の
条
件
』
で
検

討
さ
れ
る
活
動
の
概
念
は
、
こ
の
新
し
い
政
治
体
を
形
成
し
て
い
く
原

動
力
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
果
て
に
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
捉
え
て
い
る
。

『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
政
治
体
、
す
な
わ
ち
公
共
空
間
に
つ
い
て

の
考
察
が
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
の
考
察
の
発
展
形
態
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は

ア
イ
ザ
ッ
ク
の
解
釈
は
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
、

そ
れ
を
全
体
主
義
運
動
に
た
い
す
る
批
判
的
考
察
か
ら
の
展
開
と
し
て

把
握
し
て
い
る
。
「
全
体
主
義
が
虚
構
的
で
幻
影
的
な
領
域
で
あ
る
の

に
対
し
、
す
べ
て
が
み
ら
れ
議
論
さ
れ
う
る
政
治
的
に
自
由
な
公
的
領

域
は
現
実
の
開
示
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る

（
33
（

」
。
つ
ま
り
、
公
共
空
間
の

一
つ
の
特
質
で
あ
る
現
れ
の
空
間
は
、
全
体
主
義
運
動
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
虚
構
性
、
な
い
し
は
虚
偽
性
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
提
起

さ
れ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
こ
で
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
着
目
す
る
の
は
『
全
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体
主
義
の
起
原
』
第
三
巻
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
テ
ロ
ル
」
で
あ
る
。
全
体
主

義
が
鼓
吹
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
論
理
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
は
、

他
者
と
か
か
わ
る
領
域
を
失
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
失
わ
れ
た
領
域
は
ど
う
い
う

も
の
か
と
い
う
問
い
が
『
人
間
の
条
件
』
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
わ

け
だ
。
（
。

　

こ
れ
に
対
し
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
に
お
け
る

権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
が
『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
政

治
体
に
つ
い
て
の
考
察
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
彼
は
、
活
動
が
形
成
す
る
新
し
い
政
治
体
が
ど
う
い
う
も
の

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
た
考
察
を
し
て
い
な
い
。
ア
イ
ザ
ッ

ク
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
重
視
し
た
価
値
観
と
し
て
、
「
個
々
人
の
安
全

と
身
体
的
な
保
全
、
侵
略
と
強
制
退
去
か
ら
の
家
と
居
場
所
の
安
全
確

保
、
み
ず
か
ら
の
関
心
を
表
明
し
聞
い
て
も
ら
え
る
能
力
、
公
的
な
言

説
の
場
に
お
い
て
交
流
し
参
加
す
る
自
由
」
を
列
挙
し
、
そ
れ
が
何
ら

か
の
人
為
的
な
形
式
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
が

（
34
（

、
こ
の
形
式

が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
十
分
で
な
い
。
つ
ま

り
、
権
利
を
も
つ
権
利
を
基
礎
と
す
る
政
治
体
が
ど
の
よ
う
な
形
式
を

も
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
察
が

十
分
で
は
な
い
。

　

じ
つ
は
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
論
文
の
冒
頭
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
き
わ
め

て
興
味
深
い
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
全
体
主
義
の
起
原
』

の
第
一
版
の
序
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「
人
間
の
尊
厳
は
、
新
し
い

政
治
的
原
則
、
地
球
（earth

（
に
お
け
る
新
し
い
法
に
の
み
立
脚
す
る

こ
と
の
可
能
な
新
し
い
保
証
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
と
き
そ
れ
の
有

効
性
は
人
類
の
す
べ
て
を
包
括
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
で
そ
の
力

は
し
っ
か
り
と
限
界
づ
け
ら
れ
、
新
し
く
定
め
ら
れ
た
領
土
的
実
体

（territorial entities

（
に
根
ざ
し
、
制
限
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
35
（

」
。

　

こ
こ
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
構
想
し
よ
う
と
し
た
政
治
体
の
形
式
に

か
ん
す
る
萌
芽
的
な
ア
イ
デ
ア
が
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主

旨
は
つ
ぎ
の
三
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

　

第
一
に
は
、
そ
の
形
式
の
特
質
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

そ
れ
を
、
地
球
に
立
脚
し
人
類
の
す
べ
て
を
包
括
し
う
る
開
か
れ
た
も

の
で
あ
る
一
方
、
他
方
で
は
、
限
界
づ
け
ら
れ
、
領
土
的
実
体
に
根
ざ

し
制
限
さ
れ
た
も
の
、
境
界
画
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
構
想
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
新
し
い
政
治
体
の
形
式
は
、
開
か
れ
つ
つ
境
界
画
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
二
つ
の
作
用
を
同
時
に
も
つ
も

の
と
し
て
展
望
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
定
の
国
民
性
を

共
有
し
な
い
人
間
を
排
除
す
る
国
民
国
家
の
排
除
性
を
克
服
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
体
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
帝
国
主
義
に
は
じ
ま
る
時
代
に
固
有
の
経
験
に
つ
い

て
、
故
郷
喪
失
と
根
無
し
草
化
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
が
、
そ
の
要
因
は
、

文
明
の
本
質
的
な
構
造
の
破
綻
に
も
と
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
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な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
お
よ
び
精
神
的
な
世
界
の
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
伝
統
的
な
諸
要
素
が
ま
と
ま
り
を
欠
い
た
集
塊
と
な
り
、
す
べ

て
が
固
有
の
価
値
を
喪
失
し
て
い
く
よ
う
で
あ
り
、
人
間
に
は
理
解
し

得
な
い
も
の
と
な
り
、
人
間
の
目
的
に
と
っ
て
は
普
通
で
は
な
い
も
の

に
な
る

（
36
（

」
状
況
が
こ
う
し
た
経
験
の
要
因
で
あ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
政
治
的
世
界
の
破
綻
が
、
根
無
し
草
化
と
い
う
、

人
間
的
な
生
存
を
困
難
に
し
て
い
く
事
態
を
引
き
起
こ
す
。
伝
統
的
な

政
治
世
界
の
破
綻
と
根
無
し
草
化
が
進
行
し
て
い
く
状
況
に
あ
っ
て
な

お
も
人
間
ら
し
い
生
活
を
保
証
す
る
土
台
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、

こ
の
問
い
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
体
の
構
想
の
根
底
に
あ
っ
た
。

　

第
三
に
は
、
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
政
治
体
を
新
し
い
も
の
と
し

て
展
望
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
す
ぐ
後
で
彼

女
は
「
過
去
に
お
い
て
よ
か
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
そ
れ
を
わ
れ
わ

れ
の
遺
産
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
戒

め
て
い
る
。
政
治
体
は
、
過
去
へ
の
復
古
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
新
し
い
も
の
と
し
て
、
そ
れ
も
根
無
し
草
化
と
い
う
現
在
的
な
過

程
の
只
中
に
お
い
て
構
想
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
が
ど

れ
ほ
ど
に
過
酷
で
非
人
間
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
か
ら
背
を
向
け
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
こ
の
新
し
さ
へ
の
志
向
は
、

現
在
的
な
過
程
を
両
義
的
な
も
の
と
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
根
ざ
し

た
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
、

奇
妙
に
も
良
い
こ
と
を
悪
い
こ
と
と
結
び
付
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
帝

国
主
義
の
『
膨
張
の
た
め
の
膨
張
』
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
世
界
が
一
つ

に
な
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
っ
た
具
合
だ

（
37
（

」
。
帝
国
主
義

の
膨
張
過
程
は
無
国
籍
者
を
大
量
発
生
さ
せ
た
反
面
、
世
界
の
一
体
化

を
す
す
め
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
排
除
的
な
共
同
体
と

し
て
の
国
民
国
家

（
38
（

」
の
枠
内
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
政
治
体
を
開
き
、

地
球
規
模
の
政
治
体
を
展
望
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
。
つ
ま

り
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
新
し
い
政
治
体
が
、
現
在
的
な
過
程
か
ら
目
を
そ

ら
す
の
で
は
な
く
そ
の
過
酷
さ
の
裏
面
に
積
極
的
で
創
造
的
な
側
面
を

見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

２　

政
治
体
の
危
機
に
か
ん
す
る
認
識
の
一
貫
性
と
展
開

　

『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
の
、
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
と
、

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
構
想
さ
れ
た
政
治
体
に
つ
い
て
の
展
望
は
、
帝
国
主

義
に
は
じ
ま
る
時
代
状
況
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
故
郷
喪
失
と
根
無
し
草
化
が
強
い
る
過
酷
な
生
を
生
き
延
び
る
た

め
の
保
証
と
な
る
根
本
的
な
条
件
が
何
で
あ
る
か
を
問
い
つ
め
た
果
て

に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
代
の
時
代
状
況
を
考

え
る
う
え
で
い
ま
だ
に
意
義
を
う
し
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
マ
ー
ズ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
「
人
間
的
な
生
存
を
可
能
と
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
条
件
に
つ
い
て

の
政
治
理
論

（
39
（

」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
利
を
も
つ

権
利
の
考
察
が
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
市
場
原
理
主
義
の
も
と
で
国
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民
国
家
が
再
編
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
と
も
な
う
貧
困
化
、
社
会
的
排
除
、

移
民
の
増
加
に
お
い
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
ら
し
い
生
活
が
困
難
に
な
る
人
々
が
増
え
て

い
く
の
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
を
も
つ
権
利
を
失
っ
て
い
く

人
々
が
増
え
て
い
く
こ
と
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で

問
う
べ
き
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
な
お
も
人
間
ら
し
く
生
き
て

い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
条
件
が
何
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
政
治
体
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
察
の

核
心
に
あ
っ
た
の
は
こ
の
問
い
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
が
お
よ
そ
五
〇
年
の
と
き
を
経
て
、
再
び
問
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
サ
マ
ー
ズ
が
い
う
よ
う
に
、
帝
国
主
義
戦
争
と
と
も

に
深
刻
化
し
た
、
権
利
を
も
つ
権
利
の
喪
失
の
拡
大
と
国
民
国
家
の
解

体
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
、
繁
栄
と
社
会
民
主
主
義
が
行
き
渡
っ

た
時
代
に
お
け
る
そ
の
中
断
期
（
国
民
国
家
の
再
生
（
を
は
さ
ん
で
再

来
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う

（
40
（

。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
権
利
を
も
つ
権
利
の
喪
失
と
政
治
体
の
危
機
と
い
う
問
題

は
、
戦
時
と
い
う
異
常
事
態
に
固
有
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
終
わ
っ

て
平
和
に
な
れ
ば
お
の
ず
と
解
決
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
に
お
け

る
問
題
と
、
そ
の
あ
と
の
『
人
間
の
条
件
』
な
ど
に
お
け
る
問
題
は
、

別
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
構
想
さ
れ
た

政
治
体
は
、
あ
く
ま
で
も
戦
時
と
い
う
例
外
的
な
状
況
に
促
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
平
和
の
到
来
と
と
も
に
忘
却
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
『
人
間
の
条
件
』
で
も
、
政
治
体
の
危
機
は
依
然
と
し
て

重
要
課
題
と
さ
れ
、
の
み
な
ら
ず
、
第
二
次
大
戦
後
の
繁
栄
の
時
期
に

も
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
い
っ
そ
う
の
深
刻
化
を
み
た
問
題
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
奇
跡
的
な

経
済
復
興
を
例
に
し
て
述
べ
る
。
そ
こ
で
起
こ
っ
た
の
は
、
生
産
の
た

め
の
生
産
を
自
己
目
的
化
し
た
経
済
復
興
を
代
償
と
す
る
、
人
々
の
搾

取
、
事
物
の
破
壊
、
都
市
の
荒
廃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
あ
っ
た

の
は
、
「
世
界
の
す
べ
て
の
事
物
の
価
値
低
落
の
無
慈
悲
な
過
程

（
41
（

」
で

あ
っ
た
。　
　

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
世
界
の
事
物
が
生
産
消
費
の
過
程
へ
と
組
み
込
ま

れ
商
品
化
し
て
い
く
こ
と
を
問
題
化
す
る
が
、
と
り
わ
け
重
大
な
の
は
、

財
産
（property

（
の
商
品
化
、
富
（w

ealth

（
へ
の
転
化
で
あ
る
。
ア
ー

レ
ン
ト
は
財
産
を
、
「
共
有
世
界
の
う
ち
で
私
的
に
所
有
さ
れ
た
分
け

前
」
と
し
て
、
「
人
間
の
世
界
性
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
政
治
条
件
」

と
し
て
概
念
化
す
る

（
42
（

。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
「
世
界
の
特
定
の
部
分
に
自

分
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
」
「
政
治
体
に
属
す
る
こ
と

（
43
（

」
だ
が
、
こ
れ

が
公
的
な
世
界
に
か
か
わ
り
行
為
す
る
こ
と
の
条
件
と
な
る
。
こ
れ
に

対
し
富
は
、
「
社
会
全
体
の
年
収
に
た
い
す
る
彼
の
分
け
前
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
」
も
の
、
公
的
世
界
と
は
異
質
と
さ
れ
る
社
会
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
富
は
、
財
産
に
対
立
し
、
そ
れ
を
脅
か
す
も
の
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と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。
「
近
代
社
会
に
お
け
る
、
こ
の
富
の
巨
大
な

蓄
積
は
、
私
有
財
産
に
多
く
の
考
慮
を
払
っ
た
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ

私
有
財
産
が
富
の
蓄
積
と
対
立
し
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
、
私
有
財
産

を
犠
牲
に
し
た

（
44
（

」
。

　

財
産
の
商
品
化
（
富
へ
の
転
化
（
と
は
、
公
的
世
界
に
か
か
わ
る
こ

と
の
条
件
が
掘
り
崩
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
居
場
所
を
占
め
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
事
態
で
あ
る
。
公
的
世
界
と
し
て
の
政
治
体
の
不
安
定
化

を
押
し
進
め
て
い
く
事
態
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

第
二
次
大
戦
後
の
繁
栄
期
に
ド
イ
ツ
で
進
ん
だ
政
治
体
の
危
機
の
根
底

に
、
居
場
所
の
喪
失
と
い
う
問
題
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
は
、
そ
れ
は
権
利
を
も
つ
権
利
の
喪

失
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
が
、
『
人
間
の
条
件
』
で
は
、
私
的
な
も
の

と
し
て
、
そ
れ
も
世
界
に
場
所
を
占
め
る
こ
と
、
政
治
体
に
属
す
る
こ

と
の
条
件
と
い
う
意
味
で
の
私
的
な
も
の
の
剥
奪
と
し
て
、
富
の
蓄
積

に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
不
安
定
化
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
私
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
ホ
ー

ム
レ
ス
が
増
大
し
て
い
く
現
状
と
関
連
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
こ
の
意
義

は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
居
場
所
と
し
て
の
私
的
な

も
の
と
は
、
守
り
、
養
い
、
個
々
人
が
公
的
世
界
に
現
わ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
欠
く
こ
と
は
、
世
間
の
荒

波
に
苛
ま
れ
、
日
々
戦
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
45
（

。
こ

の
見
解
は
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
と
『
人
間
の
条
件
』
の
連
続
性
が
、

居
場
所
な
い
し
は
属
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
め
ぐ
る
考
察
の
発
展
と
し

て
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
捉
え
た
も
の
と
い
え
る
。

　

実
際
、
権
利
を
も
つ
権
利
の
剥
奪
が
政
治
体
の
危
機
の
根
本
に
あ
っ

た
と
い
う
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
の
考
察
は
、『
人
間
の
条
件
』
で
は
、

や
は
り
富
の
蓄
積
に
よ
る
財
産
の
価
値
低
落
、
剥
奪
が
公
的
な
も
の
と

し
て
の
政
治
体
の
危
機
を
招
い
た
と
い
う
よ
う
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
は
、
そ
れ
は
帝
国
主
義
期
に

特
有
の
こ
と
と
し
て
、
対
外
的
な
資
本
輸
出
が
要
請
す
る
膨
張
政
策
が

強
い
た
政
治
体
の
解
体
、
不
安
定
化
（
「
帝
国
主
義
的
政
治
の
本
来
の
目

標
は
、
政
治
権
力
の
範
囲
を
、
そ
れ
に
応
じ
た
政
治
体
を
新
た
に
創
設
す
る
こ

と
な
し
に
拡
大
す
る
こ
と
だ
っ
た

（
46
（

」
（
の
帰
結
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
『
人
間
の
条
件
』
で
は
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
、
帝
国
主

義
期
を
そ
の
一
部
分
と
し
て
含
み
込
む
資
本
主
義
に
固
有
の
問
題
と
し

て
論
じ
ら
れ
る
。
政
治
体
の
危
機
は
、
帝
国
主
義
期
以
前
に
お
い
て
、

資
本
主
義
の
成
立
と
富
の
蓄
積
の
開
始
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
だ

（
（（
（

。
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
と
に
な
っ
て
も
終
わ
る
こ
と

な
く
さ
ら
に
進
行
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
危
機
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
世
界
疎
外
と
概
念
化
す
る
。
つ
ま
り

共
通
世
界
と
し
て
の
政
治
体
そ
の
も
の
が
不
安
定
化
し
解
体
の
危
機
に

陥
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
は
、
富
の
蓄
積
を
至
上
目
的

と
す
る
資
本
主
義
経
済
の
成
立
で
あ
っ
た
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
い
う
。「
土

地
を
収
用
し
、
一
定
の
集
団
か
ら
彼
ら
が
世
界
に
占
め
て
い
た
場
所
を
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奪
い
、
彼
ら
を
生
命
の
急
迫
に
曝
す
こ
と
―
―
こ
れ
に
よ
っ
て
、
富
の

原
始
的
蓄
積
が
行
な
わ
れ
、
同
時
に
、
こ
の
富
を
労
働
に
よ
っ
て
資
本

に
転
化
す
る
可
能
性
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
共
に
資
本
主
義

経
済
の
勃
興
を
促
す
条
件
と
な
っ
た

（
48
（

」
。
居
場
所
の
剥
奪
は
、
労
働
者

階
級
の
創
出
を
意
味
し
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
労
働
者
を
、
生
命
の
必

要
の
急
迫
に
か
ら
れ
て
世
界
へ
の
配
慮
や
気
遣
い
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た

状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
は
居
場
所
を
奪
わ
れ
た
結
果
、
公

的
世
界
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
公

的
世
界
の
不
安
定
化
と
解
体
を
促
進
し
て
い
く
富
の
生
産
過
程
―
―
労

働
過
程
―
―
に
従
事
す
る
よ
り
ほ
か
な
く
な
り
、
い
っ
そ
う
の
居
場
所

の
剥
奪
に
加
担
す
る
と
い
う
悪
循
環
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
概
念
化
す
る
。
こ
の
剥
奪
の
徹
底
化
の
果
て
に
現
わ
れ
る
の
が
労
働

貧
民
（labouring poor

（
で
あ
る
。
彼
ら
労
働
貧
民
は
、
財
産
と
家
族

と
い
う
二
重
の
保
護
を
喪
失
す
る
が

（
49
（

、
こ
れ
は
政
治
体
に
属
す
る
こ
と

の
条
件
の
剥
奪
で
あ
る
。

　

『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
の
考
察
が
『
人
間
の
条
件
』
へ
と
受
け
継

が
れ
、
発
展
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
か
ら
あ
き
ら
か
と
い
え
よ
う
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考
は
、
政
治
体
が
そ
れ
を
不
安
定
に
し
て
解

体
し
て
い
く
力
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
こ
の
解
体

が
、
そ
こ
に
属
す
る
条
件
と
な
る
べ
き
居
場
所
の
剥
奪
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
こ
と
へ
の
危
機
意
識
に
始
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、

こ
の
基
本
姿
勢
は
、
『
人
間
の
条
件
』
で
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。

３　

新
し
い
政
治
体
の
展
望

　

カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
政
治
体
は
、

そ
れ
を
解
体
し
て
い
く
力
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
る
も
の

と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
そ
れ
は
自

然
に
は
存
在
し
な
い
空
間
を
個
々
人
の
あ
い
だ
に
創
出
す
る

（
50
（

」
。
つ
ま
り
、

帝
国
主
義
期
の
膨
張
政
策
で
あ
れ
、
資
本
主
義
に
固
有
の
富
の
蓄
積
過

程
で
あ
れ
、
政
治
体
を
解
体
し
て
い
く
力
が
圧
倒
的
な
世
界
疎
外
の
状

況
に
お
い
て
は
、
政
治
体
を
創
出
し
維
持
し
よ
う
と
す
る
実
践
が
な
い

か
ぎ
り
そ
の
再
興
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
は
、
国
民
国
家
と
い
う
同
質
的
な
政
治
体
を
固
守
し
て
い

こ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
世
界
疎
外
の
進
行
に
と
も
な
い
根
無
し
草
化
し
た
労
働
貧
民
が
大

量
に
発
生
し
た
こ
と
の
反
作
用
と
し
て
社
会
的
連
帯
の
理
念
が
台
頭
し

た
。
家
族
と
財
産
の
保
護
を
奪
わ
れ
た
貧
民
は
、
社
会
の
構
成
員
と
な

る
こ
と
で
そ
の
保
護
に
代
わ
る
も
の
を
得
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し

て
こ
れ
が
た
ん
な
る
抽
象
的
な
理
念
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
実
在
性
を

獲
得
し
た
の
は
、
国
民
国
家
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
国
民
国
家
が
、
公
共
的
な
政
治
体
と
は
別
物
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
住
民
が
同
質
で
あ
り
、
し
か
も
一
定
の
領

土
の
土
地
に
根
を
も
つ
こ
と
が
、ど
こ
で
も
国
民
国
家
の
前
提
と
な
る

（
51
（

」
。

そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
公
的
世
界
と
は
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
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ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
台
頭
し
て
き
た
国
民
国
家
の
前
提

に
あ
っ
た
国
家
観
が
、
国
家
は
一
つ
の
家
族
で
あ
り
、
国
民
相
互
の
関

係
は
家
族
の
メ
ン
バ
ー
相
互
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
う
い
っ
た
家
族
的
な
自
然
共
同
体

と
公
的
世
界
が
別
物
で
あ
る
こ
と
は
、
第
二
章
の
五
節
「
ポ
リ
ス
と
家

族
」
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
国
民
国
家
は
世
界
疎
外
の
過
酷
さ
や
不
幸
を
た
し

か
に
和
ら
げ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
界
疎
外
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を

及
ぼ
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い

る
（
52
（

。
同
質
的
で
閉
鎖
的
な
国
民
国
家
は
、
世
界
疎
外
の
過
程
を
拒
絶
し

て
そ
こ
か
ら
逃
れ
て
い
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
国
民

国
家
と
い
う
囲
い
込
ま
れ
た
限
定
的
な
領
域
内
で
は
、
根
無
し
草
化
、

居
場
所
の
喪
失
は
、
緩
和
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、

限
定
的
な
領
域
内
で
の
緩
和
で
あ
っ
て
、
そ
の
領
域
の
外
側
で
現
実
に

進
行
す
る
世
界
疎
外
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

世
界
疎
外
と
は
、
資
本
主
義
が
成
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は

も
は
や
逃
れ
よ
う
が
な
く
、
停
止
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
不
可
抗

力
的
な
過
程
で
あ
る
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
「
世
界
疎
外
の

過
程
は
、
今
後
も
そ
れ
に
固
有
の
法
則
に
従
う
の
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

今
よ
り
も
も
っ
と
激
し
く
進
む
だ
け
で
あ
ろ
う

（
53
（

」
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ

れ
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
諸
効
果
を
緩
和
す
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
そ
こ
で
解
体
さ
れ
た
政
治
体
を
新
し
く
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る

必
要
が
あ
る

（
54
（

。
公
共
的
な
政
治
体
の
代
替
物
で
あ
る
国
民
国
家
を
固
守

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
国
民
国
家
を
も
解
体
し
て
い
く
世
界
疎
外

の
過
程
の
先
に
展
望
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
新
し
く
政
治
体
を
構
想

し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
「
今
や
、
人
類
が
国
家
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
社
会

に
取
っ
て
代
わ
り
始
め
て
お
り
、
地
球
が
国
家
と
い
う
一
定
の
領
土
に

取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

（
55
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
疎
外

を
た
ん
に
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
両
義
性
を
認
識
し
よ
う
と

す
る
見
解
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
資
本

主
義
の
成
立
に
と
も
な
う
世
界
疎
外
の
進
行
は
、
居
場
所
を
剥
奪
し
政

治
体
を
不
安
定
に
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
人
類
が
国
民
国
家
へ
と
分

断
さ
れ
て
い
る
状
況
を
克
服
し
、
地
球
と
い
う
規
模
で
政
治
体
に
つ
い

て
考
え
て
い
く
好
機
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

『
全
体
主
義
の
起
原
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
基
本
的
構
え
は
ま
さ
し
く

そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
戒
め
、
現
実
に
進
行
し
て

い
る
不
安
定
化
の
過
程
自
体
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
体
を
乗

り
越
え
た
と
こ
ろ
に
新
し
く
政
治
体
を
展
望
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
世
界
疎
外
を
不
可
避
的
と
み
な
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
一
面

的
に
否
定
せ
ず
、
国
民
国
家
の
狭
隘
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
り
う
る

政
治
体
の
展
望
を
可
能
と
す
る
好
機
と
捉
え
よ
う
と
す
る
『
人
間
の
条

件
』
で
示
さ
れ
た
見
解
に
ま
で
貫
徹
し
て
い
る
。
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結　

語

　

『
人
間
の
条
件
』で
公
共
性
の
定
義
を
述
べ
た
箇
所
で
い
わ
れ
た
「
『
公

的
』
と
い
う
用
語
は
、
世
界
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る

（
56
（

」
と
い
う
こ

と
の
含
意
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
人
類
に
と
っ

て
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
類
の
す
べ
て
に
た
い
し
て
属
す

る
こ
と
を
許
容
す
る
、
開
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
も
ち

ろ
ん
、
世
界
疎
外
の
過
程
に
お
い
て
根
無
し
草
化
し
た
人
々
に
対
し
て

も
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
開
放
性
は
、
こ
う
い
っ
た
人
々
を
根
無
し
草

的
な
状
態
に
し
た
ま
ま
糾
合
し
て
い
く
国
民
国
家
の
排
他
性
と
対
置
さ

れ
る
。
さ
ら
に
世
界
と
は
、
人
間
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自
然
な
ま
ま
の
も
の
で
は
な
い
。
カ
ノ
ヴ
ァ

ン
は
、
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
世
界
を
自
然
と
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し

て
考
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
生
物
学
的
な
生
き
物
と
し
て
属
す

る
自
然
環
境
」
と
対
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が

（
57
（

、
こ
の
つ
く
り
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
安
定
性
と
い
う
こ
と
を
、
帝

国
主
義
的
膨
張
や
資
本
蓄
積
と
い
っ
た
不
安
定
化
と
解
体
の
作
用
に
抵

抗
し
、
政
治
体
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
つ
く
り
維
持
し
て
い
こ
う
と
す

る
実
践
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
と
は
、
開

か
れ
て
い
る
が
形
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
基
本
的
特
質
と
す
る
が
、
こ

こ
で
も
、
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
提
起
さ
れ
た
政
治
体
の
基
本
構
想

が
持
続
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　

本
稿
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
体
の
構
想
の
発
端
に
『
全
体
主
義
の

起
原
』
で
提
起
さ
れ
た
権
利
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
り
、

そ
の
発
展
形
態
が
、
『
人
間
の
条
件
』
で
の
公
共
空
間
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
そ
れ
を
論
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
課
題

と
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
政
治
体
は
、
た
だ
公
的

な
討
論
や
参
加
の
た
め
の
公
共
的
な
領
域
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
、
人
々
が
そ
こ
に
属
し
、
そ
れ
に
よ
り
他
者
と
と
も

に
生
き
、
抽
象
的
な
権
利
保
障
に
と
ど
ま
ら
な
い
人
間
の
尊
厳
の
保
証

を
可
能
と
す
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が

そ
う
い
う
意
味
で
の
条
件
と
し
て
の
政
治
体
は
、
不
安
定
化
と
解
体
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
属
す
る
た
め
の
拠
り
所
の

喪
失
、
つ
ま
り
は
根
無
し
草
化
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
は
帝
国
主
義
に
は
じ
ま
る
危
機
の
時

代
に
特
有
の
こ
と
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
『
人
間
の
条
件
』
で
は
、

資
本
主
義
の
成
立
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
り
、
帝
国
主
義
後
の
危
機
の

時
代
が
お
さ
ま
っ
た
あ
と
も
存
続
し
て
い
く
長
期
的
な
過
程
で
あ
る
と

論
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
代
に
お
け
る
権
利
を
も
つ
権
利

の
概
念
の
再
評
価
自
体
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

移
民
や
貧
困
者
と
い
っ
た
排
除
さ
れ
た
人
々
の
承
認
と
社
会
的
包
摂
を

正
当
化
す
る
た
め
の
基
礎
理
念
と
し
て
そ
れ
を
再
評
価
す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
過
程
の
流
れ
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
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ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
化
の
進
展
に
お
い
て
い
っ
そ
う

の
力
を
増
し
た
資
本
蓄
積
が
要
因
と
な
っ
て
政
治
体
が
不
安
定
化
し
解

体
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
化
し
、
そ
れ
を
新
た
に
創
出
し
よ
う
と
す

る
た
め
の
理
念
と
し
て
再
評
価
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
国
民

国
家
の
狭
隘
性
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
政
治
体
の
構
想
は
、
そ

れ
が
い
ま
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
依
然
と
し
て
未

決
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
生
き
て
い
た
時
代
と
は

決
定
的
に
異
な
っ
た
時
代
状
況
に
お
い
て
、
戦
争
と
も
経
済
成
長
と
も

異
な
っ
た
未
曾
有
の
時
代
状
況
に
お
い
て
、
新
た
に
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

 

（
し
の
は
ら
・
ま
さ
た
け
／
都
市
論
・
政
治
理
論
（

注（
1
（ 

川
崎
修
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
と
現
代
政
治
哲
学
の
隘
路
」
同
『
ハ
ン
ナ
・

ア
レ
ン
ト
と
現
代
思
想
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
（ Hannah, A

rendt, T
he H

um
an C

ondition, London: U
niversity of 

C
hicago Press, 1989

（1958

（
［
以
下
、H

C

と
略
記
］,p. 52. 
志
水
速

雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
七
八
頁
。

（
3
（ HC

, pp. 199-200. 

日
本
語
訳
、
三
二
二
―
三
二
三
頁
。

（
4
（ 

た
と
え
ば
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
共
通
世
界
の

概
念
は
、
自
由
主
義
的
な
政
治
的
自
由
の
概
念
の
再
考
を
迫
る
も
の
で

あ
っ
た
。
「
個
人
の
自
由
は
政
府
が
退
く
に
つ
れ
て
大
き
く
な
る
と
す
る

近
代
自
由
主
義
」
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
共
通
世
界
に
参
加
す
る
こ

と
で
人
は
い
っ
そ
う
自
由
に
な
る
と
考
え
た
、
と
い
う
よ
う
に
（
ロ
ナ
ル

ド
・
ベ
イ
ナ
ー
「
ア
ー
レ
ン
ト
」
『
自
由
論
の
系
譜
』
、
飯
島
昇
蔵
・
千
葉

眞
ほ
か
訳
、
行
人
社
、
一
九
八
七
年
（
。
あ
る
い
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、
共
通
世
界
の
概
念
を
、
強
制
と
い
う
意
味
で
の
権
力
に
か
わ
る
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
相
互
行
為
に
も
と
づ
く
権
力
の
概
念
を
提
示

し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
（Jurgen, H

aberm
as, “H

annah 
A

rendt ’s C
om

m
unications C

oncept of Pow
er ”, Social R

esearch, 
44

（1

（, 1977.

（
。
こ
う
い
っ
た
評
価
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考

の
基
礎
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
の
理
想
化
が
あ
る
と
す
る
点
で
一
致

し
て
い
る
。

（
5
（ Hannah, A

rendt, O
n R

evolution, N
ew

 York: Penguin B
ooks, 

1990

（1963

（, p. 60-61.

志
水
速
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、

九
〇
―
九
二
頁
。

（
6
（ 「
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
思
考
の
検
討
課
題
の
総
体
は
、
世
紀
半
ば
の
政

治
的
破
局
に
た
い
す
る
省
察
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
」
（M

argaret, 
C

anovan, H
annah A

rendt : a reinterpretation of her political 

thought, C
am

bridge:  C
am

bridge U
niversity Press, 1992, p. 8.

（
。

カ
ノ
ヴ
ァ
ン
の
議
論
の
概
要
は
、
木
前
利
秋
『
メ
タ
構
想
力
―
―
ヴ
ィ
ー

コ
・
マ
ル
ク
ス
・
ア
ー
レ
ン
ト
』
、
未
來
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
六
―

二
一
七
頁
。
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
（ 

ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
支
配
を
逃
れ
て
か
ら
一
八
年
間
も

の
あ
い
だ
無
国
籍
者
の
経
験
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
と
き
が
も
っ
と

も
政
治
的
に
活
動
的
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヤ
ン
グ

＝

ブ
ル
ー
エ
ル
の
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
伝
』
（E

lisabeth, Young-
B

ruehl, H
annah A

rendt: for love of the w
orld, N

ew
 H

aven: Yale 
U

niversity Press, 1984. 

荒
川
幾
男
他
訳
、『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
伝
』
、

晶
文
社
、
一
九
九
九
年
（
第
四
章
を
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
ア
ー
レ
ン
ト

が
自
身
の
亡
命
者
経
験
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
「
わ
れ
ら
亡
命
者
」

（
『
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
寺
島
俊
穂
・
藤
原
隆
裕
宣
訳
、
未
來
社
、
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一
九
八
九
年
所
収
（
も
参
照
の
こ
と
。

（
8
（ Jeffrey C

, Isaac, “A
 N

ew
 G

uarantee on E
arth: H

annah A
rendt 

on H
um

an D
ignity and the Politics of H

um
an R

ights ”, A
m

erican 

Political Science R
eview

, 90

（1

（, 1996, p. 61.
（
9
（ Seyla, B

enhabib, T
he R

ight of O
thers: A

liens, R
esidents, and 

C
itizens, C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 2000, p. 5. 

向
山
恭
一
訳
『
他
者
の
権
利
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
、
五
頁
。

（
10
（ 

社
会
的
排
除
が
進
行
し
て
い
く
状
況
に
お
い
て
人
権
概
念
を
再
考
す
べ
き

必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
と
ジ
ャ
ッ
ク
・

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
論
文
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
利
を
も
つ
権
利
の
重
要
性

を
説
い
て
い
る
。E

tienne, B
alibar, “Is a philosophy of H

um
an 

C
ivic R

ights P
ossible? N

ew
 R

eflections on E
qualibety ” T

he 

South A
tlantic Q

uarterly 103:2/3, Spring/Sum
m

er, 2004, pp. 
320-321. Jacques, R

anciere, “W
ho Is the Subject of the R

ights 
of M

an? ” T
he South A

tlantic Q
uarterly 103:2/3, Spring/Sum

m
er, 

2004, pp. 297-310.

そ
し
て
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
マ
ー
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ

国
内
に
お
け
る
貧
困
層
の
増
加
が
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
る
の
に
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
権
利
を
も
つ
権
利
の
概
念
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。M

argaret R
, Som

ers, G
enealogies of C

itizenship: M
arkets, 

Statelessness, and the R
ight to H

ave R
ights, N

ew
 York: C

am
bridge 

U
niversity Press, 2008.

（
11
（ Hannah, A
rendt, T

he origins of totalitarianism
, N

ew
 York: 

H
arcourt, B

race &
 C

om
pany, 1976

（1951

（
［
以
下O

T

と
略
記
］, 

p296. 

大
島
通
義
他
訳
『
全
体
主
義
の
起
原
（
二
（
帝
国
主
義
』
、
み
す
ず

書
房
、
一
九
七
二
年
、
二
八
二
頁
。

（
12
（ 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
、
バ
ト
ラ
ー
・
ガ
ヤ
ト
リ
、
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
『
国
家
を
歌
う
の

は
誰
か
？
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
テ
イ
ト
に
お
け
る
言
語
・
政
治
・
帰

属
』
、
竹
村
和
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
頁
。

（
13
（ OT, pp. 296-297. 

日
本
語
訳
、
二
八
一
頁
。

（
14
（ OT, p. 295. 

日
本
語
訳
、
二
七
九
頁
。

（
15
（ OT, p. 298. 

日
本
語
訳
、
二
八
三
頁
。

（
16
（ OT, p. 299. 

日
本
語
訳
、
二
八
六
頁
。

（
17
（ Canovan, H

annah A
rendt, p. 34.

（
18
（ Benhabib, T

he R
ight of O

thers, p. 6-7. 

日
本
語
訳
、
五
―
六
頁
。

（
19
（ Benhabib, T

he R
ight of O

thers, p. 57. 

日
本
語
訳
、
五
三
頁
。

（
20
（ OT, pp. 296-297. 

日
本
語
訳
、
二
八
一
頁
。

（
21
（ Benhabib, T

he R
ight of O

thers, p. 59. 

日
本
語
訳
、
五
五
頁
。

（
22
（ 

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
解
釈
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
マ
イ
ケ
ル
マ
ン
の
次
の
解
釈
に
依

拠
し
て
い
る
。
「
権
利
を
も
つ
こ
と
は
特
別
な
種
類
の
社
会
的
承
認
と
受

容
の
証
明
書
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
特
定
の
具
体
的
な
政
治
共
同
体
内

で
の
そ
の
人
の
法
的
地
位
の
証
明
書
に
依
存
し
て
い
る
。
権
利
を
も
つ
権

利
と
い
う
観
念
は
近
代
の
国
家
主
義
的
な
条
件
か
ら
生
じ
て
お
り
、
何
ら

か
の
法
執
行
国
家
の
社
会
的
範
囲
内
で
の
市
民
資
格
を
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
法
的
人
格
を
求
め
て
い
る
、
難
民
や
そ
の
他
の
無
国
籍
者
の
道
徳

的
要
求
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
」
（B

enhabib, T
he R

ight of O
thers, p. 

56. 

日
本
語
訳
、
五
一
―
五
二
頁
（

（
23
（ 

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
み
ず
か
ら
の
議
論
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
次
の
見
解
を
根
拠

に
展
開
し
て
い
る
。
「
か
つ
て
は
自
然
な
り
歴
史
な
り
が
負
わ
さ
れ
て
い

た
役
割
を
『
人
類
』
が
事
実
上
引
き
継
い
だ
と
い
う
こ
の
新
し
い
状
況
は
、

こ
こ
で
の
文
脈
で
言
え
ば
、
諸
権
利
を
も
つ
権
利
、
あ
る
い
は
人
類
に
属

す
る
と
い
う
各
人
の
権
利
は
、
人
類
自
体
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
可
能
か
ど
う
か
は
決
し

て
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
」
（O

T, p. 298. 

日
本
語
訳
、
二
八
四
頁
（
。
た

だ
し
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
引
用
の
あ
と
で
、
「
こ
の
考
え
は
現
在
の
国
際

法
の
領
域
、
す
な
わ
ち
国
家
間
の
協
定
や
条
約
と
い
う
領
域
を
踏
み
越
え

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
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明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
権
利
を
も
つ
権
利
は
新
し
い
法

と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

（
24
（ 
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
も
、
市
民
権
お
よ
び
人
権
の
概
念
の
再
検
討

を
め
ぐ
る
み
ず
か
ら
の
構
想
を
要
約
し
て
述
べ
た
次
の
論
文
の
結
論
部
分

で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
利
を
も
つ
権
利
が
、
排
除
へ
の
抵
抗
、
排
除
さ
れ

た
者
の
包
摂
を
根
拠
づ
け
る
概
念
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。E

tienne B
alibar, “Is a philosophy of H

um
an C

ivic R
ights 

Possible? ”, pp. 320-321. 

（
25
（ Benhabib, T

he R
ight of O

thers, p. 64

、
日
本
語
訳
、
六
〇
頁
。

（
26
（ Isaac, “A

 N
ew

 G
uarantee on E

arth ”, p. 61.

（
27
（ Isaac, “A

 N
ew

 G
uarantee on E

arth ”, p. 63.

（
28
（ 

さ
ら
に
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
が
お
こ
な
っ
た
議
論

（
『
近
代
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
』
森
田
典
正
訳
、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
六
年
（

に
依
拠
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
の
議
論
が
、
帝
国
主
義
的
拡
張
や
暴
力
の
支
え

と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
国
家
の
外
で
の
人
間
の
苦
痛
に
た
い
す
る
無
関

心
を
助
長
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
29
（ こ
の
よ
う
な
ア
イ
ザ
ッ
ク
の
解
釈
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
カ
ン
ト
政
治
哲

学
の
講
義
』
を
度
外
視
し
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
の
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
『
全

体
主
義
の
起
原
』
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
評
価
に
か
ん
す
る
も

の
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
評
価
の
全
体
像
を
捉
え
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

（
30
（ 

彼
が
そ
こ
で
挙
げ
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
、
「
死
の
脅
威

を
欠
く
な
ら
ば
、
政
治
的
活
動
は
真
に
現
前
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
」

（G
eorge, K

ateb, “D
eath

 and P
olitics: H

annah
 A

rendt ’s 
R

eflection on the A
m

erican C
onstitution ”, Social R

eserch, 54, 
pp. 612-613.

（
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

（
31
（ Isaac, “A

 N
ew

 G
uarantee on E

arth ”, p. 64.

（
32
（ Issac, “A

 N
ew

 G
uarantee on E

arth ”, p. 65.

（
33
（ Canovan, H

annah A
rendt, p. 113.

（
34
（ Issac, “A

 N
ew

 G
uarantee on E

arth ”, p. 67.

（
35
（ OT, p. ⅸ

.

（
36
（ OT, p. ⅷ

.

（
37
（ OT, p. ⅷ

.

（
38
（ Canovan, H

annah A
rendt, p. 32.

（
39
（ Som

ers, G
enealogies of C

itizenship , p. 119.

（
40
（ Som

ers, G
enealogies of C

itizenship , p. 132.

（
41
（ HC

, p.252. 

日
本
語
訳
、
四
〇
九
頁
。

（
42
（ HC

, p. 253. 

日
本
語
訳
、
四
一
〇
頁
。

（
43
（ HC

, p. 61. 

日
本
語
訳
、
九
一
頁
。

（
44
（ HC

, pp. 66-67, 

日
本
語
訳
、
九
五
頁
。

（
45
（ Seyla, B

enhabib, T
he reluctant m

odernism
 of H

annah A
rendt, 

T
housand O

aks: Sage Publications, 1996, p. 213.

（
46
（ OT, p. 135. 

日
本
語
訳
、
二
一
頁
。

（
47
（ ち
な
み
に
『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
帝
国
主
義
的

膨
張
政
策
の
動
因
が
資
本
主
義
的
な
富
の
蓄
積
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
認

識
し
て
い
る
（O

T, pp. 147-148. 

日
本
語
訳
、
四
三
―
四
四
頁
（
。
た
だ
し
、

こ
の
段
階
で
は
、
資
本
主
義
的
な
富
の
蓄
積
過
程
が
直
接
に
政
治
体
の
破

壊
を
も
た
ら
す
と
ま
で
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
関
心
は
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ

が
動
因
と
な
っ
て
行
使
さ
れ
る
帝
国
主
義
的
政
策
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。

（
48
（ HC

, pp. 254-255. 

日
本
語
訳
、
四
一
一
頁
。

（
49
（ HC

, 256. 

日
本
語
訳
、
四
一
三
頁
。

（
50
（ Canovan, H

annah A
rendt, p. 107.

（
51
（ HC

, p. 256. 

日
本
語
訳
、
四
一
四
頁
。

（
52
（ HC

, p. 256. 

日
本
語
訳
、
四
一
四
頁
。
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（
53
（ HC

, p. 257. 

日
本
語
訳
、
四
一
四
頁
。

（
54
（ 

世
界
疎
外
を
い
か
に
し
て
抑
制
す
る
か
が
重
要
だ
と
い
う
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ

イ
テ
ィ
ブ
の
見
解
は
適
切
で
な
い
。
彼
が
い
う
に
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
世

界
疎
外
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
の
真
意
は
、
「
疎
外
の
要
因
は
人
間
の
極

端

な

行

動

で

あ

る

」
（G

eorge, K
ateb, H

annah A
rendt, politics, 

conscience, evil, Totow
a, N

.J.: R
ow

m
an &

 A
llanheld, 1983. p. 

164

（
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
世
界
疎
外
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、

「
人
間
の
条
件
を
受
容
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
。
各
人
が
、
与
え
ら

れ
た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
受
容
し
そ
こ
に
と
ど
ま
り
続
け
よ
う

と
す
る
抑
制
的
な
姿
勢
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
移
動
範
囲
の
拡
大
と
資
本

蓄
積
は
、
徹
底
的
な
疎
外
を
引
き
起
こ
さ
な
い
程
度
で
抑
制
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
う
世
界
疎
外
の
不
可
避
性
を
十

分
に
認
識
し
な
い
議
論
と
い
え
よ
う
。

（
55
（ HC

, p. 257. 

日
本
語
訳
、
四
一
四
頁
。

（
56
（ HC

, p. 52. 

日
本
語
訳
、
七
八
頁
。

（
57
（ Canovan, H

annah A
rendt, p. 106.

キ
ー
ワ
ー
ド
：
権
利
を
も
つ
権
利
／
世
界
疎
外
／
新
し
い
政
治
体

（
付
記
（
本
稿
は
、
文
科
省
科
研
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
（
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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一　

問
題
の
所
在

　

現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
に
お
い
て
対
立
と
不
合
意
、
も
し
く
は

「
敵
対
性antagonism

」
と
い
う
い
さ
さ
か
不
穏
な
概
念
が
衆
目
を
集

め

て

い

る

背

景

に

は
、
「

熟

議

民

主

主

義deliberative 

dem
ocracy

」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
も
っ
と
も

簡
潔
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
合
理
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
目
指
す

（
1
（

」
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
へ
の
不
満
が
存
在
す
る
。
た
と

え
ば
そ
の
よ
う
な
不
信
を
も
っ
と
も
率
直
に
表
明
す
る
シ
ャ
ン
タ
ル
・

ム
フ
は
、
そ
れ
が
「
異
議
申
し
立
て
の
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
す

る
よ
う
な
あ
る
種
の
合
理
的
合
意
の
う
ち
に
、
自
由
民
主
主
義
の
支
持

を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て

（
2
（

」
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
実
に
消
去
不
可
能
な

社
会
的
敵
対
性
の
次
元
を
あ
ま
り
に
も
軽
視
し
て
い
る
、
と
執
拗
に
攻

撃
す
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
理
論
的
立
場
を
ム
フ
に
代
表
さ
せ
、
そ
れ

を
「
闘
技
的
民
主
主
義agonistic dem

ocracy

」
と
呼
び
う
る
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
モ
デ
ル
に
、
合
意
へ
の
直
情
的
な
拒
否
反
応
か
ら
導

か
れ
る
敵
対
性
の
自
明
視
と
い
う
、
い
わ
ば
逆
立
ち
し
た
性
急
さ
を
見

出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
不
可
能
性
の

強
調
が
「
敵
対
性
」
に
つ
い
て
の
原
理
的
な
考
察
を
し
ば
し
ば
疎
か
に

さ
せ
、
そ
の
結
果
恰
も
そ
れ
が
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
、

と
い
う
熟
議
の
モ
デ
ル
と
は
真
逆
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
わ
れ
わ
れ
は

見
る
の
で
あ
る

（
3
（

。
近
年
の
熟
議
か
闘
技
か
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
い
わ
ば

〈
公
募
論
文
〉

敵
対
性
・
異
質
な
も
の
・
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

【
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
に
お
け
る
敵
対
性
と
そ
の
変
遷
】

山
本
圭
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「
熟
議
の
う
ち
に
も
対
立
の
契
機
は
存
在
す
る

（
4
（

」
、
あ
る
い
は
「
闘
技
も

ま
た
あ
る
種
の
熟
議
を
前
提
と
す
る

（
5
（

」
と
い
う
、
い
さ
さ
か
折
衷
的
な

か
た
ち
で
膠
着
し
て
い
る
の
も
、
敵
対
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
反
省

の
欠
如
に
起
因
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
下
敷
き
に
し
て
本
論
文
は
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・

ラ
ク
ラ
ウ
（E

rnesto Laclau

（
の
政
治
理
論
に
お
け
る
敵
対
性
概
念
の

考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
ミ
リ

バ
ン
ド
＝

プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
論
争
へ
の
介
入
、
さ
ら
に
は
グ
ラ
ム
シ
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
を
非
本
質
主
義
的
な
仕
方
で
鍛
え
上
げ
、
ポ
ス
ト
・

マ
ル
ク
ス
主
義
を
唱
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
彼
の
業
績

の
重
要
な
も
の
の
一
つ
は
、
敵
対
性
を
政
治
的
な
概
念
と
し
て
も
っ
と

も
洗
練
し
た
か
た
ち
で
提
示
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

た
と
え
ば
、
彼
の
理
論
的
な
仕
事
に
つ
い
て
「
敵
対
性
の
概
念
が
こ
こ

で
は
要
で
あ
り
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
政
治
理
論
の
中
心
的
な

概
念
と
な
っ
て
い
る
。
〔
…
…
〕
ラ
ク
ラ
ウ
の
敵
対
性
概
念
を
評
価
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
仕
事
の
理
論
的
妥
当
性
と
そ
の
実
践
的
含
意

の
両
方
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

（
6
（

」
、
と
い
う
議
論
が
繰
り
返
し

為
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
実
際
、
既
存
の
政
治

空
間
の
不
安
定
化
と
、
も
は
や
そ
こ
に
は
収
斂
さ
れ
な
く
な
っ
た
新
し

い
諸
要
求
が
増
殖
す
る
な
か
で
、
敵
対
性
を
「
政
治
的
な
も
の
」
と
の

関
連
に
お
い
て
考
察
し
た
彼
の
貢
献
は
大
き
い
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ク
ラ
ウ

に
お
け
る
敵
対
性
概
念
の
仔
細
な
検
討
を
通
じ
て
、
上
記
の
状
況
に
あ

る
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
は
異
な
っ
た
民
主
主
義
理
解
を
示
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
さ
い
問
題
と
な
る
の
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
政
治
理

論
が
、
彼
自
身
「
私
の
知
的
な
発
展
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
断
絶
が
あ
る
と

は
思
わ
な
い

（
7
（

」
と
述
べ
て
い
る
と
は
い
え
、
は
じ
め
か
ら
「
閉
じ
た
」

も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
彼
の
仕
事
を
注
意
深
く
眺
め
る
と
分
か
る
こ
と
は
、
彼
の
理

論
が
実
に
細
や
か
な
修
正
の
集
積
と
強
調
点
の
細
微
な
移
動
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
敵
対
性
に

つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
に
お
け
る
敵
対
性
概
念
の
変
遷
を

捉
え
る
た
め
に
、
そ
れ
を
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
。
ま

ず
は
一
九
八
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
敵
対
性
が
独
立
し
た
概
念
と
し
て

導
入
さ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
を
支
え
る
非
常

に
肝
要
な
概
念
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
次

に
一
九
九
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
段
階
で
あ
る
が
、
敵
対
性
は
こ
こ
で

よ
り
込
み
入
っ
た
定
義
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
位
置
づ
け
も
ま
た
僅
か
に

変
化
す
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
敵
対
性
が
「
構
成
的
外
部 

constitutive outside

」
と
し
て
「
転
位dislocation

」
と
い
う
概
念

と
交
差
す
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
二
〇
〇

〇
年
以
降
の
仕
事
に
お
い
て
、
敵
対
性
が
彼
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
問
題
含
み
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
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れ
る
。
そ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
が
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
が
「
異
質
性

heterogeneity

」
で
あ
り
、
こ
れ
は
敵
対
関
係
と
は
異
な
る
外
部
と

し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
を
問
い
質
す
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
概
念
が
よ
り
複
雑
に
洗
練
／
深
化
し
、
そ
れ
が
自
ら
の
外
部
／

限
界
に
遭
遇
す
る
ま
で
を
追
う
と
い
う
方
法
を
取
る
こ
と
で
、
敵
対
性

が
持
ち
う
る
諸
相
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
と
同
時
に
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
対
立
を
素
朴
に
主
張
す
る
こ
と
の
問
題
も

ま
た
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

二　

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
起
動
さ
せ
る
も
の
、
敵
対
性

　

最
初
に
ラ
ク
ラ
ウ
の
敵
対
性
概
念
を
め
ぐ
る
背
景
に
つ
い
て
二
点
だ

け
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
二
つ
の
「
危
機
」
と
し
て
要

約
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
七
〇
年
代
英
国
に
お
け
る
「
コ

ン
セ
ン
サ
ス
政
治
」
の
危
機
が
あ
り
、
経
済
成
長
と
高
い
雇
用
率
に
支

え
ら
れ
て
い
た
構
造
が
大
き
く
動
揺
し
、
そ
の
有
効
性
と
正
統
性
を
喪

失
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
二
に
左
派
理
論
、
特
に
ラ
ク

ラ
ウ
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
危
機
」
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

伝
統
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
言
説
、
特
に
そ
の
階
級
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ

て
は
説
明
が
困
難
な
「
新
し
い
社
会
運
動
」
の
台
頭
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
多
様
な
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
人
種
的
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
運
動
、
反
核
、
環
境
運
動
な
ど
―
―
と
、
そ
の
帰

結
と
し
て
の
政
治
空
間
の
多
様
化
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
の
新
し
い

理
論
的
枠
組
み
が
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
8
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に

あ
っ
て
敵
対
性
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
二
重
の
危
機
に

対
応
し
た
理
論
を
新
た
に
錬
成
し
、
そ
れ
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
関
係

に
お
い
て
捉
え
直
す
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ

う
。

　

「
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
不
和
と
言
説
」
と
い
う
短
い
テ
ク
ス
ト
、
こ
れ

こ
そ
社
会
的
構
成
体
を
「
言
説
の
編
成
」
と
し
て
分
析
す
る
た
め
に
、

敵
対
性
が
導
入
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
現
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
ラ

ク
ラ
ウ
は
敵
対
性
を
、
単
な
る
対
立
関
係
の
別
名
で
あ
る
こ
と
を
超
え

て
、
独
立
し
た
概
念
と
し
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る

（
9
（

。
彼
は
二
つ
の
古

典
的
な
対
立
の
形
態
―
―
実
在
的
対
立real opposition

と
論
理
的

矛
盾logical contradiction

―
―
に
言
及
し
、
前
者
を
Ａ : 

Ｂ
の
現

実
の
対
立
、
そ
し
て
後
者
をA

 : non-A
 

の
あ
い
だ
の
論
理
的
な
矛
盾

と
し
て
記
述
す
る
。
ル
チ
オ
・
コ
レ
ッ
テ
ィ
が
「
実
在
的
対
立
の
両
極

は
お
互
い
を
媒
介
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
弁
証
法
に
つ
い
て

語
る
こ
と
は
時
間
の
無
駄
で
あ
る

（
10
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

二
種
の
対
立
の
形
態
は
―
―
た
と
え
ば
二
台
の
車
の
衝
突
に
は
い
か
な

る
矛
盾
も
看
取
さ
れ
な
い
よ
う
に
―
―
、
相
互
に
排
他
的
な
関
係
に
あ

る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ラ
ク
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
現
実
の
対

象
を
所
与
の
も
の
と
し
て
扱
う
か
ぎ
り
で
の
み
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
。

こ
の
二
律
背
反
か
ら
離
れ
る
た
め
に
ラ
ク
ラ
ウ
が
導
入
す
る
の
が
「
言
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説discourse

」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
言
説
的discursive

」
と
い
う

こ
と
で
彼
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、
「
そ
こ
に
お
い
て
、
も
し
く
は

そ
れ
を
通
じ
て
意
味
が
社
会
的
に
生
産
さ
れ
る
現
象
の
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
（
11
（

」
、
社
会
を
意
味
あ
る
総
体
と
し
て
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
か
ぎ
り
で
い
か
な
る
現
実
の
対
象
も
言
説
的
に
構
築
さ
れ
た
対
象

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
え
な
い
。
ラ
ク
ラ
ウ
が
例
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、

一
見
現
実
的
な
対
立
に
映
る
「
文
明
か
野
蛮
か
」
と
い
う
対
立
で
あ
る

が
、
こ
の
「
野
蛮
」
が
提
示
さ
れ
る
言
説
的
戦
略
を
精
査
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
矛
盾
の
関
係
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
つ
ま
り

「
野
蛮
」
が
有
す
る
否
定
性
は
、
言
説
的
な
位
置
関
係
の
総
体
的
な
効

果
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
実
在
的
対
立
と
見
え
た
も

の
が
実
は
、
「
文
明
／
非
文
明
（A

: non-A

（
」
と
い
う
矛
盾
の
対
立
で

あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
対
象
を
言
説
的
に

捉
え
る
か
ぎ
り
で
敵
対
性
を
矛
盾
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
小
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
敵
対
性
は
「
言

説
内
部
で
の
矛
盾
の
関
係

（
12
（

」
と
の
定
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
の
簡
潔
な
定
義
は
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
と
著
さ
れ
た
『
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
と
社
会
主
義
戦
略
』
（H

egem
ony and Socialist Strategy , 

1985

（
〔
邦
訳
『
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
政
治
』
〕
（
以
下
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』

と
略
記
（
に
お
い
て
覆
さ
れ
る
。
こ
の
著
作
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
・

マ
ル
ク
ス
主
義
」
、
ひ
い
て
は
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を

表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
を
彼
ら
の
代
表
作
で
あ
る
と
看
做
し
て

も
よ
い
だ
ろ
う

（
13
（

。
と
は
い
え
こ
こ
で
は
、
敵
対
性
が
ど
の
よ
う
に
再
定

義
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
何
故
敵
対
性
を
「
矛
盾
」

と
す
る
見
解
が
放
棄
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
非
常
に
重
要

と
な
る
。

　

『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
も
敵
対
性
の
議
論
は
、
「
実
在
的
対
立
」

と
「
矛
盾
」
と
い
う
二
つ
の
対
立
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
検
討
か
ら
始
め
ら
れ

る
。
先
の
テ
ク
ス
ト
と
同
様
、
実
在
的
な
対
立
に
は
敵
対
的
な
も
の
は

看
取
さ
れ
な
い
以
上
、
敵
対
性
が
こ
の
種
の
対
立
関
係
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
「
矛
盾
」
で
あ
る
。
「
ポ
ピ
ュ
リ

ス
ト
的
不
和
と
言
説
」
に
お
い
て
は
、A

 : non-A

と
い
う
論
理
的
に

矛
盾
し
た
性
質
が
敵
対
性
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で

は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
敵
対
性
の
定
義
に
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
理

由
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
に
よ
れ
ば
、
「
私
た

ち
は
全
員
、
相
互
に
矛
盾
し
た
い
く
つ
も
の
信
念
シ
ス
テ
ム
に
加
わ
っ

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
矛
盾
か
ら
は
、
い
か
な
る
敵
対
性
も
発
生
し
て

こ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
矛
盾
は
必
ず
し
も
敵
対
関
係
を
含
む
も
の
で

は
な
い

（
14
（

」
。

　

『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
「
実
在
的
対
立
」
と
「
矛
盾
」
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
敵
対
性
を
導
か
な
い
理
由
は
、
い
ず
れ
も
対
立
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
項

と
し
て
閉
じ
た
、
瑕
疵
の
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
的
対
立
の
場
合
は
む
ろ

ん
の
こ
と
、
矛
盾
に
お
い
て
も
「
Ａ
が
完
全
に
Ａ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
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は
矛
盾
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
不
可
能
性
な
の
で
あ
る

（
15
（

」
。

し
か
し
な
が
ら
敵
対
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
は
無
縁
な
事
態
を
告
知
す
る
何
も
の
か
で
し
か
あ
り
え
な

い
。
ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
が
敵
対
性
と
考
え
る
も
の
、
そ
れ
は
私
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成
就
を
掣
肘
す
る
妨
害
者
、
つ
ま
り
は
「
他
者
」
で

あ
る
。

　

「
他
者
」
の
現
前
が
、
私
が
完
全
に
私
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
完
全
な
全
体
性
か
ら
で
は
な
く
、
完
全
性
を

構
成
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
か
ら
生
じ
る
。
他
者
の
現
前
は
論
理
的

不
可
能
性
で
は
な
い
。
そ
れ
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
。
［
…
］
敵
対
性
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、

私
は
私
に
と
っ
て
完
全
な
現
前
で
は
あ
り
え
な
い

（
16
（

。

　

敵
対
性
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
も
し
く
は
シ
ス
テ
ム
の
不
可
能
性

を
告
知
す
る
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る

（
17
（

。
そ
れ
は
私
を
脅
迫
し
、
攪
乱

し
、
間
誤
つ
か
せ
る
他
者
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
本
書
に
お
い
て
敵

対
性
は
、
現
実
的
対
立
や
矛
盾
に
お
け
る
よ
う
な
客
観
的
、
も
し
く
は

規
定
可
能
な
関
係
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
対
象
の
記
述
が
失
敗

せ
ざ
る
を
え
な
い
地
点
、
も
し
く
は
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
／
客
観
性
の

限
界
が
示
さ
れ
る
関
係

（
18
（

」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
縫
合
さ
れ
た
社
会
の
不
可
能
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
敵
対
性

が
ど
の
よ
う
に
作
動
す
る
の
か
を
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
と

の
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ラ
ク
ラ

ウ
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
空
間
は
差
異difference

と
等
価
性

equivalence

の
論
理
が
相
互
に
絡
み
合
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
こ
こ
で
差
異
の
論
理
と
は
、
各
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
他
の

諸
要
素
の
そ
れ
と
示
差
的
な
関
係
に
お
い
て
形
成
さ
れ
、
全
体
と
し
て

意
味
の
シ
ス
テ
ム
を
客
観
的
で
安
定
的
に
固
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
社

会
を
矛
盾
の
な
い
空
間
と
し
て
閉
じ
よ
う
と
す
る
。
差
異
性
の
論
理
が

支
配
的
な
空
間
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
不
平
等
も
単
な
る
差
異
と
し

て
表
象
さ
れ
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
抑
圧
が
そ
れ
と
し
て
認
識
さ
れ
る

こ
と
は
難
し
い
。
一
方
等
価
性
の
論
理
は
、
こ
の
差
異
に
満
た
さ
れ
た

空
間
を
転
覆
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
差
異
性
の
論
理
に

よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
社
会
空
間
を
こ
じ
開
け
、
差
異
を
不
安
定
化
さ
せ
、

そ
れ
を
二
つ
の
極
へ
と
分
割
、
単
純
化
す
る

（
19
（

。
差
異
に
満
ち
た
空
間
に

等
価
性
を
持
ち
込
む
も
の
こ
そ
敵
対
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
示
差
的
な
実

定
性
が
解
体
さ
れ
た
各
々
の
項
を
も
う
一
方
の
極
に
相
対
さ
せ
、
政
治

的
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
構
築
す
る
。
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
敵

対
性
は
差
異
の
失
敗

（
20
（

」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
は
互
い
に
共

通
の
敵
に
対
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
等
価
な
も
の
と
し
て
節
合
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。

　

ラ
ク
ラ
ウ
に
と
っ
て
政
治
的
な
空
間
は
、
差
異
性
と
等
価
性
の
論
理

が
相
互
に
ひ
し
め
き
合
う
場
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
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片
方
の
論
理
の
完
全
な
支
配
が
決
し
て
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
社
会
は
、

み
ず
か
ら
を
客
観
的
な
場
と
し
て
構
成
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
決
し
て

完
全
に
透
明
に
な
ら
な
い
が
、
同
様
に
敵
対
性
も
、
社
会
的
な
も
の
の

客
観
性
を
全
面
的
に
は
解
体
で
き
な
い
た
め
に
、
完
全
に
透
明
に
な
ら

な
い

（
21
（

」
。
差
異
と
等
価
性
の
決
定
不
可
能
性
が
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
を
要

請
す
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
は
、
差
異
の
関
係
と
し

て
投
錨
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
部
分
的
に
揺
ら
ぐ
こ
と
で
、
そ

こ
に
現
れ
る
不
安
定
な
諸
要
素
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
言
葉
で
は
「
浮
遊

す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
を
節
合
し
て
い
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
彼
ら
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
社
会
的
な
も

の
の
不
完
全
で
開
か
れ
た
性
格
を
前
提
す
る
が
ゆ
え
に
、
節
合
的
実
践

に
支
配
さ
れ
た
場
に
お
い
て
し
か
起
こ
り
え
な
い
の
で
あ
る

（
22
（

」
。

　

こ
の
よ
う
に
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
敵
対
性
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

を
起
動
す
る
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
階
級
還
元
主
義
的
な
言
説
を

放
棄
し
、
増
殖
す
る
諸
要
求
を
政
治
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
節
合

し
て
い
く
こ
と
が
、
危
機
に
あ
っ
た
左
派
の
「
戦
略strategy

」
と
し

て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
ラ
ク
ラ
ウ
が
単
独
で

発
表
し
た
『
現
代
革
命
の
新
し
い
諸
考
察
』
（N

ew
 R

eflections of the 

R
evolution of O

ur T
im

e,  1990

（
〔
以
下
『
考
察
』
と
略
記
〕
に
赴
く
こ

と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
も
や
は
り
敵
対
性
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
の
も
っ

と
も
重
要
な
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』

に
お
い
て
よ
り
も
、
よ
り
込
み
入
っ
た
仕
方
で
提
示
さ
れ
る
の
を
わ
れ

わ
れ
は
見
る
だ
ろ
う
。

三　

転
位
と
構
成
的
外
部

　

ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
の
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
と
い
う
論
争
的
な
書
物
の
登

場
は
、
あ
る
者
に
は
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
文
学
的
、
哲
学
的
批
評

を
政
治
的
に
行
お
う
と
す
る
革
新
的
な
試
み

（
23
（

」
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
が
、

一
方
あ
る
者
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
遺
産
を
不
当
に
評
価
し
て
い
る
な

ど
と
し
て
厳
し
い
糾
弾
の
対
象
と
さ
れ
た

（
24
（

。
こ
れ
ら
の
う
ち
こ
こ
で
興

味
深
い
の
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
の
主
体
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概

念
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
相
反
す
る
反
応
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
主
体
は
も
っ
ぱ
ら
言
説
構
造
内
で

の
「
主
体
位
置subject position

」
と
し
て
定
義
さ
れ
て
お
り
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
「
位
置
」
と
他
の
諸
要
素
と
の
示
差
的
な
関

係
を
通
じ
て
偶
発
的
に
構
築
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た

（
25
（

。
し
か
し
こ
れ
は

一
方
で
「
主
意
主
義
」
、
つ
ま
り
は
い
か
な
る
社
会
決
定
論
か
ら
も
自

由
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
理
解
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
彼
ら
に
も
た
ら
し

（
26
（

、

他
方
で
そ
れ
と
は
逆
に
、
言
説
的
位
置
へ
と
還
元
さ
れ
た
主
体
位
置
は

あ
ま
り
に
も
構
造
決
定
論
的
で
あ
り
、
主
体
的
行
為
の
た
め
の
い
か
な

る
余
地
も
残
さ
れ
て
い
な
い
、
と
不
満
の
声
が
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
一
般
に
「
構
造
／
行
為
論
争structure/agency debate

」

と
し
て
知
ら
れ
る
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が

（
27
（

、
こ
れ
ら
ラ
ク
ラ

ウ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
う
ち
、
も
っ
と
も
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
ち
、

後
に
彼
に
主
体
概
念
の
再
考
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
の
論
考
で
あ
っ
た
。

　

「
言
説
分
析
を
超
え
て
」
と
い
う
小
論
に
お
い
て
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
ラ

ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
の
功
績
を
認
め
な
が
ら
も
、
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
が
い
ま

だ
主
体
を
構
造
主
義
に
特
徴
的
な
仕
方
、
つ
ま
り
様
々
な
「
主
体
位
置
」

と
み
な
す
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
捉
え
て
い
る
と
批
判
す
る

（
28
（

。
ジ

ジ
ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
主
体
位
置
と
は
い
か
に
わ
れ
わ
れ
が
社
会
過
程
の

行
為
者
の
位
置
を
認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
が

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
的
な
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
様
態
を
示
し
て
い
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
が
自
身
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
主
体
と
し
て
構

築
す
る
や
否
や
、
社
会
的
敵
対
性
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
次
元
を
見
落
と
す

こ
と
に
な
る
と
い
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お

い
て
敵
対
性
は
、
外
部
か
ら
言
説
シ
ス
テ
ム
内
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
、
も
し
く
は
言
説
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
充
足
を
妨
げ
る
も
の
と
し

て
対
象
性
／
客
観
性
の
限
界
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
ジ
ジ
ェ
ク
は
敵
対
性
の
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
次
元
を
強
調
す

る
。

　

私
が
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
は
外
部
の
敵
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
れ

自
体
す
で
に
遮
ら
れ
、
不
可
能
性
を
運
命
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し

て
外
的
な
敵
と
は
単
な
る
小
片
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
本
来
的
で
内

在
的
な
不
可
能
性
を
「
投
影
」
、
あ
る
い
は
「
外
在
化
し
た
」
現
実

の
残
余
に
ほ
か
な
ら
な
い

（
29
（

。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
充
足
を
阻
害
す
る
も
の
は
外
部
の
他
者
で
は

な
く
、
そ
の
不
可
能
性
は
ま
さ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
に
あ

ら
か
じ
め
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
ジ
ジ
ェ
ク
は
指
摘
す
る
。
ジ

ジ
ェ
ク
は
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
敵
対
性
の
次
元
を
、
主
体
位
置
の
あ
い

だ
で
の
敵
対
関
係
―
―
つ
ま
り
外
的
な
敵
対
関
係
―
―
と
区
別
し
て
、

「
純
粋
な
敵
対
性
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
安
定
し
た
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
外
部
の
他
者
の
不
在
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
う
る
も

の
で
は
あ
り
え
ず
、
充
足
を
目
指
す
い
か
な
る
試
み
も
失
敗
を
避
け
ら

れ
な
い
。
敵
対
性
は
外
部
の
他
者
で
は
な
く
、
内
部
そ
れ
自
身
に
取
り

憑
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
も
そ

も
の
は
じ
め
か
ら
不
完
全
な
も
の
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
こ
そ
が
ジ
ジ
ェ
ク
が
ラ
ク
ラ
ウ
に
向
け
た
批
判
の
要
諦
で
あ

る
。

　

こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
彼
の
理
論
を
以
下
の
点
に
お
い

て
修
正
し
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
は

敵
対
的
な
他
者
の
現
前
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
な
い
し
は
シ
ス
テ
ム
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構
造
の
安
定
化
を
妨
げ
る
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
の
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
縫
合
不
可
能
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
に
彼
が
新
し
く
採
用
し
た
概
念
こ
そ
「
転
位dislocation

」
に
ほ

か
な
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
示
す
よ
う
に
、
こ
の
転
位
概
念
の
挿
入
は
、
本

論
文
の
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
敵
対
性
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
な

い
。
ラ
ク
ラ
ウ
が
「
転
位
」
を
彼
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
図
式
に
導
入
す
る

の
は
、
一
九
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
『
考
察
』
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ

こ
で
も
や
は
り
敵
対
性
に
は
重
要
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
提
示
の
仕
方
の
変
化
が
転
位
概
念
に
合
図
を
送
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
本
書
に
お
け
る
敵
対
性
を
分
析
す
る
こ

と
か
ら
転
位
へ
と
近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
『
考
察
』
に
お
い
て
「
敵
対
性
は
す
べ
て
の
客
観
性
の
限
界
で

あ
る

（
30
（

」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
相
違
は
な
い
。
繰

り
返
せ
ば
敵
対
性
と
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
性
／
客
観
性
の
不
可
能
性
、
そ

の
不
可
避
の
不
安
定
さ
を
象
徴
す
る
「
私
の
外
部
」
で
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
敵
対
性
は
た
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
阻
害
す
る
だ
け
で
は
な

い
。
ラ
ク
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
こ
の
外
部
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
可
能
に

す
る
「
構
成
的
外
部constitutive outside

」
で
も
あ
る
。
こ
の
概

念
に
つ
い
て
ラ
ク
ラ
ウ
が
依
拠
す
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
ー
テ
ン
に
よ
れ

ば
、
構
成
的
外
部
と
は
、
「
或
る
概
念
を
そ
の
自
体
性
に
お
い
て
維
持

す
る
も
の
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
積
極
的
な
も
の
の
境
界
を
侵

犯
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の
積
極
的
な
境
界
の
主
張
の
可
能
性
の
積

極
的
条
件
と
も
な
る
よ
う
な
、
非
本
質
な
い
し
は
反
本
質
の
こ
と
で
あ

る
（
31
（

」
が
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
こ
の
逆
説
的
な
関
係
を
敵
対
関
係
に
見
出
す
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
敵
対
性
は
、
次
の

よ
う
な
二
つ
の
逆
説
的
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
で
そ
れ
は
、
対
立
し
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
完
全
な

構
築
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
、
そ
の
偶
発
性
を
指
し
示
す
。
し
か
し
他
方
で

す
べ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
も
し
こ
の

後
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
単
に
関
係
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
に
敵
対
し
て
い
る
勢
力
と
の
関
係
外
で
は
あ
り
え
な
い

と
す
れ
ば
、
こ
の
敵
対
者
は
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
す
る

条
件
で
も
あ
る

（
32
（

。

　

外
部
の
敵
対
性
の
構
成
的
役
割
、
つ
ま
り
は
い
か
な
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
、
も
し
く
は
シ
ス
テ
ム
の
存
立
も
外
部
に
依
存
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
消
去
不
可
能
な
曖
昧
さ
が
憑
き
ま
と
う
。

こ
の
構
造
的
な
対
象
性
／
客
観
性
の
不
可
能
性
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

が
そ
の
逃
れ
難
い
「
偶
発
性contingency

」
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
ラ

ク
ラ
ウ
に
よ
れ
ば
、
閉
じ
た
全
体
性
と
し
て
提
示
さ
れ
た
い
か
な
る
も

の
も
、
そ
の
原
初
の
偶
発
性
の
染
み
を
抑
圧
す
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
完
全
に
抹
消
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
。
ラ
ク
ラ
ウ
が
「
転
位
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
構
造
の
綻
び
、
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破
れ
、
つ
ま
り
は
「
構
造
の
内
部
に
あ
る
偶
発
性
の
痕
跡

（
33
（

」
で
あ
り
、

こ
れ
こ
そ
ジ
ジ
ェ
ク
が
指
摘
し
た
不
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い

（
34
（

。
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
な
い
し
は
シ
ス
テ
ム
は
外
部
の
他
者
が
い
る
た
め
に

不
完
全
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
可
能
性
を
外
部
に
依
存
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
脱
臼
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

ラ
ク
ラ
ウ
が
導
入
し
た
転
位
の
概
念
と
そ
の
非
決
定
性
は
、
さ
き
に

言
及
し
た
構
造
／
行
為
の
ジ
レ
ン
マ
に
一
つ
の
解
を
示
し
て
い
る
。
確

か
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
言
説
的
構
造
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
と
し

て
も
、
敵
対
性
が
も
た
ら
し
た
構
造
の
転
位
と
い
う
穴
が
行
為
の
た
め

の
余
白
を
残
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
行
為
が
不
能
で
あ
る
の
と
同

様
、
構
造
も
ま
た
全
能
で
は
あ
り
え
ず
、
構
造
の
失
敗
が
も
た
ら
す
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
定
化
が
、
や
む
を
え
ず
彼
／
彼
女
に
行
為
を

「
強
い
る
」
の
で
あ
る

（
35
（

。
こ
う
し
て
ラ
ク
ラ
ウ
は
主
意
主
義
と
決
定
論

の
ジ
レ
ン
マ
に
決
別
し
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
回
収
さ
れ
な
い
出
口
を
提

示
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
ま
で
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
一
九
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代

の
仕
事
を
中
心
に
、
い
か
に
敵
対
性
概
念
が
彼
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お

い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
し
か
し

す
で
に
予
告
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
敵
対
性
が
占
め
て
い
た
そ
の
中
心

性
は
次
第
に
揺
ら
ぎ
始
め
る
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に

第
三
の
段
階
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

四　

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
に
お
け
る
敵
対
性
の
相
対
化

　

一
九
九
六
年
の
『
「
複
数
形
の
」
解
放
』
（E

m
ancipation(s)

（
か

ら
二
〇
〇
五
年
の
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
理
性
／
理
由
に
つ
い
て
』
（O

n 

Populist R
eason

（
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
の
お
よ
そ
十
年
の
あ
い
だ
、
ジ
ュ

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
と
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
と
の
共
著
『
偶
発
性
・
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
・
普
遍
性
』
（C

ontingency, H
egem

ony, U
niversality , 2000

（
、

お
よ
び
諸
々
の
媒
体
に
寄
稿
さ
れ
た
諸
論
文
は
あ
る
も
の
の
、
ラ
ク
ラ

ウ
は
一
冊
の
書
を
著
わ
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
が
理
論
的
な
必
然
性

に
よ
る
も
の
か
外
在
的
な
理
由
に
依
る
も
の
か
、
も
し
く
は
こ
の
期
間

を
長
い
と
み
る
か
短
い
と
み
る
か
は
判
断
し
難
い
も
の
の
、
い
ず
れ
に

せ
よ
こ
の
あ
い
だ
に
ラ
ク
ラ
ウ
に
お
い
て
、
と
い
う
よ
り
も
彼
の
周
辺

に
お
い
て
い
く
つ
か
重
要
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
に
値
す
る
と

思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ
の
仕
事
を
ひ
ろ
く
紹
介
す
る
仕
事
が
、

前
世
紀
も
暮
れ
に
立
て
続
け
に
公
刊
さ
れ
て
い
る

（
36
（

。
こ
の
こ
と
が
意
味

す
る
の
は
、
一
九
八
五
年
に
は
じ
ま
る
彼
ら
の
理
論
的
展
開
と
ラ
デ
ィ

カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ひ
と
ま
ず
の
到
達
点
を
見

出
し
た
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
総
括
が
可
能
な
ほ
ど
に
は
成
熟
し
た

も
の
と
し
て
「
承
認
さ
れ
た
」
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

第
二
に
、
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
言
説
理
論
を
よ
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り
具
体
的
な
事
例
分
析
へ
と
応
用
さ
せ
た
、
し
ば
し
ば
「
エ
セ
ッ
ク
ス

学
派
」
と
も
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ

＝

ム
フ
が
言
説
の
可
能
性
の
条
件
、
つ
ま
り
は
言
説
構
造
の
「
存
在
論

的
」
な
問
い
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
一
連
の
仕
事

は
「
存
在
的
」
な
次
元
、
つ
ま
り
は
ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
使
い
な
が
ら
個
々
の
政
治
言
説
を
分
析
対
象
に
す
る
と
い
う
、
い
わ

ば
言
説
理
論
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た

（
37
（

。
こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
の
仕

事
は
「
完
成
し
た
理
論
」
と
し
て
単
に
参
照
の
対
象
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
理
論
的
問
題
を
明
る
み
に
出
し
、
そ
れ
を
修
正
し
な
が

ら
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
批
判
的
な
検
討
が
、
ま
さ
に
彼
ら
の
事
例
分

析
の
な
か
か
ら
現
れ
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
の

主
題
で
あ
る
敵
対
性
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で

ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
の
な
か
で
、
明
ら
か
に
特
権
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ

て
い
た
敵
対
性
を
問
い
に
付
す
も
の
で
あ
っ
た
。　

　

た
と
え
ば
ア
レ
ッ
タ
・
ノ
ー
バ
ル
は
、
「
言
説
理
論
に
は
否
定
性
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
構
築
、
敵
対
性
の
展
開
の
契
機
を
特
権
視
す
る
傾
向

が
あ
る
」
と
述
べ
た
あ
と
で
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
差
異
の
次
元
に
対
し
、
敵
対
性
を
特
権
化
し
な
い
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
非
‐
本
質
主
義
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
か

（
38
（

」
。ノ
ー
バ
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
の
が
、

ラ
ク
ラ
ウ
が
『
考
察
』
で
行
っ
た
敵
対
性
と
転
位
の
区
別
で
あ
る
。
す

で
に
議
論
し
た
よ
う
に
転
位
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
の
可
能
性

を
外
部
に
負
う
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
そ
こ
に
は
不
可
避
的
に
破
れ
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
ノ
ー
バ
ル
が
指
摘
し
た
の
は
、
そ
れ
が
ま

さ
に
敵
対
性
に
か
つ
て
与
え
ら
れ
た
定
義
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

　

〔
…
…
〕『
考
察
』
に
お
い
て
転
位
の
概
念
は
「
社
会
的
な
も
の
の

限
界
」
を
示
す
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
以
前
で
あ
れ
ば
敵
対

性
の
た
め
に
取
っ
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
敵
対

性
は
も
は
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
個
別
化
の
モ
メ
ン
ト
と
は
単
純

に
一
致
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
多
様
な
節
合
の
あ
り
う
る
一
つ
に

な
っ
て
い
る

（
39
（

。

　

転
位
が
そ
れ
自
体
で
「
対
象
性
／
客
観
性
の
限
界
」
を
証
示
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
は
そ
の
不
可
能
性
を
担
保
し
て
い
た
敵
対
性
が

構
成
的
外
部
で
あ
る
必
要
は
も
は
や
な
い
。
こ
う
し
て
重
心
を
敵
対
性

か
ら
転
位
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
必
ず
し
も
友
／
敵
関
係
に
よ
ら
な

い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
な
非
‐
本
質
主
義
的
理
解
に
可
能
性
を

開
く
こ
と
が
出
来
る
。

　

ま
た
ノ
ー
バ
ル
と
は
異
な
っ
た
文
脈
で
は
あ
る
が
、ウ
ル
ス
・
ス
テ
ー

ヘ
リ
も
ま
た
、
敵
対
性
の
特
権
化
に
対
し
て
同
様
の
疑
義
を
差
し
挟
ん

で
い
る
。
ス
テ
ー
ヘ
リ
は
「
敵
対
性
は
す
べ
て
の
限
界
の
一
般
的
な
構

造
な
の
だ
ろ
う
か

（
40
（

」
と
い
う
非
常
に
シ
ン
プ
ル
、
か
つ
常
識
的
な
問
い
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を
差
し
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
対
象
性
／
客
観
性
の

不
可
能
性
は
必
ず
し
も
敵
対
的
な
関
係
を
導
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と

尋
ね
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
重
要
に
な
る
の
が
や
は
り
転
位
で

あ
り
、
彼
は
ラ
ク
ラ
ウ
に
お
い
て
は
敵
対
性
と
き
わ
め
て
密
接
に
縺
れ

て
い
た
転
位
の
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
分
離
す
る
こ
と
を
強
く
要
求
す
る
。

ス
テ
ー
ヘ
リ
に
よ
れ
ば
、
転
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
論
理
的
に
敵
対
性
に

先
立
っ
て
い
る
以
上
、
敵
対
性
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
否
定
性
の
核

と
し
て
歴
史
を
貫
い
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
敵
対
性
は
転

位
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
か
ら
現
れ
る
特
殊
な
節
合
形
態
の
ひ
と
つ

で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
わ
れ
わ
れ
は
敵
対
性
の
地
位
を
相
対

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

（
41
（

」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　

ス
テ
ー
ヘ
リ
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
論
集
の
最
後
で
ラ
ク
ラ
ウ

は
、
「
私
が
到
達
し
た
結
論
は
ス
テ
ー
ヘ
リ
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
似
た

も
の
で
あ
る

（
42
（

」
と
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
認
め
つ
つ
応
答
を
開
始
す
る
。

こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
彼
が
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
に
お
い
て
限
界
／
境
界

を
敵
対
的
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に
扱
っ
て
い
た
こ
と
を

認
め
、
こ
れ
が
二
つ
の
欠
点
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

第
一
に
、
敵
対
性
は
言
説
の
限
界
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
転

位
が
あ
る
こ
と
が
も
た
ら
し
た
言
説
的
形
態
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ

の
か
ぎ
り
で
「
す
べ
て
の
転
位
が
敵
対
的
な
仕
方
で
構
築
さ
れ
る
必
要

は
な
い

（
43
（

」
。
こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
敵
対
性
は
飽
く
ま
で
転
位
の
ひ
と

つ
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
ノ
ー
バ
ル
と
ス
テ
ー
ヘ
リ
の
指
摘
を
認

め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
考
察
』
に
お
け
る
敵
対
性
と
転
位
の
関
係

が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
つ
ま
り
『
考
察
』
お
い
て

は
構
成
的
外
部
と
し
て
の
敵
対
性
が
転
位
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
さ
れ

て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
は
転
位
が
権
利
上
敵
対
性
に
先

立
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
縫
合
さ
れ
た
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
可
能
性
を
告
げ
る
も
の
は
も
は
や
敵
対
性
で
は
な
く
、

そ
の
構
造
的
な
転
位
で
あ
る
。

　

ラ
ク
ラ
ウ
が
認
め
る
第
二
の
欠
点
と
は
、
「
敵
対
性
は
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
排
除
と
同
じ
で
は
な
い

（
44
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
敵
対
性

は
、
い
か
な
る
妥
協
も
交
渉
も
不
可
能
な
外
部
で
あ
り
、
敵
対
す
る
両

者
を
つ
ら
ぬ
く
共
約
可
能
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
わ
け

だ
が
、
し
か
し
ラ
ク
ラ
ウ
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
の
欠
点
を
語
る
く
だ
り

に
お
い
て
ま
さ
に
こ
れ
を
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
敵
対
性
は
敵
対
関
係

に
あ
る
二
つ
の
極
を
含
む
、
よ
り
大
き
な
全
体
性
、
表
象
の
空
間
を
構

成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
敵
対
関

係
が
も
つ
ひ
そ
や
か
な
連
帯
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　

〔
…
…
〕
あ
る
一
定
の
領
域
の
上
で
敵
対
性
を
構
築
し
て
い
る
諸

勢
力
は
、
ま
さ
に
そ
の
領
域
が
問
い
に
付
さ
れ
る
と
き
に
秘
密
の
連

帯
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
チ
ェ
ス
盤
を
蹴
り
上
げ
よ
う
と

す
る
者
に
反
応
す
る
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
45
（

。
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こ
の
敵
対
す
る
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
脇
か
ら
盤
を
蹴
り
上
げ
る
も

の
こ
そ
、
彼
が
「
異
質
性heterogeneity

」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、「
こ

の
種
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
非
‐
表
象
可
能
性
と
比
べ
れ
ば
、
転
位
も
敵
対

性
も
完
全
な
表
象
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
連
続
す
る
諸
段
階
と
し
て

見
る
こ
と
が
出
来
る

（
46
（

」
。
こ
の
異
質
性
こ
そ
が
敵
対
性
に
代
え
て
近
年

の
ラ
ク
ラ
ウ
の
関
心
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
以
下
で
は
、

敵
対
性
の
相
対
化
に
伴
い
彼
の
理
論
に
導
入
さ
れ
た
異
質
性
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
ま
ず
、
ラ
ク
ラ
ウ
が

異
質
性
と
呼
ぶ
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

外
部
と
し
て
の
異
質
性
は
彼
の
政
治
理
論
、
特
に
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の

か
、
で
あ
る
。

五　

同
質
性
と
異
質
性
の
閾

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
に
お
け
る
三

つ
の
タ
イ
プ
の
外
部
性
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
最
初
はA

: 

non-A

と
い
う
矛
盾
の
形
態
―
―
ラ
ク
ラ
ウ
に
と
っ
て
こ
れ
が
敵
対
性

の
最
初
の
定
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
―
―
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
両
者
の
関
係
が
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
の
運
動
の
う
ち
に
あ
る

か
ぎ
り
で
、
言
い
換
え
れ
ば
「
否
定
的
な
も
の
が
止
揚
、
も
し
く
は
よ

り
高
位
の
統
合
へ
と
再
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

概
念
の
内
的
展
開
の
ひ
と
つ
の
モ
メ
ン
ト

（
47
（

」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
「
二

つ
の
敵
対
す
る
勢
力
は
、
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
よ
う
な
よ
り
深
い
客
観

的
な
運
動
の
表
現

（
48
（

」
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
矛
盾
と
し
て
記
述
さ
れ

る
外
部
性
は
「
真
の
外
部
性
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る

（
49
（

。

　

第
二
の
外
部
性
は
「
構
成
的
外
部
」
で
あ
り
、
す
で
に
議
論
し
た
よ

う
に
敵
対
性
は
こ
の
外
部
性
の
一
つ
の
節
合
形
態
で
あ
る
―
―
に
も
か

か
わ
ら
ず
敵
対
性
は
こ
の
種
の
外
部
的
関
係
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て

い
ま
だ
特
権
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
構
成
的
外
部
の
存
在

は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
完
全
な
縫
合
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
一
方
で
、
そ

れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
転
位
、
な
い
し
は
欠
如
を
埋
め
合
わ
せ
、
不
完

全
な
が
ら
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

重
要
な
こ
と
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
構
成

的
外
部
は
弁
証
法
的
外
部
と
は
鋭
く
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
50
（

。

　

そ
し
て
第
三
の
外
部
性
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
が
異
質
性
で
あ
る
。

こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
が
異
質
性
へ
と
関
心
を
向
け
る
背
景
に
つ
い
て
手
短

に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
昨
今
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
政
治
と
シ

ン
ク
ロ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
オ
リ
バ
ー
・
マ
ー
ヒ
ァ
ル
ト
が
簡
潔
に
ま

と
め
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
は
も
と
も
と
『
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論

に
お
け
る
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
な
か
で
、
階
級
関
係
と
は
異
な
っ

た
節
合
関
係
を
許
す
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
に
強
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
わ
け
だ
が
、
九
〇
年
代
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
再
興
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
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の
台
頭
と
い
う
差
し
迫
っ
た
情
況
が
、
彼
を
再
度
こ
の
問
題
に
取
り
組

ま
せ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る

（
51
（

。
そ
し
て
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
分
析

に
お
い
て
、
矛
盾
の
形
態
は
お
ろ
か
敵
対
関
係
で
す
ら
な
い
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
外
部
」
と
し
て
の
「
異
質
性
」
が
焦
点
と
し
て
浮
上
す
る
の
で

あ
る

（
52
（

。

　

そ
れ
で
は
ラ
ク
ラ
ウ
が
挙
げ
て
い
る
例
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ル
ン
ペ
ン

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
を
手
掛
か
り
に
、
幾
つ
か
の
議
論
を
補
助
線
と

し
つ
つ
、
異
質
な
も
の
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ラ
ク
ラ

ウ
に
よ
れ
ば
ル
ン
ペ
ン
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
こ
そ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
の
あ
い
だ
の
階
級
闘
争
の
「
外
部
」
に
放
擲
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
れ
は
歴
史
の
発
展
に
と
っ
て
「
過
剰
」
な
も
の
、

言
い
換
え
れ
ば
敵
対
関
係
に
お
い
て
表
象
／
代
表
さ
れ
な
い
歴
史
の
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る

（
53
（

。
こ
こ
か
ら
異
質
性
に
つ
い
て
は
ま
ず
次
の
よ

う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
Ｂ
が
Ａ
に
対
し
異
質
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
Ａ
の
弁
証
法
的
な
（
そ
れ
ゆ
え
回
収
可
能
な
（
対
立
項
だ
か
ら
で

は
な
く
、
Ａ
の
内
部
に
お
い
て
表
象
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
54
（

」
。

　

こ
の
異
質
な
も
の
は
表
象
の
内
部
、
つ
ま
り
は
同
質
的
な
空
間
に
対

し
、
一
見
撞
着
す
る
二
つ
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
は
「
攪

乱
的
」
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し

て
の
ル
ン
ペ
ン
は
、
階
級
闘
争
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
対
立
す

る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
は
別
物
で
あ
る

（
55
（

。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が

見
た
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
／

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
敵
対
関
係
の
客
観
性
の
限
界
を
証
示
す
る
「
第
三
の

要
素
」
の
侵
入
で
あ
り
、「
そ
の
異
質
性
、
非
対
称
性
、
意
外
性
に
よ
っ

て
、
二
つ
の
鏡
面
的
な
項
の
あ
い
だ
に
形
成
さ
れ
て
い
た
統
一
性
を
破

り
、
そ
れ
ら
の
境
界
を
浸
食
す
る
の
で
あ
る

（
56
（

」
。

　

し
か
し
異
質
性
は
同
質
的
な
空
間
を
か
き
乱
す
だ
け
で
な
く
、
も
う

一
つ
の
よ
り
重
要
な
、
い
わ
ば
「
生
産
的
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
側
面
を
有

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
質
的
な
空
間
が
は
じ
め
に
あ
っ
て
、

そ
の
残
余
と
し
て
外
側
に
異
質
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
し
て

や
そ
れ
が
同
質
化
の
失
敗
、
も
し
く
は
落
脱
者
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

同
質
性
／
異
質
性
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
二
元
論
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

内
部
と
外
部
、
も
し
く
は
同
質
性
と
異
質
性
を
分
け
隔
て
る
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
に
は
つ
ね
に
転
置
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ラ
ク
ラ
ウ

は
こ
の
緊
張
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
「
内
部
の
も
の
」
と
「
外
部
の
も
の
」
の
あ
い
だ
の

完
全
に
安
定
し
た
対
立
と
い
う
固
定
し
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
あ
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
こ
こ
で
は
、
グ
ラ
ム
シ
の
言
う
「
陣
地

戦
」
の
意
味
に
お
い
て
、
内
部
性
と
外
部
性
の
関
係
を
絶
え
ず
再
交

渉
す
る
よ
う
な
転
置
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
そ
れ

は
同
質
的
な
基
礎
付
け
と
い
う
概
念
を
、
そ
し
て
そ
の
対
称
物
で
あ

る
と
こ
ろ
の
汚
れ
な
い
異
質
性
を
と
も
に
拒
絶
す
る

（
57
（

。
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再
交
渉
と
転
置
を
め
ぐ
る
陣
地
戦
、
同
質
性
と
異
質
性
が
侵
犯
し
合

う
境
界
線
、
こ
こ
で
相
互
汚
染
を
支
配
し
て
い
る
ロ
ジ
ッ
ク
の
名
は
ふ

た
た
び
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
で
あ
る
。
同
質
性
は
異
質
な
も
の
の
排
除
を

通
じ
て
か
ろ
う
じ
て
そ
の
外
観
を
装
っ
て
い
る
が
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
異
質
な
諸
要
素
の
節
合
は
、
そ
れ
ら
を
境
界
の
内

側
へ
と
滲
出
さ
せ
、
そ
こ
に
新
し
く
敵
対
的
な
モ
メ
ン
ト
を
噴
出
さ
せ

る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
し
ば
し
ば
こ
の
異
質
な
も
の
の
節
合
を
「
人
民
の
構

築
」
と
看
做
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
「
生
産
的
」
と
呼
ぶ

の
は
、
そ
れ
が
静
的
で
硬
直
し
た
統
一
を
破
壊
す
る
の
み
で
な
く
、
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
を
通
じ
て
そ
こ
に
敵
対
関
係
を
出
来
さ
せ
、
新
し
い
象
徴
的

関
係
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
均
質
的
な
空

間
か
ら
零
れ
る
こ
の
剰
余
な
し
に
は
、
現
行
の
政
治
空
間
を
変
容
さ
せ
、

再
編
す
る
い
か
な
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
も
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
の
ル
ン
ペ
ン
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
示
す
三
つ
の
性
格
―
―
表

象
不
可
能
、
攪
乱
的
、
生
産
的
―
―
か
ら
、
異
質
性
と
敵
対
的
な
外
部

性
と
の
種
差
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
異
質
性
が
敵
対
関
係
と
区
別
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
敵
対
性
が
矛
盾
の
関
係
、
も
し
く
は
差
異
の

関
係
に
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
構
成
的
外
部
と
し
て
共
通
の
表
象
空

間
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
ラ
ッ
セ
・
ト
マ
セ
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
完

全
に
正
し
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
敵
対
関
係
は
、
な
る
ほ
ど
実
体
的
な

差
異
の
関
係
で
は
な
い
も
の
の
、
ラ
ク
ラ
ウ
と
ム
フ
が
正
し
く
議
論

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
そ
の
表
象
の
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
敵
対
性
」
は
ま
さ
に
、
「
敵
対
性
の
二
つ

の
極
が
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
」
、
示
差
的
で
は
な
い
、
と
す
れ

ば
少
な
く
と
も
客
観
的
な
「
部
分
を
構
築
す
る
で
あ
ろ
う
よ
り
広
い

全
体
性
」
を
参
照
し
、
前
提
と
し
て
い
る
。
敵
対
性
は
内
部
と
外
部

の
明
確
な
分
割
を
伴
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
充
足
を
前
提
と
し
て
い

る
の
で
、
敵
対
性
は
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
敵
対
的
な
他
者
が
と

も
に
構
築
さ
れ
る
意
味
作
用
の
空
間
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
る

（
58
（

。

　

先
に
言
及
し
た
チ
ェ
ス
の
例
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
敵
対
関

係
を
対
立
と
し
て
成
り
立
た
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
共
通
の
表
象
空
間
、

あ
る
い
は
価
値
の
測
定
可
能
性
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、

ラ
ク
ラ
ウ
の
異
質
性
の
概
念
が
狙
う
の
は
、
敵
対
関
係
の
等
価
性
の
鎖

か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
闘
争
の
ア
リ
ー
ナ
か
ら
零
れ
落
ち
る
ア
ウ
ト

サ
イ
ダ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
異
質
な
も
の
は
た
だ
粛
々
と
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
し
ば
し
ば
異
質
な
も
の
を
「
敗
者underdog

」

と
看
做
し
て
い
る
が
、
同
質
的
な
空
間
に
お
け
る
対
称
性
が
崩
れ
そ
の

偶
発
性
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
転
位
が
も
た
ら
す
綻
び

が
秩
序
に
深
刻
な
危
機
を
も
た
ら
す
と
き
、
こ
の
「
敗
者
」
は
ま
さ
に
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「
人
民
」
と
し
て
立
ち
現
れ
、
閾
の
向
こ
う
側
へ
と
越
境
し
、
新
た
な

節
合
関
係
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
異
質
な
も
の
す

べ
て
が
い
ず
れ
同
質
性
の
う
ち
に
表
象
／
代
表
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
人
民
の
構
築
は
ま
た
し
て
も
排
除
を
必
要
と
し
、
幾
度

と
な
く
異
質
な
も
の
を
生
産
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に

同
質
性
と
異
質
性
の
攻
防
に
終
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

六　

む
す
び
―
―
―
―
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
な
き「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

　

本
論
文
で
は
こ
れ
ま
で
、
敵
対
性
と
い
う
ラ
ク
ラ
ウ
の
政
治
理
論
の

中
心
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
概
念
の
変
遷
を
提
示
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
異
質
性
と
い
う
概
念
に
交
差
す
る
ま
で
の
過
程
を
検
討
し
た
。

最
後
に
以
上
の
議
論
か
ら
導
か
れ
る
、
ラ
ク
ラ
ウ
が
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
論
究
し
、
結
論
に
代
え
る
こ

と
に
し
た
い
。

　

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
三
つ
の
「
ラ
デ
ィ
カ
リ

ズ
ム
」
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
政
治
体
制
と
し

て
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
想
、
つ
ま
り
は
「
諸
規
則
の
適

用
の
普
遍
性
」
が
あ
る
。
「
制
限
な
し
の
普
遍
的
規
則
の
適
用
に
も
と

づ
い
た
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
制
度
の
内
側
の
民
主
化
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
初
の
意
味
で
あ
り
う
る

（
59
（

」
の
で
あ
り
、
内
部
そ
れ
自

体
が
抱
え
る
緊
張
関
係
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
第
二
に
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
人
民
の
構
築
が
あ
る
。

リ
ベ
ラ
ル
な
諸
制
度
に
担
保
さ
れ
た
形
式
的
普
遍
性
と
そ
こ
に
働
く
権

力
の
作
用
を
問
い
質
す
べ
く
、
表
象
／
代
表
の
外
部
に
放
擲
さ
れ
て
い

た
異
質
な
も
の
が
諸
要
求
を
携
え
出
現
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
ク
ラ
ウ
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
そ
れ
が
敗
者
に
政
治
的

な
声
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
場
合
に
の
み
ラ
デ
ィ
カ
ル

で
あ
り
う
る

（
60
（

。
」

　

最
後
に
、
彼
が
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
複
数
主
義
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

異
質
性
か
ら
敵
対
性
、
な
い
し
は
人
民
を
構
築
す
る
こ
と
が
表
象
の
外

部
に
あ
る
す
べ
て
の
諸
要
求
を
汲
み
尽
く
す
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

あ
る
等
価
性
の
鎖
は
他
の
多
く
を
排
除
す
る
こ
と
で
の
み
可
能
な
の
で

あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
異
質
な
も
の
す
べ
て
が
表
象
／
代
表
の
領
域
に

も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
同
質
性
と
異

質
性
の
境
界
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
ム
が
止
む
こ
と
は
な
い
。

　

本
論
文
で
議
論
し
た
異
質
性
と
敵
対
性
の
構
築
は
ま
さ
に
、
ラ
ク
ラ

ウ
が
挙
げ
て
い
る
第
二
と
第
三
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
。
彼
の
思
考
が
示
す
の
は
、
敵
対
関
係
が
所
与
の
も
の
で
は
あ

り
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
辛
抱
強
い
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
結
果
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
表
象
／
代
表
空
間
か
ら
吐
き
出
さ
れ

た
異
質
な
諸
要
素
か
ら
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
本
論
文
で
最
初
に
言
及
し
た
熟
議
民
主
主
義
、
あ
る
い
は
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そ
れ
を
批
判
す
る
闘
技
的
民
主
主
義
で
さ
え
ラ
ク
ラ
ウ
に
と
っ
て
は
十

分
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
前
者
に
関
し
て
は
、
転
位
と
い
う
否
定
性

が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
最
終
的
な
不
可
能
性
を
指
示
し
て
お
り
、
後
者
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
対
立
を
構
成
し
、
維
持
さ
え
も
し
て
い
る
同
質
的

な
意
味
作
用
の
空
間
を
自
明
視
し
、
新
た
に
敵
対
性
が
発
生
す
る
場
、

も
し
く
は
闘
技
に
お
い
て
表
象
／
代
表
さ
れ
な
い
外
部
に
対
し
て
沈
黙

し
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
の
異
質
な
も
の
の
考
察
は
、

公
的
な
空
間
を
構
成
す
る
権
力
関
係
そ
の
も
の
を
問
い
に
付
す
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
抗
争
を
是
と
す
る
ア
ゴ
ー
ン
と
て
例
外
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
ラ
ク
ラ
ウ
が
抱
え
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
制
度
と
そ
の
政
治
形
態
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
見
せ
か
け
た
」

き
わ
め
て
扇
情
的
な
転
覆
の
政
治
を
称
賛
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
上
に
示
し
た
三
つ
の
ラ
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
呼
び
求
め
る
と
同
時
に
互
い
を

牽
制
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
が

逆
説
的
に
も
十
分
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
は
な
い
こ
と
、
単
一
の
原
理
へ
の

還
元
を
拒
否
し
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
か
し
つ
つ
殺
さ
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
ラ
ク
ラ
ウ
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
相
互
作
用

の
非
決
定
的
な
性
格
、
そ
れ
が
結
晶
化
す
る
偶
発
的
な
形
態
を
概
念
的

に
支
配
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
こ
そ
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
ラ
デ
ィ
カ

ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る

（
61
（

。
」
敵
対
性
と
異
質
性

を
め
ぐ
る
ひ
た
す
ら
に
外
部
を
求
め
る
眼
差
し
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
枠
組

み
が
持
つ
民
主
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求
め
る
と
同
時
に
そ
れ
を
相
対

化
し
な
が
ら
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
終
着
点
な
き
脱
節
合
／
再
節
合

の
う
ち
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
来
」
を
見
る
の
で
あ
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。
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熟
議
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
重
要
度
に
は
偏
差
が
見
ら
れ
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。
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。
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述
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さ
れ
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さ
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受
け
入
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（
＝
千
葉
眞
・
土
井
美
徳
・
田
中
智
彦
・

山
田
竜
作
訳
『
政
治
的
な
る
も
の
の
再
興
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
、

二
〇
八
頁
。
（
ま
た
、
ム
フ
の
闘
技
的
民
主
主
義
が
抱
え
る
問
題
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お
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史
『
左
派
の
挑
戦
―
―
理
論
的
刷
新
か
ら
ニ
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〇
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す
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さ
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。
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。
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シ
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テ
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シ
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シ
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〇
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〇
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刊
行
し
た
諸
論
文
を
所
収
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
初
校
を
待
た
ず
に
亡
く
な
ら
れ
、
「
は
じ
め
に
」
の
執
筆
お
よ
び

第
Ⅰ
～
Ⅲ
部
の
設
定
は
編
者
の
服
部
美
樹
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
テ
ー
マ
を
有
し
て
い

る
が
、し
か
し
そ
れ
ら
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
原
則
た
る
政
教
分
離
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
視
点
を
通
じ
て
問
い
直
す
と
い
う
、

著
者
の
研
究
上
の
根
本
的
な
問
題
意
識
を
土
台
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
様
々
な
思
想
家
や
思
想
的

問
題
群
に
対
す
る
著
者
の
解
釈
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
と
宗
教
あ
る
い
は

哲
学
と
宗
教
の
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
し
て
お
り
、

い
わ
ば
い
く
つ
か
の
論
点
に
対
す
る
著
者
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
処
方
箋
の

発
展
的
応
用
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
論
じ
て

い
な
い
場
合
で
も
、こ
う
し
た
著
者
の
問
題
意
識
が
ど
の
章
に
も
通
底
し
て

い
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
な
ら
ば
、本
書
は
一
気
に
読
み
や
す
く
な
る
。

　

第
一
章
で
は
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
原
理
的
諸
問
題
の
分
析
を
通
じ
て
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
を
解
決

で
き
ず
全
体
主
義
の
成
立
を
許
し
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
だ
け
で
な
く
、

現
在
の
ア
メ
リ
カ
も
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
第
二
の
危
機
（
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
・
非
道
徳
・

モ
ダ
ニ
テ
ィ
へ
の
失
望
（
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
本
章
の
特
徴

は
、
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
な
が
ら
、
無
神
論
的
哲
学
者
の
立
場
か
ら
啓

示
宗
教
と
の
共
存
の
た
め
に
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
体
制
を

望
み
、
非
啓
示
宗
教
的
な
共
通
道
徳
と
し
て
「
普
遍
的
信
仰
」
を
提
起
す

る
ス
ピ
ノ
ザ
と
、
啓
示
宗
教
を
信
じ
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
理
性
や
他
の

啓
示
宗
教
と
の
共
存
の
た
め
に
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
優
位
性
を

認
め
、
「
普
遍
的
信
仰
」
を
寛
容
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
の
対
比
で
あ
る
。

こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
普
遍
的
信
仰
」
あ
る
い
は
「
普
遍
的
宗
教
」
は
、
本

書
全
体
を
貫
く
最
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
た
だ
第
一
章
で
は
、
啓
示
の

立
場
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
「
普
遍
的
信
仰
（
宗
教
（
」
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を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

非
共
約
的
な
理
性
と
啓
示
が
異
な
る
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
歩
み
寄
り
、
結

果
と
し
て
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
共
有
す
る
と
い
う
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
身
は
、
次
の
第
二
章
で
検
討
さ
れ
る
。
む
し
ろ

第
一
章
の
議
論
（
初
出
二
〇
〇
四
年
（
は
、
時
系
列
的
に
は
第
二
章
の
議

論
（
初
出
一
九
九
八
年
（
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

第
二
章
で
著
者
は
、
聖
書
（
啓
示
宗
教
（
の
領
域
と
哲
学
の
領
域
の
統

合
を
否
定
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
立
場
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
影
響
を
受
け

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
著
者
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
特
徴
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の

次
の
二
つ
の
主
張
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
第
一
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は

啓
示
と
理
性
、
聖
書
と
哲
学
の
統
合
や
同
化
を
否
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相

互
に
干
渉
せ
ず
完
全
に
分
立
し
、
互
い
の
自
律
性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
す
る
。
第
二
に
、
し
か
し
他
方
で
、
「
普
遍
的
宗
教
」
と
哲
学
的

真
理
は
無
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
愛
や
正
義
と
い
っ

た
道
徳
的
行
動
に
お
い
て
奇
妙
な
一
致
を
起
こ
す
と
も
論
じ
る
。
つ
ま
り
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
聖
書
と
哲
学
の
分
離
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
致
を
も
示
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
著
者
は
こ
こ
に
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
ス
ピ

ノ
ザ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
を
秘
教
的
教
え
と
し

て
会
得
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
ス
ピ
ノ

ザ
と
反
対
に
啓
示
宗
教
を
信
じ
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
立
場
か
ら
、リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
公
教
的
教
え
と
す
る
ア
メ
リ
カ
で
こ
の
公
教
が
必
ず
し

も
真
理
で
は
な
い
こ
と
を
暴
露
し
解
体
さ
せ
、
他
方
で
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
固
有
性
や
自

律
性
す
ら
も
実
は
哲
学
的
真
理
す
な
わ
ち
公
教
と
の
共
通
性
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
暴
き
出
し
、
宗
教
的
真
理
を
も
解
体
さ
せ
る
作
業
に
従

事
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
政
治
哲
学
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
真
理
の
解
体
と
同
時
に
、
自
分
自
身
の
よ
り
ど
こ
ろ
で

あ
る
啓
示
宗
教
の
真
理
を
も
解
体
す
る
と
い
う
熾
烈
な
戦
略
で
あ
っ
た
。

彼
が
公
教
的
教
え
と
秘
教
的
教
え
の
区
別
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
ま
さ
に

こ
こ
に
あ
る
と
著
者
は
論
じ
る
。

　

第
三
章
（
初
出
二
〇
〇
六
年
（
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
啓
示
と
理
性
、

神
権
政
治
と
民
主
政
の
関
係
性
が
考
察
さ
れ
、
第
二
章
の
道
徳
に
お
け
る

啓
示
と
哲
学
の
奇
妙
な
一
致
と
い
う
テ
ー
マ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ

の
主
眼
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
考
様
式
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
思
想
の
枠
に

収
ま
り
き
ら
な
い
広
が
り
と
特
異
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
点
に
あ
る
。
ま

さ
に
著
者
の
研
究
の
真
骨
頂
が
発
揮
さ
れ
る
主
題
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は

た
い
へ
ん
有
益
で
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
章
で
は
「
普
遍

的
宗
教
（
信
仰
（
」
の
概
念
で
ブ
レ
が
見
ら
れ
る
。
第
一
章
、
第
二
章
で
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
提
示
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
も
な
い
中
立
で
普

遍
的
な
公
的
市
民
道
徳
の
こ
と
を
、
著
者
は
「
普
遍
的
宗
教
（
信
仰
（
」

と
呼
ん
で
い
る
が
、
第
三
章
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
啓
示
と
哲
学
の
分
離
と

関
連
の
説
明
に
お
い
て
「
啓
示
（
普
遍
的
宗
教
（
と
哲
学
（
自
然
的
認
識
（
」

（
八
〇
頁
（
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
お
り
、
本
来
啓
示
と
は
区
別
さ
れ

る
べ
き
「
普
遍
的
宗
教
」
を
「
啓
示
（
普
遍
的
宗
教
（
」
と
単
純
に
一
つ
に

括
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
読
者
に
混
乱
を
引
き
起
こ
す
。
ス

ピ
ノ
ザ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
固
有
の
も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
も
の
を
も
つ

啓
示
宗
教
と
、
そ
う
し
た
固
有
の
も
の
を
取
り
除
い
た
「
普
遍
的
宗
教
」
と
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を
明
確
に
区
別
し
、
そ
の
う
え
で
、
啓
示
と
哲
学
は
社
会
的
政
治
的
に
見

る
な
ら
ば
双
方
と
も
道
徳
的
に
正
し
い
行
為
を
導
く
と
い
う
点
で
公
共
上

有
益
な
同
一
の
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
著
者

は
、
こ
の
よ
う
な
分
離
と
一
致
の
主
張
に
こ
そ
、
近
代
啓
蒙
思
想
の
主
流

と
な
る
政
教
分
離
と
は
異
な
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
独
自
の
思
考
様
式
が
あ
る
と

論
じ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
著
者
は
「
啓
示
」と
「
普
遍
的
宗
教
」を

一
括
り
に
せ
ず
、
こ
こ
は
丁
寧
に
区
分
け
し
て
記
述
す
る
べ
き
で
あ
っ
た

と
思
う
。

　

第
四
章
は
（
初
出
二
〇
〇
八
年
（
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
端
緒
と
す
る
政
教
分
離

の
一
般
原
則
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
外
面
的
行
為
の
領
域
と
内
面
的
思
想
・

信
仰
の
領
域
を
区
分
し
、
政
治
は
外
面
的
行
為
に
の
み
及
ぶ
こ
と
を
確
立

し
、
政
治
と
宗
教
の
対
立
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
う
し
た
議
論
は
結
果
的
に
外
面
的
領
域
＝
公
的
領
域
と
内

面
的
領
域
＝
私
的
領
域
を
分
離
す
る
政
教
分
離
の
理
論
へ
の
一
階
梯
と
な

り
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
信
仰
の
自
由
へ
の
道
を
開
い
た
と
い
う
。
こ

の
解
釈
に
は
、
著
者
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
を
近
代
啓
蒙
思
想
の

原
則
で
あ
る
政
教
分
離
の
端
緒
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
異
な

る
思
考
様
式
か
ら
神
権
政
治
と
民
主
政
の
共
約
点
を
探
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
主
義
の
限
定
に
と
ら
わ
れ
な
い
広
が
り
を
も
つ
も
の
と

位
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
権
化
の
ホ
ッ
ブ
ズ
対
近
代
の
傍
流
も
し

く
は
超
近
代
の
ス
ピ
ノ
ザ
と
い
う
対
比
の
設
定
で
あ
る
。
こ
の
対
比
の
背

景
に
は
、
近
代
の
主
流
と
は
異
な
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
に
、
現
代
の
イ
ス

ラ
ー
ム
な
ど
他
の
啓
示
宗
教
の
民
と
の
接
点
を
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
著
者
の
強
い
問
題
意
識
が
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
普
遍
的
宗
教
（
信
仰
（
」
が
「
道
徳
的

確
実
性
」
と
い
う
用
語
で
登
場
す
る
。
「
道
徳
的
確
実
性
」
と
い
う
共
通

の
道
徳
的
・
宗
教
的
格
率
が
ミ
ニ
マ
ム
な
信
仰
箇
条
に
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
が
「
普
遍
的
信
仰
」
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
公
的
理

性
に
よ
る
聖
書
の
理
性
的
解
釈
を
（
政
治
的
な
意
味
で
（「
真
の
宗
教
」
と

提
示
す
る
が
、
理
性
（
哲
学
（
と
聖
書
（
啓
示
（
の
相
互
不
干
渉
を
説
く

ス
ピ
ノ
ザ
は
聖
書
の
理
性
的
解
釈
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な

「
真
の
宗
教
」
の
必
要
性
も
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ

て
聖
書
解
釈
と
は
、
聖
書
を
理
性
や
哲
学
で
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

聖
書
に
記
さ
れ
た
ヒ
ス
ト
リ
ア
（
歴
史
物
語
（
―
―
民
衆
に
よ
る
経
験
に

裏
付
け
ら
れ
て
成
立
す
る
意
見
の
束
―
―
が
発
生
・
連
結
・
展
開
し
て
い

く
理
由
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
て
、ヒ
ス
ト
リ
ア
に
潜
む
「
道
徳
的
確
実
性
」

＝
「
普
遍
的
信
仰
」
は
民
衆
に
よ
る
聖
書
の
反
復
読
解
に
よ
っ
て
現
れ
出

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
聖
書
を
解

釈
す
る
権
利
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
政
教
分
離
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ

た
内
面
の
自
由
と
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
ヒ
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る

「
道
徳
的
確
実
性
」
の
形
成
自
体
に
参
画
す
る
人
々
の
力
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
重
要
な
視
点
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
者

の
評
者
か
ら
み
る
と
、
著
者
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
外
面
と
内
面
の
分
離
を
と
く

に
重
視
し
て
、
「
道
徳
的
確
実
性
」
＝
「
普
遍
的
信
仰
」
を
ホ
ッ
ブ
ズ
と

の
対
抗
・
相
違
の
キ
ー
概
念
と
位
置
づ
け
る
が
、
し
か
し
こ
の
ミ
ニ
マ
ム

な
信
仰
箇
条
と
し
て
の
「
普
遍
的
信
仰
」
そ
れ
自
体
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
キ
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リ
ス
ト
教
徒
の
救
済
に
唯
一
必
要
と
設
定
し
た
「
本
質
的
信
仰
箇
条
」
か

ら
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
別
様
の
見
方
も
浮
か
ん
で

く
る
。
著
者
が
「
道
徳
的
確
実
性
」
＝
「
普
遍
的
信
仰
」
の
対
抗
物
と
し
て

置
い
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
真
の
宗
教
」は
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ

本
当
の
意
味
で
宗
教
的
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
真
の
信
仰
と
し
て
設
定
し
た
の
は

「
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」と
い
う
最
低
限
の
「
本
質
的
信
仰
箇
条
」で

あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
本
質
的
信
仰
箇
条
」
に
イ
ン
ス
パ

イ
ア
さ
れ
て
批
判
的
に
継
承
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
限
定
を
取
り
払
っ
て
公

的
市
民
道
徳
へ
と
発
展
さ
せ
た
と
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

紙
幅
が
許
さ
れ
れ
ば
よ
り
詳
し
く
紹
介
し
た
か
っ
た
が
、
続
く
第
五
章

（
初
出
二
〇
〇
四
年
（
で
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

批
判
に
対
し
、
カ
ン
ト
的
視
点
か
ら
再
批
判
が
提
起
さ
れ
、
第
六
章
（
初

出
一
九
九
七
年
（
で
は
、
政
治
と
哲
学
の
境
界
問
題
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ

と
ア
ー
レ
ン
ト
の
親
近
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
歴
史
認
識
の

方
法
の
具
体
化
こ
そ
が
現
代
的
課
題
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
第
七
章
（
初

出
二
〇
〇
五
年
（
で
は
、
啓
示
と
哲
学
の
分
離
・
相
互
不
干
渉
・
自
律
性

の
尊
重
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
則
を
枠
組
と
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
批
判
が
展

開
さ
れ
、
第
八
章
（
初
出
二
〇
〇
八
年
（
で
は
、
政
治
的
「
無
神
論
」
に

対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
軸
に
、
政
教
分
離
を
前
提
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
政
教
一
致
を
前
提
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
や
イ
ス
ラ
ー
ム

と
ど
う
対
話
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
整
理
と
説
明
が
な
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
マ
ル
ク
ス
を
主
た
る
対
象
と
し

つ
つ
、
い
ず
れ
も
重
要
な
論
点
が
鋭
い
洞
察
力
で
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
、
第
一
章
か
ら
第
四
章
で
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
哲
学
、
宗
教
、

政
治
の
各
領
域
の
分
離
と
自
律
性
尊
重
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
原
則
を
分
析

視
角
の
基
礎
と
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
複
雑
で
難
解
な
問
題
群
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ

し
、
問
題
の
本
質
は
ど
こ
に
あ
り
、
何
で
あ
る
の
か
を
提
示
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。
そ
の
考
察
の
支
柱
と
な
っ
て
い
る
の
は
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
も
う
一
人
の
主
役
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
る
。
彼
は
分
析
対
象
と
し
て
登
場
す
る
幾
人

か
の
思
想
家
と
同
列
で
は
な
い
。
著
者
は
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
内
的
に
激
し
く
格
闘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
解

釈
を
深
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
著
者
の
特
徴
を
な
す
の
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
思
想
研
究
の
立
場
に
あ
っ
て
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
・
非

近
代
的
な
思
想
や
文
化
そ
し
て
そ
の
な
か
で
生
き
る
人
々
に
対
す
る
配
慮

と
、
相
違
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
著
者
の
研
究
の
核
心
に

は
、
「
普
遍
性
」
を
掲
げ
る
西
欧
的
理
性
や
近
代
啓
蒙
思
想
が
も
つ
尊
大

さ
へ
の
戒
め
が
あ
る
。
著
者
は
、
自
身
の
実
存
す
べ
て
を
か
け
て
、
再
検

討
す
べ
き
論
点
、
考
察
を
よ
り
深
め
る
べ
き
論
点
を
示
し
き
り
、
伝
え
き

る
こ
と
を
最
後
の
課
題
と
し
、
こ
れ
ら
の
解
明
を
後
進
に
託
し
て
そ
の
生

を
ま
っ
と
う
し
た
。
著
者
の
遺
志
を
引
き
受
け
、こ
れ
ら
の
諸
論
点
を
解
き

明
か
す
こ
と
が
、
評
者
自
身
を
含
め
、
残
さ
れ
た
私
た
ち
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

 

（
う
め
だ
・
ゆ
り
か
／
政
治
思
想
史
（
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書
評　

『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
ア
メ
リ
カ
先
住
民 

 

―
―
自
由
主
義
と
植
民
地
支
配

』

（
三
浦
永
光
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）

下
川　

潔

　

本
書
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
政
治
思
想
研
究
の
最
前
線
の
問
題
、
す
な

わ
ち
自
由
主
義
と
植
民
地
支
配
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
序
論

冒
頭
で
、「
ロ
ッ
ク
の
植
民
地
支
配
に
関
す
る
議
論
」
が
、
彼
自
身
の
「
自

由
主
義
的
政
治
思
想
」
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
本

書
の
目
的
で
あ
る
（
本
書
、
三
頁
（
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
書

の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

著
者
の
三
浦
氏
は
、
現
代
英
語
圏
の
い
く
人
も
の
政
治
思
想
研
究
者
と

同
様
に
植
民
地
主
義
へ
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
関
心
は
氏
独
自

の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
一
九
八
二
年
の
論
文
「
ロ
ッ
ク
の

自
然
権
思
想
と
異
民
族
」
（
『
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
市
民
的
世
界
』
〔
未
来
社
、

一
九
九
七
年
〕
所
収
（
に
ま
で
遡
る
。
そ
の
後
三
浦
氏
は
、
内
外
の
ロ
ッ

ク
研
究
や
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
族
と
植
民
地
史
に
関
す
る
研
究
文
献
か
ら

多
く
を
学
び
、
自
ら
の
見
解
を
練
り
上
げ
て
き
た
。
本
書
は
そ
の
成
果
で

あ
り
、
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
政
治
思
想
が
い
か
に
西
欧
中
心
主
義
的
で
あ

る
か
、
そ
れ
が
民
衆
を
武
力
で
征
服
す
る
植
民
地
支
配
と
い
か
に
結
び
つ

い
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
自
由
主
義
に
対
す

る
強
烈
な
批
判
の
書
で
あ
り
、
近
代
西
欧
文
明
の
負
の
側
面
に
光
を
当
て

た
作
品
で
あ
る
。
控
え
目
に
見
積
も
っ
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
政
治

思
想
と
植
民
地
支
配
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
関
し
て
、

本
書
は
大
き
な
論
争
を
喚
起
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
私
は
三
浦
氏
の

ロ
ッ
ク
批
判
に
全
面
的
に
は
賛
同
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
本
書
か
ら
多

く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
大
部
の
著
作
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
思
想
史
研
究

者
が
読
む
べ
き
重
要
な
書
物
で
あ
る
。

　

序
論
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
政
治
思
想
の
基
本
原
則
が
示
さ
れ
る
。

万
人
に
妥
当
す
る
自
然
法
と
自
然
権
、
労
働
に
も
と
づ
く
財
産
所
有
権
、

（
神
授
に
よ
る
の
で
は
な
く
（
同
意
と
信
託
に
も
と
づ
く
政
治
権
力
、
権
力

分
立
と
議
会
主
権
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
、
領
土
主
権
の
相
互
不
可

侵
と
い
っ
た
基
本
原
則
が
手
短
に
解
説
さ
れ
る
。
三
浦
氏
は
、
こ
れ
ら
の

原
則
の
多
く
を
自
由
主
義
思
想
の
正
の
遺
産
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
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が
、
労
働
に
も
と
づ
く
財
産
所
有
権
の
原
則
と
、
領
土
主
権
に
か
か
わ
る

原
則
に
関
し
て
は
、
ロ
ッ
ク
が
西
欧
中
心
主
義
的
な
偏
見
に
よ
っ
て
、
植

民
地
支
配
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
原
則
を
歪
め
て
理
解
し
て

い
る
と
考
え
る
。
そ
う
し
て
先
住
民
は
、
普
遍
的
に
妥
当
す
る
は
ず
の
自

然
法
や
自
然
権
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
は
、
こ
の
普
遍
性
と
先
住
民
排
除
に
か
か
わ
る
問
題
を
扱
う
。

ロ
ッ
ク
は
、
自
然
法
が
全
人
類
を
保
全
し
、
自
然
権
が
す
べ
て
の
人
の
自

由
と
平
等
を
保
障
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
実
は
そ
の
普
遍
的
な
自
然

法
／
自
然
権
の
中
に
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
（
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
（
の
生
活
習

慣
や
宗
教
的
道
徳
的
観
念
を
排
除
す
る
「
特
論
」
的
規
定
を
組
み
込
ん
で

い
る
（
二
一
―
三
三
頁
（
と
著
者
は
論
じ
る
。
鍵
と
な
る
の
は
、
ロ
ッ
ク

が
狩
猟
採
集
型
経
済
で
は
な
く
定
住
型
農
業
を
優
先
し
、
無
知
で
怠
惰
な

生
活
で
は
な
く
植
民
者
の
勤
勉
や
貨
幣
経
済
を
奨
励
し
、
土
地
の
部
族
共

有
制
で
は
な
く
土
地
私
有
制
を
重
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ロ
ッ
ク
は
、

先
住
民
族
が
自
ら
の
政
治
社
会
を
も
っ
て
い
な
い
と
考
え
、
領
土
主
権
の

相
互
不
可
侵
性
を
空
洞
化
さ
せ
、
自
然
的
処
罰
権
と
い
う
装
置
を
使
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
軍
事
的
優
位
に
立
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
、
紛
争
の
際
に
先

住
民
を
処
罰
す
る
権
利
を
事
実
上
認
め
て
し
ま
っ
た
（
三
〇
頁
（
。
こ
こ

で
「
事
実
上
」
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク

自
身
は
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
だ
け
に
処
罰
権
を
認

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
軍
事
的
優
位
性
ゆ
え
に
、
処
罰

権
が
殺
害
を
正
当
化
す
る
装
置
と
し
て
使
わ
れ
る
の
は
、
事
実
上
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
が
先
住
民
を
殺
害
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
逆
の
場
合
で
は
な
い
。

な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
限
定
的
主
張
な
ら
ば
、
受
け
容
れ
て
よ
い
と
私
に

は
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
六
七
九
年
の
「
カ
ロ
ラ
イ
ナ
」
と
題
さ
れ
た

ロ
ッ
ク
の
メ
モ
（
三
〇
頁
（
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
サ
ガ
ー
ル
へ
の
応
答
で

あ
り
、
実
は
過
酷
な
刑
罰
の
緩
和
も
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
理
論
的
に
は
、

先
住
民
が
「
天
へ
の
訴
え
」
を
行
い
、
良
心
に
か
け
て
地
上
で
の
武
力
行

使
を
続
け
、
（
敗
北
し
よ
う
と
も
（
正
義
の
回
復
を
は
か
る
権
利
を
も
つ
こ

と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

著
者
は
以
上
の
論
点
の
い
く
つ
か
を
第
二
章
で
も
繰
り
返
す
が
、
第
二

章
以
降
の
主
要
論
点
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
は
、
『
統
治
二
論
』
第

二
論
文
第
五
章
の
所
有
権
論
が
先
住
民
の
土
地
の
略
奪
を
正
当
化
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、
ロ
ッ
ク
の
戦
争
・
征
服
論
が
、
先
住
民
の
殺

戮
を
正
当
化
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
は
、
ロ
ッ
ク

が
先
住
民
奴
隷
を
正
当
な
戦
争
で
捕
ら
え
た
捕
虜
と
見
な
し
、
先
住
民
の

奴
隷
化
を
正
当
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
の
第
一
の
論
点
を
見
て
み
よ
う
（
第
二
章
（
。
ロ
ッ
ク
は
、
ア

シ
ュ
リ
卿
（
後
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
伯
（
の
秘
書
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
植
民

地
経
営
に
深
く
関
わ
り
、
先
住
民
の
無
知
や
怠
惰
を
前
提
と
し
て
、
彼
ら

の
社
会
の
諸
特
徴
を
尊
重
す
る
こ
と
な
く
、
植
民
地
支
配
に
ふ
さ
わ
し
い

所
有
権
論
を
展
開
し
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
は
自
然
状
態
の
土
地

を
全
人
類
の
共
有
地
と
見
な
し
、
定
住
型
の
農
業
労
働
に
よ
る
土
地
利
用

だ
け
が
土
地
所
有
権
の
正
当
な
根
拠
で
あ
る
と
考
え
、
し
か
も
労
働
に
よ

る
土
地
獲
得
の
後
で
も
先
住
民
の
た
め
の
土
地
が
多
く
残
っ
て
い
る
と
想

定
し
、
土
地
所
有
に
は
先
住
民
の
同
意
は
不
必
要
だ
と
主
張
し
た
。
ロ
ッ

ク
は
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
の
植
民
が
本
国
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
と

も
主
張
し
た
（
五
五
―
六
二
頁
（
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
論
点
は
、
現
代
の
ロ
ッ
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ク
研
究
者
の
間
で
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は

真
理
と
誤
謬
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
少
な
く

と
も
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
無
知
や
怠
惰
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に

か
ぎ
ら
ず
ど
の
民
族
に
も
見
ら
れ
る
。
先
住
民
の
知
性
に
関
す
る
ロ
ッ
ク

の
見
解
は
、
能
力
で
は
な
く
境
遇
の
相
違
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
た
彼
の

文
化
人
類
学
的
関
心
や
植
民
奨
励
政
策
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
文
脈
ご
と

に
正
確
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

（
1
（

。
土
地
「
利
用
」
に
関
し
て
は
、
ロ
ッ

ク
が
定
住
型
農
業
だ
け
で
な
く
、
放
牧
や
狩
猟
や
居
住
を
も
正
当
な
土
地

利
用
法
と
見
な
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
確
か
に
ロ
ッ
ク
所
有
権
論
は

先
住
民
の
土
地
の
略
奪
を
正
当
化
し
う
る
が
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、

ロ
ッ
ク
が
定
住
型
農
業
だ
け
を
正
当
な
土
地
利
用
法
と
見
な
し
て
い
る
か

ら
で
は
な
く
、
（
著
者
も
別
の
箇
所
で
認
め
て
い
る
よ
う
に
（
ロ
ッ
ク
が
植
民

者
に
よ
る
危
害
原
理
の
恣
意
的
適
用
を
認
め
、
植
民
者
に
と
っ
て
有
利
な

一
方
的
危
害
判
断
を
許
容
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る

（
2
（

。

　

第
三
章
は
本
書
の
約
三
分
の
一
を
占
め
る
長
い
章
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス

植
民
者
と
ア
メ
リ
カ
先
住
民
と
の
戦
争
の
歴
史
を
扱
う
。
こ
の
章
が
本
書

で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
か
は
、
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
一

方
で
、
ロ
ッ
ク
の
戦
争
・
征
服
論
の
背
景
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

実
際
著
者
は
第
四
章
で
ロ
ッ
ク
の
そ
の
理
論
を
こ
の
戦
争
史
と
結
び
つ
け

て
い
る
（
一
六
八
―
一
七
四
頁
（
。
他
方
、
こ
れ
と
は
別
に
、
著
者
は
先
住

民
の
た
め
に
歴
史
的
事
実
を
発
掘
し
、
彼
ら
の
声
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
。

著
者
は
、
一
七
世
紀
前
半
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
植
民
地
で
の
イ
ギ
リ
ス
人
と

ポ
ワ
タ
ン
人
と
の
戦
争
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
ピ
ク
ォ
ー
ト
戦
争
、

一
七
世
紀
後
半
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
王
戦
争
（
「
メ
タ
カ
ム
の
戦
い
」
と
も
呼
ば

れ
る
（
を
検
証
し
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
側
の
提
示
し
た
戦
争
正
当
化
の
理

由
と
、
先
住
民
が
提
示
し
た
戦
争
や
蜂
起
の
正
当
化
理
由
と
を
吟
味
す
る
。

敗
北
し
た
先
住
民
の
主
張
は
、
彼
ら
が
文
字
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
忘
れ

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
先
住
民
の
主
張
を
復
元
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
側
で
は
な
く
や
は
り
ア
メ
リ
カ
先
住
民

側
の
言
い
分
に
正
当
性
が
あ
っ
た
と
判
定
す
る
。
こ
う
し
て
著
者
は
、
戦

争
の
原
因
と
責
任
を
「
客
観
的
か
つ
公
平
な
観
点
か
ら
」
究
明
し
、
「
敗

者
の
声
を
蘇
ら
せ
」
（
一
二
七
頁
（
、
過
去
の
戦
争
の
正
当
性
や
不
当
性
に

関
し
て
公
正
な
判
断
を
下
そ
う
と
す
る
。

　

第
四
章
は
ふ
た
た
び
ロ
ッ
ク
に
立
ち
返
り
、
戦
争
と
征
服
に
関
す
る
彼

の
議
論
を
考
察
す
る
。
正
当
な
戦
争
と
は
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
己
防

衛
の
た
め
の
戦
争
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
い
か
に
し

て
不
当
な
戦
争
か
ら
区
別
す
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
ず
、
両
者
が
容
易

に
区
別
さ
れ
る
と
想
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
ロ
ッ
ク
が
植
民
者
と
先
住

民
と
の
戦
争
に
お
い
て
は
、
常
に
先
住
民
側
が
不
当
な
攻
撃
を
し
か
け
、

植
民
地
側
が
そ
れ
に
反
撃
し
て
正
当
な
（
「
合
法
的
な
」
（
征
服
者
と
な
っ

た
と
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
五
七
頁
（
。
著
者
の
こ
の
主
張
に
は

疑
問
が
生
じ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
合
法
的
征
服
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、「
人

身
」
支
配
権
と
「
財
産
」
支
配
権
と
を
峻
別
し
（
『
統
治
二
論
』
第
二
論
文
、

一
八
二
節
（
、
合
法
的
征
服
者
が
被
征
服
者
の
土
地
を
所
有
し
、
被
征
服

者
の
子
孫
か
ら
土
地
相
続
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
明
確
に
禁
じ
て
い
る

（
同
、
一
八
四
節
（
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
三
浦
氏
が
言
う
よ

う
に
ロ
ッ
ク
が
右
の
よ
う
な
想
定
を
立
て
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
事
実

と
ロ
ッ
ク
の
規
範
的
主
張
と
の
間
に
、
な
ぜ
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
か
が
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説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
論
が
、
規
範
理
論

と
し
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
型
の
征
服
に
よ
る
土
地
獲
得
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
型
の
労
働
を
通
じ
た
平
和
的
な
土
地
獲
得
を
推
奨
し
て
い
る
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
戦
争
や
征
服
に
よ
る
土
地
獲
得
は
、
ロ
ッ
ク
の
意
図

か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
規
範
理
論
と
、
戦
争
や

征
服
と
い
う
歴
史
的
事
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
章
は
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
に
お
け
る
奴
隷
制
と
、
ロ
ッ
ク
に
よ
る

奴
隷
制
正
当
化
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
奴
隷

制
の
歴
史
と
、
ロ
ッ
ク
の
カ
ロ
ラ
イ
ナ
憲
法
草
稿
を
考
察
し
た
う
え
で
、

ロ
ッ
ク
が
い
か
に
し
て
ア
メ
リ
カ
植
民
地
で
の
奴
隷
制
を
正
当
化
し
た
か

と
問
う
。
「
正
当
な
戦
争
」
で
捕
え
ら
れ
た
敵
方
の
捕
虜
は
、
そ
の
「
死

に
値
す
る
行
為
」
の
ゆ
え
に
奴
隷
化
し
て
よ
い
と
ロ
ッ
ク
は
主
張
し
た
（
一

八
〇
頁
（
が
、
こ
の
正
戦
に
よ
る
奴
隷
制
正
当
化
は
、
当
の
捕
虜
一
代
だ

け
に
か
か
わ
る
。
ロ
ッ
ク
が
、
こ
の
正
当
化
を
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
植
民

地
で
の
奴
隷
制
の
正
当
化
と
し
て
使
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
著
者

は
認
め
る
。
だ
が
そ
の
う
え
で
著
者
は
、
「
正
当
な
戦
争
に
お
い
て
捕
え

ら
れ
た
奴
隷
」
の
中
に
、
ロ
ッ
ク
が
「
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
奴
隷
を
含
め

て
い
た
」
（
一
八
四
頁
（
と
推
測
す
る
。
こ
の
推
測
は
、
当
時
の
戦
争
に
お

い
て
捕
え
ら
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
実
際
に
奴
隷
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
実
に
も
と
づ
く
（
一
八
四
―
一
八
七
頁
（
が
、
著
者
は
さ
ら
に
、
ロ
ッ
ク

が
そ
の
経
営
に
深
く
関
わ
っ
た
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
民
地
で
も
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
奴
隷
化
が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
（
一
八
七
―
一
八
八
頁
（
。

こ
の
よ
う
な
状
況
証
拠
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
著
者
は
、
ロ
ッ
ク
が
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
の
奴
隷
化
を
正
当
な
戦
争
に
よ
る
正
当
な
奴
隷
化
と
見
な
し

て
い
た
と
主
張
す
る
（
一
八
九
頁
（
。
こ
れ
は
と
て
も
興
味
深
い
推
測
で
あ

る
。
た
だ
し
、
ロ
ッ
ク
が
管
理
し
た
植
民
地
文
書
の
中
に
は
、
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
奴
隷
化
を
明
確
に
禁
じ
た
法
律
の
条
文
の
草
稿
が
含
ま
れ
て
お
り
、

著
者
の
状
況
証
拠
が
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
確
定
す
る
の
に
適
切
か
ど
う
か
は
、

今
後
慎
重
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

第
六
章
は
、
ロ
ッ
ク
の
自
由
主
義
と
植
民
地
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の

考
察
の
ま
と
め
で
あ
り
、
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
思
考
枠
組
を
取
り

上
げ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
が
自
然
状
態
に
あ
る
と
考
え
て
領
土
不

可
侵
の
原
則
の
適
用
を
回
避
し
た
が
、
彼
は
ま
た
、
自
然
状
態
と
政
治
社

会
の
二
分
法
を
用
い
て
、
自
然
状
態
に
お
け
る
先
住
民
が
、
政
治
社
会
す

な
わ
ち
文
明
社
会
に
向
か
っ
て
単
線
的
に
進
歩
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
考
え

た
、
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　

本
書
の
主
張
に
関
し
て
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
疑
問

が
あ
り
、
一
定
の
留
保
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
自
由
主
義
の

理
論
的
主
張
と
歴
史
的
な
植
民
地
支
配
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
著
者

の
努
力
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
は
敬
意
を
払
い
た
い
。
著

者
は
、
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
に
、
随
所
で
そ
れ
を
他

の
論
者
（
グ
ロ
チ
ウ
ス
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
あ
る
い
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ

ン
や
ロ
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
の
見
解
と
比
較
す
る
（
二
九
、
三
四
―
四
二
、

六
二
―
六
六
、
一
六
一
―
一
六
八
頁
（
。
ま
た
、
現
代
の
文
化
人
類
学
の
知

見
を
活
用
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
先
住
民
社
会
の
理
解
の
不
十
分
さ
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
よ
う
と
も
す
る
（
六
九
―
七
二
頁
（
。
著
者
は
、
植
民
地
支
配
に

関
す
る
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
『
統
治
二
論
』
の
わ
ず
か
の
関
連
記
述
か
ら
抽

出
す
る
か
、
あ
る
い
は
植
民
地
支
配
と
戦
争
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
に
も
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と
づ
い
て
推
測
す
る
。
今
後
若
い
世
代
の
研
究
者
は
、
ロ
ッ
ク
が
作
成
・

承
認
・
管
理
し
た
諸
々
の
植
民
地
文
書
（
イ
ギ
リ
ス
のT

he N
ational 

A
rchives

に
あ
る
（
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
実
証

的
に
自
由
主
義
と
植
民
地
主
義
の
関
係
を
解
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
し
も
か
わ
・
き
よ
し
／
イ
ギ
リ
ス
哲
学
・
政
治
哲
学
（

注
（
1
（ 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Jam

es Farr,  ‘ Locke, “Som
e A

m
ericans ”, 

and the D
iscourse on  “C

arolina ” ’, R
oland H

all 

（ed.

（, Locke 
Studies, vol. 9 

（2009
（
が
重
要
で
あ
る
。

（
2
（ 

タ
リ
ー
、
ア
ー
ネ
イ
ル
、
パ
グ
デ
ン
、
三
浦
ら
の
植
民
地
主
義
的
な
ロ
ッ

ク
所
有
権
論
解
釈
を
批
判
し
、
こ
こ
で
示
唆
し
た
見
解
を
展
開
し
た
も
の

と
し
て
、
次
の
拙
稿
を
参
照
。K

iyoshi Shim
okaw

a, ‘ T
he O

rigin 
and D

evelopm
ent of Property: C

onventionalism
, U

nilateralism
, 

and C
olonialism

’, in Peter A
nstey 

（ed.
（, T

he O
xford H

andbook 

of B
ritish Philosophy in the Seventeenth C

entury 

（O
xford: O

xford 
U

niversity Press, forthcom
ing

（.

　

書
評　

『
宋
学
の
西
遷
―
―
近
代
啓
蒙
へ
の
道

』

（
井
川
義
次
著
、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）

大
塚
雄
太

　

『
宋
学
の
西
遷
』
と
い
う
書
名
そ
の
も
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
研
究

に
与
え
る
衝
撃
は
、
意
外
に
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
ヴ
ォ
ル
フ
を
経
て
カ
ン
ト
へ
と
連
な
る
ド
イ
ツ
思
想

史
の
文
脈
に
中
国
哲
学
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思

想
史
の
知
的
枠
組
み
か
ら
解
き
放
つ
と
同
時
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
源
泉
の
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再
認
識
を
迫
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
も
あ
と
が
き
で
述
べ
る
よ
う
に
、
東

西
の
思
想
交
流
に
着
目
す
る
研
究
視
角
は
戦
前
か
ら
存
在
し
た
。
評
者
の

手
元
に
も
、
一
九
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
五
来
欣
造
『
儒
教
の
独
逸
政
治

思
想
に
及
ぼ
せ
る
影
響
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
（
が
あ
る
。
七
〇
〇
ペ
ー

ジ
の
大
著
で
は
、
儒
教
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
確
認
さ
れ
た
後
、
そ
の
ド

イ
ツ
へ
の
伝
播
過
程
が
追
跡
さ
れ
て
い
る
。

　

中
国
哲
学
と
ド
イ
ツ
思
想
と
の
関
係
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く

一
般
的
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ

が
結
節
点
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
国
哲
学
評
価
が

あ
っ
て
、
そ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
が
ヴ
ォ

ル
フ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
発
想
源
に
中
国
哲
学
が
結
び
つ
く
こ
と
自

体
は
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
彼
が
ハ
レ
を
追
わ
れ
た
の
も
、

中
国
哲
学
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た
こ
と
が
決
定
打
と
な
っ
た
。
評
者
に

と
っ
て
む
し
ろ
衝
撃
的
な
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
関
す
る
記
述
が
本
書
の
三

分
の
一
を
占
め
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
単
純
な
事
実
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ

は
、
教
科
書
的
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
カ
ン
ト
に
挟
ま
れ
て
、ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
＝
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
と
い
う
形
か
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
を
平
板
化
す

る
こ
と
で
ド
イ
ツ
講
壇
哲
学
（
学
校
哲
学
（
を
席
巻
し
た
と
い
う
よ
う
な

一
般
的
な
こ
と
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
総
じ
て
現
在
で
も
ヴ
ォ
ル
フ

に
関
す
る
研
究
は
層
が
薄
く
、
加
藤
尚
武
編
『
哲
学
の
歴
史
七
』
（
中
央

公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
（
で
、
あ
る
程
度
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と

も
そ
の
意
味
で
目
新
し
い
。
哲
学
史
的
に
は
間
奏
曲
と
な
り
が
ち
な
ヴ
ォ

ル
フ
に
焦
点
を
定
め
、
部
分
的
と
は
い
え
彼
の
哲
学
に
正
面
か
ら
対
峙
し

た
本
書
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
研

究
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

著
者
の
問
題
意
識
に
接
近
し
て
み
よ
う
。
著
者
は
、
導
き
の
糸
と
な
っ

た
三
つ
の
先
行
著
作
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
二
つ
が
戦
前
の
も
の
だ

が
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
こ
う
し
た
手
堅
く
、
か
つ
大
部
に
わ
た
る
研
究
は
、

戦
後
数
十
年
、
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
」
（
五
二
九
頁
（
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
ド
イ
ツ
と
中
国
と
い
う
枠
組
み
で
の
哲
学
・
思
想
史
研
究
は
、
五

来
氏
の
研
究
以
来
、
堀
池
信
夫
『
中
国
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者　

上
／
下
』
（
明
治
書
院
、
一
九
九
六
年
／
二
〇
〇
二
年
（
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
、

実
に
七
〇
年
近
く
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
現
れ
な
か
っ
た
が
、
堀
池
氏
の
仕

事
に
よ
っ
て
研
究
水
準
が
飛
躍
的
に
高
め
ら
れ
た
結
果
、
著
者
は
自
身
の

研
究
の
方
向
性
を
確
定
し
え
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中
国

哲
学
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
ど
の
よ
う
に
翻
訳
・
解
釈
さ
れ
ヴ
ォ
ル
フ

に
受
容
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
論
点
が
引
き
絞
ら
れ
た
こ
と
に
も
表
れ

て
い
る
。
以
下
に
本
書
の
構
成
を
示
す
。

序
章

第
一
部　

ク
プ
レ
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
中
国
哲
学
観

　

第
一
章　

『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
「
序
説
」
に
つ
い
て

　

第
二
章　

『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
の
儒
教
古
典
解
釈

第
二
部　

ノ
エ
ル
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
の
儒
教
倫
理
称
揚　

　

第
三
章　

『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
の
儒
教
古
典
解
釈
（
Ⅰ
（

　

第
四
章　

『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
の
儒
教
古
典
解
釈
（
Ⅱ
（

第
三
部　

ヴ
ォ
ル
フ
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
へ
の
儒
教
イ
ン
パ
ク
ト

　

第
五
章　

『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
（
Ⅰ
（
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第
六
章　

『
中
国
実
践
哲
学
講
演
』
（
Ⅱ
（

終
章

　

当
初
、
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
架
け
橋
し
た
の
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
で
あ
っ

た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
に
始
ま
る
東
方
布
教
に
お
い
て
イ
エ

ズ
ス
会
士
た
ち
は
、
中
国
の
制
度
的
・
文
化
的
独
自
性
を
考
慮
し
、
中
国

人
の
世
界
観
を
吸
収
す
る
た
め
に
古
典
研
究
を
徹
底
的
に
行
っ
た
。
十
七

世
紀
に
入
る
と
、
儒
教
体
系
を
有
神
論
的
体
系
と
見
る
か
無
神
論
的
な
そ

れ
と
見
る
か
で
解
釈
は
分
か
れ
た
が
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
を
は
じ
め
、
ニ

コ
ロ
・
ロ
ン
ゴ
バ
ル
デ
ィ
や
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
ら
の
中
国
哲
学
研
究
が
相

次
い
で
出
現
す
る
。
第
一
部
で
扱
わ
れ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
は
、リ
ッ

チ
の
有
神
論
説
を
採
用
す
る
形
で
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』（
一
六
八
七
年
（

を
編
纂
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
『
孟
子
』
を
除
く
「
四
書
」
の
ラ

テ
ン
語
訳
文
が
載
せ
ら
れ
た
が
、
第
一
章
に
お
い
て
、
著
者
が
着
目
す
る

の
は
そ
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
ク
プ
レ
の
「
序
説
」
で
あ
る
。

　

ク
プ
レ
は
、
古
代
中
国
人
の
神
に
対
す
る
崇
拝
を
伏
羲
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
確
認
し
、
「
易
」
哲
学
体
系
が
有
神
論
的
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
神
性
認
識
の
た
め
に
「
事
物
の
秩
序
・
法
則
性
の
解
明
」
（
三
四
頁
（

を
意
図
し
た
こ
と
を
説
く
。
そ
れ
は
宋
学
の
肯
定
的
評
価
へ
と
連
な
り
、

彼
は
中
国
哲
学
の
正
統
と
し
て
宋
学
を
位
置
づ
け
た
。
漢
の
儒
教
全
盛
時

代
以
降
、
道
教
と
仏
教
の
隆
盛
に
よ
っ
て
儒
教
精
神
の
衰
退
は
唐
の
時
代

ま
で
続
い
た
が
、
老
荘
思
想
や
仏
教
の
対
抗
軸
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の

が
新
儒
学
と
し
て
の
宋
学
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
代
の
知
識
人
た
ち
は

こ
れ
を
「
自
然
学
的
合
理
化
傾
向
」
（
三
七
頁
（
に
振
り
向
け
た
た
め
、
ク

プ
レ
は
立
場
上
、
神
の
概
念
を
救
済
す
る
た
め
に
五
経
に
戻
っ
て
「
上
帝
」

「
天
」
に
神
性
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
人
間
理
性
の
根
源
と
捉
え
た

の
で
あ
る
。
進
ん
で
著
者
は
、
こ
う
し
た
解
釈
が
明
代
の
政
治
家
で
あ
っ

た
張
居
正
に
多
分
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
内
実
と
と

も
に
明
ら
か
に
す
る
。
ク
プ
レ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
の
如
し
と
賛
辞
を

送
る
張
居
正
は
、
自
身
の
思
想
を
体
系
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

万
暦
帝
へ
の
「
進
講
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
経
書
『
直
解
』
シ
リ
ー
ズ
を
著

し
た
。
ク
プ
レ
た
ち
は
、
経
書
読
解
・
翻
訳
に
あ
た
っ
て
こ
れ
を
頼
り
に

し
な
が
ら
、
神
や
人
間
理
性
に
関
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
融
和
的
な
解
釈
を

そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
。

　

続
く
第
二
章
で
は
、
訳
文
が
順
に
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
行
研
究

に
よ
っ
て
不
問
に
付
さ
れ
た
、
ラ
テ
ン
語
訳
へ
の
中
国
哲
学
の
浸
透
を
再

評
価
す
る
視
点
に
立
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
ま
ず
『
大
学
』
の
「
三
綱
領
」
、

す
な
わ
ち
「
明
明
徳
」
「
親
民
」
「
止
於
至
善
」
に
つ
い
て
、
朱
子
を
も
視

野
に
置
き
な
が
ら
検
証
さ
れ
る
。
「
理
性
」
を
備
え
た
人
間
が
他
者
を
啓

蒙
し
、
そ
う
し
た
状
況
が
全
体
に
行
き
渡
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
行
為
と
理

性
と
が
同
化
す
る
点
で
止
ま
る
と
い
う
ク
プ
レ
の
翻
訳
と
解
釈
は
、
や
は

り
多
く
を
張
居
正
に
依
拠
し
て
い
た
。
そ
こ
で
著
者
は
、
「
ク
プ
レ
が
接

触
し
た
士
大
夫
た
ち
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
た
諸
見
解
の
幅
広
さ
を
確

認
」
す
る
と
と
も
に
「
ク
プ
レ
が
張
居
正
を
通
じ
て
中
国
哲
学
解
釈
を
導

出
し
て
い
た
理
由
」
（
六
四
頁
（
を
問
い
直
す
べ
く
、
朱
子
以
降
明
清
代

ま
で
の
「
三
綱
領
」
の
解
釈
史
を
辿
る
。
前
者
の
試
み
は
、
性
理
学
や
王

陽
明
ら
の
心
学
の
展
開
に
伴
う
膨
大
な
量
の
解
釈
が
存
在
し
た
こ
と
を
十

二
分
に
示
し
て
い
る
。
中
国
哲
学
の
門
外
漢
で
あ
る
評
者
に
は
、
残
念
な
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が
ら
そ
れ
ら
を
正
当
に
評
価
す
る
力
量
も
資
格
も
な
い
。
た
だ
、
後
者
に

関
し
て
「
宣
教
師
た
ち
の
眼
前
に
存
在
し
て
い
た
の
は
、
…
…
知
を
め
ぐ

る
膨
大
な
思
想
群
」
で
あ
り
「
ク
プ
レ
は
そ
の
な
か
か
ら
中
国
哲
学
の
主

要
解
釈
は
張
居
正
に
あ
る
と
見
て
取
」
っ
た
と
い
う
著
者
の
小
結
（
一
〇

三
頁
（
に
至
る
も
、
そ
の
膨
大
な
解
釈
群
の
ど
こ
に
張
居
正
に
焦
点
を
定

め
る
理
由
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。

評
者
の
能
力
に
責
め
が
あ
る
と
は
い
え
、
張
居
正
の
影
を
見
失
わ
ず
に
こ

の
膨
大
な
引
用
史
料
の
脈
絡
を
追
跡
す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
じ
手
続
き
で
分
析
を
進
め
る
「
八
條
目
」
や
『
中
庸
』

へ
の
言
及
つ
い
て
も
言
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し

た
展
開
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
有
神
論
的
要
素
を
失
う
ま
い
と
注

意
深
く
拘
っ
た
反
面
、
宋
明
理
学
（
性
理
学
（
の
主
知
主
義
的
性
格
や
そ

れ
に
立
脚
す
る
世
界
観
を
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
え
た
と
い
う
ク
プ
レ
の
両

義
的
な
役
割
で
あ
る
。

　

第
二
部
に
移
ろ
う
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
『
中
華
帝
国
の
六
古
典
』
は
「
四

書
」
の
初
の
「
完
訳
」
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
に
よ
る
こ
の

ラ
テ
ン
語
訳
は
、
ク
プ
レ
の
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』
と
は
異
な
る
傾
向

を
も
つ
。
そ
れ
は
ク
プ
レ
が
古
典
解
釈
に
あ
た
っ
て
朱
子
よ
り
も
張
居
正

に
多
く
依
拠
し
た
の
と
は
異
な
り
、
ノ
エ
ル
は
朱
子
と
張
居
正
に
均
等
に

目
配
り
を
利
か
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ノ
エ
ル
は
「
四
書
」
お
よ
び
『
小

学
』
の
冒
頭
に
す
べ
て
朱
子
の
序
文
を
付
し
た
。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
は
、

一
度
本
書
を
通
読
し
た
後
だ
と
、
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
ク
プ
レ
と
ノ

エ
ル
を
根
本
的
に
分
か
つ
の
は
、
翻
訳
に
際
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
義
お
よ

び
宋
明
理
学
と
の
向
き
合
い
方
で
あ
る
。
本
書
の
展
開
に
即
し
て
言
え
ば
、

性
理
学
的
論
理
の
存
在
感
が
ク
プ
レ
か
ら
ノ
エ
ル
に
か
け
て
強
ま
り
、

ヴ
ォ
ル
フ
に
至
っ
て
見
事
に
共
鳴
す
る
過
程
は
、
キ
リ
ス
ト
教
義
へ
の
配

慮
が
衰
微
す
る
過
程
で
も
あ
る
の
だ
。
第
三
章
で
は
、ノ
エ
ル
が
『
大
学
』

や
『
中
庸
』
の
基
本
概
念
の
多
く
を
朱
子
の
解
釈
か
ら
引
き
出
し
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
四
章
の
『
論
語
』
以
降
の
分
析
に
つ
い
て
も
、
同

様
で
あ
る
。
『
孟
子
』
の
性
善
説
、
あ
る
い
は
『
孝
経
』
に
お
け
る
「
孝
」

概
念
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
ノ
エ
ル
独
自
の
解
釈
が
強
ま
っ
た
り
、
朱
子

で
は
な
く
司
馬
光
や
玄
宗
を
参
考
と
し
た
り
と
い
う
変
動
は
あ
っ
た
も
の

の
、
全
体
と
し
て
彼
が
「
朱
子
な
ら
び
に
宋
明
理
学
を
高
く
評
価
し
て
い

た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
」
（
三
五
一
頁
（
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
こ
う

し
て
宋
明
理
学
の
東
風
は
、
確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
届
い
た
の
だ
っ
た
。

　

第
三
部
で
扱
わ
れ
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
中
国
実
践
哲
学
講
演
」
は
、
理
性

主
義
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
神
論
者
と
目
さ
れ
、
ハ
レ
大
学
の
敬
虔
主
義

者
た
ち
の
怒
り
を
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
講
演

の
情
報
源
が
ノ
エ
ル
の
書
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
七
二
六
年
に
『
中
国
実

践
哲
学
講
演
』
と
し
て
そ
れ
が
公
刊
さ
れ
る
際
に
「
本
文
の
ほ
ぼ
四
倍
に

の
ぼ
る
膨
大
な
自
注
」
（
三
六
四
頁
（
が
付
加
さ
れ
た
が
、
そ
の
情
報
源
は

ク
プ
レ
の
書
だ
っ
た
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
普
及
し
て
い
た
の

は
ク
プ
レ
の
書
で
あ
っ
た
た
め
、
読
者
へ
の
配
慮
が
ヴ
ォ
ル
フ
の
念
頭
に

あ
っ
た
と
は
い
え
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
評
価
は
基
本
的
に
ノ
エ
ル
の
ほ
う
が
高

か
っ
た
。
そ
れ
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
彼
が
、
「
神
」
の
存
在
を
前
提
と
せ

ず
理
性
の
自
律
性
を
説
く
宋
明
理
学
の
論
理
を
ノ
エ
ル
に
読
み
取
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
ノ
エ
ル
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ク
プ
レ
を
通
じ
て
、

『
易
経
』
や
『
孝
経
』
か
ら
は
宇
宙
論
と
そ
れ
に
よ
る
秩
序
形
成
の
論
理
を
、
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『
論
語
』
か
ら
は
自
然
的
摂
理
の
存
在
を
学
ん
だ
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
ク
プ
レ

的
有
神
論
を
退
け
て
「
天
」
と
「
神
」
を
切
断
し
、
「
天
の
法
」
を
「
自

然
法
」
と
し
て
定
位
さ
せ
た
。
と
同
時
に
彼
は
、
神
性
を
纏
わ
な
い
理
性

が
貫
徹
さ
れ
る
中
国
哲
学
に
「
市
民
的
幸
福
」
や
「
地
上
的
幸
福
」
（
四

〇
二
頁
（
と
い
う
実
践
的
課
題
に
向
か
う
力
を
み
た
。
幸
福
論
か
ら
徳
論

に
つ
い
て
『
大
学
』
の
読
み
込
み
を
進
め
、
ノ
エ
ル
や
ク
プ
レ
の
解
釈
、

ひ
い
て
は
宋
明
理
学
の
残
響
の
中
で
、
つ
い
に
ヴ
ォ
ル
フ
は
人
間
と
世
界

の
「
完
全
性
」
を
展
望
す
る
に
至
る
。
人
間
理
性
を
担
保
と
し
つ
つ
「
完

全
性
」
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
課
題
を
追
求
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
孔
子
の
「
志

学
」
か
ら
「
従
心
」
ま
で
の
過
程
に
「
不
断
の
前
進
」
と
い
う
人
間
的
要

素
を
発
掘
し
、
そ
こ
に
宇
宙
的
摂
理
と
も
調
和
し
う
る
「
完
全
性
」
を
目

指
す
人
間
的
使
命
を
看
取
し
た
。
こ
う
し
て
著
者
は
、
「
ヴ
ォ
ル
フ
は
、

中
国
哲
学
に
お
け
る
理
性
に
よ
る
人
間
の
形
成
・
完
成
と
い
う
観
念
を
、

中
国
宋
明
理
学
に
お
い
て
堆
積
さ
れ
て
き
た
解
釈
群
を
通
じ
て
獲
得
し
て

い
た
」
（
四
六
八
頁
（
と
結
論
す
る
。

　

最
後
に
著
者
は
、
「
西
欧
近
代
理
性
の
形
成
に
と
っ
て
、
宋
学
か
ら
の

影
響
が
相
当
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
」
（
四
六
九
頁
（

と
述
べ
る
。
宋
学
の
諸
概
念
が
ク
プ
レ
や
ノ
エ
ル
に
お
い
て
咀
嚼
さ
れ

ヴ
ォ
ル
フ
へ
と
転
位
す
る
様
子
を
丹
念
に
描
く
本
書
は
、
冒
頭
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
研
究
者
に
と
っ
て
刺
激
的
で
あ
る
と
同

時
に
学
ぶ
べ
き
点
に
満
ち
て
い
る
。
著
者
の
ラ
テ
ン
語
や
漢
文
を
解
き
ほ

ぐ
す
手
つ
き
は
慎
重
か
つ
丁
寧
で
あ
る
か
ら
、
本
書
に
は
時
間
を
か
け
て

味
わ
い
た
い
引
用
文
も
ぎ
っ
し
り
と
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著

者
が
「
西
欧
近
代
理
性
の
形
成
」
と
い
う
時
、
「
西
欧
近
代
理
性
」
と
い

う
一
元
的
な
把
握
を
は
た
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
に
そ
の
ま
ま
引
き
込

め
る
か
ど
う
か
と
い
う
思
い
は
禁
じ
え
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
か
ら
カ

ン
ト
と
い
う
枠
組
み
で
「
近
代
啓
蒙
へ
の
道
」
を
一
括
す
る
構
図
も
改
め

て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
ち
な
み
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
か
ら
カ
ン
ト
へ

と
い
う
本
書
の
帯
は
、
そ
の
流
れ
を
直
接
に
扱
わ
な
い
本
書
の
意
図
と
性
格
と
を

誤
解
さ
せ
か
ね
な
い
（
。
と
ま
れ
本
書
は
、
中
国
思
想
史
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思

想
史
の
さ
ら
な
る
対
話
が
も
た
ら
す
可
能
性
を
予
感
さ
せ
て
く
れ
る
、
貴

重
な
一
冊
で
あ
る
。

 

（
お
お
つ
か
・
ゆ
う
た
／
社
会
思
想
史
（
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書
評　

『
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
正
義
と
統
治 

 
 

─
─
文
明
社
会
の
両
義
性

』

（
森
直
人
著
、
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）

犬
塚　

元

　

本
書
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
を
め
ぐ
っ
て
、
経
済
学
と
政
治
学
の

分
野
に
お
け
る
内
外
の
先
行
研
究
を
咀
嚼
し
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
、
若

手
研
究
者
に
よ
る
労
作
で
あ
る
。
著
者
の
森
は
、「
両
義
性
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
を
理
解
す
る
。
近
年
の
多
く
の
研
究
は

ヒ
ュ
ー
ム
を
文
明
社
会
の
理
論
家
と
み
な
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
森
は
、

そ
う
し
た
理
解
で
は
捉
え
き
れ
な
い
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
の
断
面
を
「
統
治
」

概
念
に
着
目
し
て
解
明
す
る
。
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
正

義
」
の
み
な
ら
ず
「
統
治
」
を
重
視
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
森
は
、

こ
の
二
つ
の
契
機
の
関
係
を
「
両
義
性
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　

別
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
本
書
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
済
学
的
な
思
想

内
容
を
大
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
政
治
学
的
な
思
想
内
容
を
加
味

し
て
彼
の
社
会
思
想
の
特
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
人
間

の
交
流
の
な
か
で
「
正
義
」
と
い
う
道
徳
規
範
が
形
成
さ
れ
る
が
、
人
間

本
性
に
は
正
義
を
遵
守
で
き
な
い
弱
さ
が
あ
り
正
義
だ
け
で
は
社
会
は
不

安
定
で
あ
る
、
と
考
え
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
統
治
権
力
の
意
義
」
を
強
調
し

た
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
に
は
、
「
統
治
権
力
に
よ
る
強

制
的
な
秩
序
化
の
思
考
」
が
存
在
す
る
、
と
い
う
の
が
本
書
の
主
張
の
骨

格
部
分
で
あ
る
。

　

「
正
義
」
と
「
統
治
」
と
い
う
二
元
的
な
軸
を
中
核
に
据
え
て
ヒ
ュ
ー

ム
を
理
解
す
る
観
点
は
、
本
書
の
構
成
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
。
森
は

第
一
部
で
、
先
行
研
究
を
手
が
か
り
に
し
て
「
正
義
」
を
め
ぐ
る
ヒ
ュ
ー

ム
の
思
想
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
第
二
部
に
お
い
て
「
統
治
」
に
注
目

し
て
自
ら
の
解
釈
を
展
開
す
る
。
本
書
は
要
約
を
繰
り
返
し
な
が
ら
叙
述

を
進
め
て
お
り
、
全
体
を
通
じ
て
論
旨
は
明
快
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
部
で
森
は
、
近
代
商
業
社
会
は
道
徳
的
、
経
済
的
、
文
化
的

（
つ
ま
り
は
文
明
論
的
（
に
卓
越
し
て
い
る
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を

「
利
己
心
を
軸
と
し
た
自
然
的
な
秩
序
形
成
に
関
す
る
認
識
」
と
し
て
再

構
成
す
る
。
こ
こ
で
主
に
扱
わ
れ
る
の
は
正
義
論
と
経
済
論
で
あ
り
、
こ

こ
で
の
著
者
の
意
図
は
、
文
明
社
会
の
卓
越
や
自
律
的
調
和
を
め
ぐ
る
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ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
先
行
研
究
を
紹
介
・
吟
味
し

て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

例
え
ば
第
一
章
は
、
フ
ォ
ー
ブ
ズ
、
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
、
下
川
潔
の
研
究

に
依
拠
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
法
学
を
検
討
し
た
う
え
で
、
彼
の
正
義

論
を
「
非
契
約
論
的
な
規
約
主
義
」
と
し
て
定
式
化
し
、
第
二
章
で
は
、

田
中
敏
弘
と
坂
本
達
哉
の
研
究
に
依
拠
し
て
、
商
業
化
に
と
も
な
う
文
明

社
会
の
発
展
を
め
ぐ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
整
理
す
る
。
そ
し
て
そ
の
う

え
で
森
は
、
文
明
社
会
を
め
ぐ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展

望
を
田
中
や
坂
本
は
周
縁
化
し
て
い
る
、
と
の
批
判
を
展
開
す
る
。

　

森
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
は
、
大
き

く
三
つ
に
整
理
で
き
る
。
第
一
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
こ
の
よ
う
に
文
明
社
会

の
理
論
家
と
み
な
す
「
文
明
論
的
解
釈
」
で
あ
り
、
森
は
、
坂
本
達
哉

『
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会
』
（
創
文
社
、
一
九
九
五
（
を
代
表
と
す
る
。
第

二
は
、
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
的
認
識
を
重
視
し
て
、
そ
の

制
度
論
的
発
想
に
着
目
す
る
「
国
制
論
的
解
釈
」
で
あ
り
、
森
は
犬
塚
元

『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
（

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
第
三
が
、
両
義
的
な
思
想
家
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム

を
位
置
づ
け
る
「
両
義
性
の
諸
解
釈
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
ポ
ー
コ
ッ
ク
、

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
ホ
ン
ト
、
竹
本
洋
の
解
釈
が
含
ま
れ
る
。
森
は
、
第
三

の
系
譜
を
継
承
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
の
全
体
を
両
義
性
の
観
点

か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
自
ら
の
課
題
で
あ
る
、
と
宣
言
す
る
。

　

第
一
と
第
二
の
解
釈
に
対
す
る
森
の
立
場
は
、
第
三
章
に
明
白
で
あ
る
。

森
は
、
経
済
か
政
治
か
、
と
い
う
軸
を
持
ち
出
し
て
（
さ
ら
に
は
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
自
由
概
念
を
め
ぐ
る
解
釈
の
相
違
を
軸
に
し
て
（
坂
本
と
犬
塚
を
両
極
に

置
い
た
う
え
で
、
ど
ち
ら
も
一
面
的
で
あ
る
と
判
定
す
る
。
そ
の
う
え
で

森
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
楽
観
的
か
悲
観
的
か
、
と
い
う
別
の
軸
を
交
差
さ
せ

る
。
坂
本
も
犬
塚
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
同
時
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
明
な

い
し
自
由
」
に
つ
い
て
楽
観
的
な
展
望
を
抱
い
て
い
た
と
解
釈
す
る
点
で

は
共
通
し
て
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
悲
観
的
な
認
識
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
森
の
叙
述
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
第
二

の
解
釈
を
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
位
置
づ
け
て
批
判
的
に
咀
嚼
し
な
が
ら
、
第
一
の
解

釈
を
補
完
し
て
第
三
の
解
釈
に
接
合
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
自
ら
の
解
釈
を
位
置

づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
第
六
章
第
三
節
参
照
（
。

　

こ
の
よ
う
に
森
は
、
先
行
研
究
を
幅
広
く
渉
猟
し
て
、
各
解
釈
の
特
色

や
問
題
点
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
初
学
者
や
他
分

野
の
研
究
者
に
有
益
で
あ
り
、
著
者
の
姿
勢
は
高
く
評
価
で
き
る
。
し
か

し
、
先
行
研
究
を
め
ぐ
る
本
書
の
整
理
や
批
判
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
本
書
が
、
批
判
す
る
先
行
解
釈
を
単
純
化
し
て
い
る
こ
と
は

否
め
な
い
。
例
え
ば
、
坂
本
も
犬
塚
も
、
彼
ら
の
研
究
書
を
根
拠
と
す
る

限
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
悲
観
的
認
識
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
自
由
概
念
が
複
数
の
意
味
内
容
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、

坂
本
も
犬
塚
も
全
く
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
た
多
面

的
な
思
想
家
を
め
ぐ
っ
て
、
強
調
点
を
置
き
な
が
ら
そ
の
一
断
面
を
析
出

す
る
先
行
解
釈
に
つ
い
て
、
本
書
は
、
そ
の
強
調
点
し
か
論
じ
て
い
な
い
、

と
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　

先
行
研
究
を
扱
う
手
続
き
に
関
し
て
は
、
別
の
問
題
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
先
行
研
究
を
整
理
す
る
部
分
に
は
、
と
き
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
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ク
ス
ト
の
次
元
と
、
研
究
書
の
テ
ク
ス
ト
の
次
元
の
混
交
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
書
の
記
述
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
概
念
な
の
か
、
先
行

研
究
が
用
い
た
分
析
概
念
な
の
か
、
曖
昧
な
箇
所
が
あ
る
。
例
え
ば
森
は
、

「
犬
塚
に
お
い
て
自
由
と
は
『
政
治
社
会
の
完
成
』で
あ
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
明
社
会
の
水
準
か
ら
さ
ら
に
抜
き
ん
で
た
『
高
次
の
状
態
』
で
あ

る
」
（
八
〇
頁
（
と
表
現
す
る
。
こ
こ
で
『
』
内
は
ど
ち
ら
も
犬
塚
の
解

釈
を
意
味
す
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
自
由
を
「
政

治
社
会
の
完
成
」と
表
現
し
た
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
で
あ
り
、
他
方
で
、「
高

次
の
状
態
」
は
犬
塚
の
解
釈
で
あ
る
。
思
想
史
学
に
お
い
て
は
な
に
よ
り

オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
ク
ス
ト
が
解
釈
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
根
拠
で
あ
る
か
ら
、

こ
う
し
た
曖
昧
さ
は
可
能
な
限
り
除
去
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
紹
介
と
批
判
と
い
う
色
合
い
の

濃
い
第
一
部
を
前
提
に
し
て
、
第
二
部
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
め
ぐ
る
解
釈

が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
。
森
の
思
想
史
家
と
し
て
の
力
量
が
よ
り
発
揮

さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
第
二
部
で
あ
り
、
な
か
で
も
第
五
章
や
第
六
章
に

お
い
て
、
読
者
は
本
格
的
な
テ
ク
ス
ト
分
析
に
遭
遇
で
き
る
。
こ
こ
で
森

は
「
統
治
」
の
概
念
に
焦
点
を
あ
わ
せ
な
が
ら
、
国
内
政
治
、
国
際
関
係
、

公
債
を
め
ぐ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
分
析
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
正
義
と

統
治
、
商
業
社
会
と
政
治
社
会
の
、
相
互
に
異
な
る
原
理
の
間
の
根
本
的

な
相
克
」
を
認
識
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
社
会
の
不
安
定
性
の
認
識
に
基
づ

き
、
統
治
権
力
に
よ
る
社
会
の
秩
序
化
を
軸
と
す
る
政
治
的
な
思
考
の
体

系
」
を
具
え
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
正

義
と
統
治
の
衝
突
と
統
治
優
先
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
で
あ
る
。

　

第
五
章
で
森
は
『
人
間
本
性
論
』
第
三
巻
や
『
論
集
』
を
詳
細
に
検
討

し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
に
お
い
て
「
統
治
」
が
「
正
義
」
と
は
別

個
の
基
礎
を
も
ち
、
し
か
も
前
者
が
後
者
に
優
先
す
る
こ
と
を
示
す
。
森

の
解
釈
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
に
お
い
て
自
然

法
学
の
継
承
の
み
な
ら
ず
、
主
権
論
の
継
承
の
様
態
に
も
留
意
す
べ
き
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
専
心
す
る
森
は
、
こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム

の
議
論
を
思
想
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
禁
欲
的
だ
が
、
し
か

し
、
森
の
分
析
は
、
主
権
論
と
正
義
論
の
相
克
と
い
う
初
期
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
言
説
空
間
の
な
か
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
位
置
し
た
こ
と
を
含
意
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
統
治
」
を
「
正
義
」
よ
り
優
先
さ
せ

た
思
想
家
で
あ
る
、
と
い
う
森
の
結
論
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
思
想
史
の
な
か

に
位
置
づ
け
る
手
続
き
を
踏
む
こ
と
で
、
さ
ら
に
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
初
期
近
代
の
主
権
論
は
「
統
治
」
と
「
正
義
」
の
相
克

の
な
か
で
（
森
の
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
じ
よ
う
に
（
前
者
を
優
先
さ
せ
る
論
理

構
成
を
採
っ
た
が
、
し
か
し
実
は
、
ボ
ダ
ン
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
「
統
治
」
（
主
権
（
の
貫
徹
と
い
う
論
理
に
満
足
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
彼
ら
は
、
神
、
自
然
、
歴
史
な
ど
の
概
念
装
置
を
導
入
し
な
が

ら
、
「
統
治
」
と
「
正
義
」
を
な
ん
と
か
整
合
さ
せ
よ
う
と
理
論
的
に
模

索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
権
論
者
以
上
に
「
統

治
」
を
優
先
さ
せ
る
主
権
論
者
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
位
置
づ
け
る
か
の
よ

う
な
森
の
結
論
が
思
想
史
的
に
妥
当
か
ど
う
か
、
吟
味
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
結
論
は
、
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
議
論
の
出
発
点
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
統
治
」
は
絶
対
的
に
必
要
不
可
欠
だ
が
、

し
か
し
同
時
に
そ
の
濫
用
は
制
度
的
・
定
型
的
に
予
防
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
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い
、
と
い
う
意
味
で
の
「
両
義
性
」
の
認
識
に
加
え
て
、
そ
の
二
つ
の
契

機
の
両
立
は
宗
教
戦
争
を
乗
り
越
え
た
文
明
社
会
で
は
必
ず
し
も
不
可
能

で
は
な
い
、
と
の
歴
史
認
識
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
具
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、ヒ
ュ
ー
ム
が
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』

に
お
い
て
、
一
方
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
権
力
行
使

に
同
情
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
や
ジ
ェ

イ
ム
ズ
二
世
の
権
力
行
使
に
批
判
的
だ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は

「
統
治
」
を
優
先
さ
せ
た
、
と
結
論
す
る
本
書
は
、
例
え
ば
こ
の
点
を
ど

う
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
本
書
の
結
論
を
支
持
す
る
ヒ
ュ
ー
ム

の
議
論
は
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
の
テ
ュ
ー
ダ
ー
王
政
の
巻
ま
で
に
数

多
く
存
在
し
て
お
り
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
は
本
書
に
と
っ
て
格
好
の

―
―
い
や
不
可
欠
の
―
―
素
材
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
史
』
の
詳
し
い
分
析
に
よ
っ
て
さ
ら
に
豊
穣
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
点
は
、

こ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
例
え
ば
森
は
、
統
治
者
が
正
義
の
執
行
に
よ
っ
て

得
る
利
益
と
は
何
か
、
と
の
問
い
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
明
示
的
に
答
え
て
い
な

い
と
解
釈
す
る
が
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
は
別
の
解
釈
を
用
意
す
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
名
誉
や
評
判
に
関
わ
る
問
題
群
に
関
わ
っ
て
い
る

（
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
キ
ケ
ロ
の
継
受
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
の
絶
対
王
政
論
を
め
ぐ
る
犬
塚
の
分
析
を
本
書
が
誤
読
し
て
い
る
の
も
こ
の
点

に
関
連
す
る
（
。

　

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
に
限
ら
ず
、
本
書
は
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
全
体
の

内
部
構
造
を
総
体
的
に
解
明
す
る
、
と
い
う
研
究
で
は
な
い
。
本
書
の
テ

ク
ス
ト
分
析
に
お
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
ク
ス
ト
を
い
わ
ば
細
か
く
切

り
分
け
て
、
あ
る
概
念
や
テ
ー
マ
に
即
し
て
そ
れ
ら
を
再
構
成
す
る
、
と

い
う
方
法
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
方
法
に
は
得
手
不
得

手
が
あ
る
、
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想

に
お
い
て
極
め
て
重
要
だ
が
、
い
さ
さ
か
厄
介
な
、regular

概
念
を
め

ぐ
る
第
六
章
第
二
節
の
分
析
は
、
こ
の
方
法
を
有
効
に
活
用
し
て
お
り
、

本
書
の
な
か
で
も
特
に
優
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
「
正
義
」
の
論
理
に
対
し
て
「
統
治
」
の
論
理

を
優
先
さ
せ
る
思
想
家
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
読
解
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ

の
読
解
の
前
提
と
し
て
「
両
義
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
掲
げ
て
い
る
。
最

後
に
こ
の
点
を
吟
味
し
よ
う
。
た
し
か
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
思
想
の
特

質
を
「
両
義
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
語
る
こ
と
に
は
一
定
の
説
得
力

が
あ
ろ
う
が
、
た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
問
い
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
分
析
す
る
（
分
析
を
必
要
と
す
る
（
思
想
家
は
、

誰
も
が
「
両
義
性
」
を
具
え
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
両
義
性
」
の
固
有
の
特
質
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
他
の
思
想
家
を
め
ぐ
る

詳
細
な
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
本
書
が
言
う
「
両
義
性
」

は
、
い
か
な
る
意
味
で
の
両
義
性
な
の
か
、
と
問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

あ
る
思
想
家
の
な
か
に
経
済
学
的
発
想
と
政
治
学
的
発
想
が
併
存
す
る
こ

と
は
珍
し
く
な
い
が
、
論
理
的
整
合
性
が
必
ず
し
も
吟
味
さ
れ
な
い
ま
ま

併
存
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
両
義
性
と
み
な
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
の
現
場
で
様
々
な
ペ
ル
ゾ
ナ
を
使
い
分
け
る

が
、
こ
の
こ
と
に
両
義
性
を
見
い
だ
す
か
否
か
は
、
視
点
と
基
準
に
依
存

す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
自
分
の
思
想
に
つ
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い
て
、
本
書
が
想
定
す
る
意
味
で
の
「
両
義
性
」
を
具
え
て
い
る
と
認
識

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
わ
れ
て
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
の
視
点
や
基
準
か
ら

は
両
義
的
に
見
え
る
思
想
が
、
思
想
家
本
人
に
と
っ
て
そ
う
で
な
い
こ
と

は
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 

（
い
ぬ
づ
か
・
は
じ
め
／
政
治
学
史
・
政
治
思
想
史
（

　

書
評　

『
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
政
治
経
済
学 

 
 

―
―
バ
ー
ク
と
マ
ル
サ
ス

』

（
中
澤
信
彦
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）

有
江
大
介

　

本
書
は
、
我
が
国
の
社
会
思
想
史
研
究
で
は
長
ら
く
「
保
守
主
義
」
者

な
い
し
「
反
動
」
の
政
治
思
想
家
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
（
水
田
洋
『
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
論
集
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
五
六
頁
な
ど
（
、
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
（E

dm
ond 

B
urke: 

一
七
〇
〇
―
一
七
九
五
（
へ
の
思
想
史
的
評
価
に
異
を
唱
え
る
意
欲
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的
な
著
作
で
あ
る
。
崇
高
論
や
テ
イ
ス
ト
論
、『
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
省
察
』

に
偏
っ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
従
来
の
議
論
に
対
し
て
、
「
ほ
と
ん
ど
関
心

を
示
さ
ず
、
そ
の
考
察
を
怠
っ
て
き
た
」
（
三
頁
（political econom

y 

の
視
点
か
ら
マ
ル
サ
ス
の
経
済
思
想
と
対
比
さ
せ
つ
つ
バ
ー
ク
の
政
治
思

想
を
捉
え
返
そ
う
と
い
う
の
が
、
著
者
の
戦
略
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
ー
ク

は
マ
ル
サ
ス
と
と
も
に
「
啓
蒙
思
想
」
の
「
一
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
」
な
の
だ

（
二
四
四
頁
（
、
と
い
う
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
。
以
下
に
本
書
の
編
別

構
成
を
示
そ
う
（
数
字
は
各
部
の
総
頁
数
（
。

序
章　

本
書
の
主
題
・
方
法
・
構
成　

（
一
二
頁
（

第
Ⅰ
部　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
八
頁
（

第
一
章　

〈
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
〉
論
争
を
概
観
す
る

第
Ⅱ
部　

バ
ー
ク
研
究
（
八
三
頁
（

第
二
章　

バ
ー
ク
の
経
済
思
想
―
―
『
穀
物
不
足
に
関
す
る
思
索
と

詳
論
』
の
分
析

第
三
章　

初
期
バ
ー
ク
の
文
明
社
会
認
識
―
―
バ
ー
ク
保
守
主
義
の

原
風
景

第
四
章　

バ
ー
ク
に
お
け
る
革
命
概
念
と
時
間
認
識
―
―
ペ
イ
ン
と

の
対
比

第
五
章　

バ
ー
ク
に
お
け
る
政
治
家
の
条
件
―
―
共
和
主
義
思
想
と

の
関
連
で

第
Ⅲ
部　

マ
ル
サ
ス
研
究
（
七
三
頁
（

第
六
章　

マ
ル
サ
ス
の
政
治
思
想
―
―
フ
ァ
ッ
ク
ス
派
ウ
ィ
ッ
グ
と

し
て
の
マ
ル
サ
ス
？

第
七
章　

マ
ル
サ
ス
の
ス
ミ
ス
受
容
（
一
（
―
―
『
人
口
論
』
初
版

を
中
心
に

第
八
章　

マ
ル
サ
ス
の
ス
ミ
ス
受
容
（
二
（
―
―
『
食
料
高
価
論
』

か
ら
『
政
治
経
済
学
原
理
』
へ

第
Ⅳ
部　

バ
ー
ク
と
マ
ル
サ
ス
（
五
三
頁
（

第
九
章　

慎
慮
の
政
治
経
済
学
―
―
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
時
代
」
と

「
純
潔
の
徳
」

第
十
章　

階
層
秩
序
と
経
済
循
環
―
―
「
存
在
の
連
鎖
」
の
世
界
像

の
受
容
と
変
容

　

目
次
末
尾
に
あ
る
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
「
存
在
の
連
鎖
」
を
一
瞥
す
る
だ
け

で
読
者
の
誰
も
が
、
本
来
は
背
反
す
る
は
ず
の
保
守
主
義
の
宗
教
的
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
る
自
然
神
学
の
持
つ
静
態
的
・
階
層
的
・
体
制
擁
護

的
な
性
格
と
、
現
実
社
会
の
経
済
分
析
が
持
つ
動
態
的
・
水
平
的
・
体
制

批
判
的
な
性
格
と
が
、
保
守
主
義
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
た

の
か
を
著
者
が
示
す
の
を
期
待
す
る
。

　

著
者
は
ま
ず
、
キ
ー
概
念
で
あ
る
保
守
主
義
やpolitical econom

y 

と
い
う
言
葉
に
対
し
て
我
が
国
の
多
く
の
読
者
が
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

「
誤
解
」
（
一
頁
（
を
解
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
こ
の
「
序
章
」
で
の
、

先
行
研
究
か
ら
の
影
響
を
含
め
て
極
め
て
率
直
に
語
ら
れ
て
い
る
著
者
の

主
張
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
賛
成
で
あ
ろ
う
と
反
対
で
あ
ろ
う
と

本
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
理
解
に
大
き
く
近
づ
く
。

　

「
保
守
主
義
と
は
、
急
進
的
な
変
革
に
頑
迷
に
情
緒
的
に
反
対
す
る
の

で
は
な
く
、
人
間
理
性
の
限
界
性
と
人
間
社
会
の
複
雑
性
の
認
識
に
基
づ
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き
な
が
ら
、
保
守
す
べ
き
価
値
を
積
極
的
に
か
つ
慎
重
に
選
択
し
て
現
存

社
会
の
秩
序
の
枠
内
で
前
進
的
な
改
革
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
、
一
個
の

近
代
思
想
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
（
同
頁
（
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
一
八
世

紀
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に
か
け
て
」
、
「
今
日
経
済
学
の
名
前
で
知
ら

れ
る
新
し
い
学
問
が
生
誕
し
た
」
一
方
で
、
そ
の
「
生
誕
の
時
空
を
ほ
ぼ

同
じ
く
し
て
」
そ
れ
と
は
異
な
る
「
別
の
新
し
い
思
想
潮
流
」
と
し
て
「
生

み
出
さ
れ
」
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
二
頁
、
三
頁
（
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
「
政
治
思
想
史
研
究
と
経
済
思
想
史
研
究
の
棲
み
分
け
（
分
断
、
没

交
渉
（
」
の
結
果
と
し
て
看
過
さ
れ
て
き
た
、
こ
の
経
済
学
と
保
守
主
義

の
「
同
時
生
誕
の
思
想
史
的
意
味
が
真
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
」
こ
と
に
な

る
の
が
本
書
で
あ
る
と
す
る
（
三
頁
（
。

　

ま
た
経
済
学
に
つ
い
て
は
、
「
バ
ー
ク
と
マ
ル
サ
ス
の
生
き
た
時
代
の

政
治
経
済
学
の
内
容
は
、
二
十
一
世
紀
初
頭
に
生
き
る
我
々
が
『
経
済
学

（econom
ics

（
』
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
学
問
の
内
容

―
―
自
然
科
学
的
な
精
密
科
学
を
指
向
す
る
現
代
の
経
済
学
―
―
か
ら
大

き
く
隔
た
っ
」
て
お
り
「
そ
れ
は
、
現
実
の
社
会
を
支
配
し
て
い
る
富
の

生
産
・
消
費
・
分
配
に
関
す
る
諸
法
則
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
同
時
に

…
…
目
指
す
べ
き
社
会
の
秩
序
と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
政
策

を
支
持
す
る
統
治
者
・
立
法
者
の
た
め
の
知
の
体
系
で
あ
っ
た
」
と
い
う

（
六
頁
（
。
こ
れ
か
ら
当
然
、
「
政
治
論
と
経
済
論
の
両
方
を
含
め
た
彼
ら

の
社
会
認
識
（
社
会
に
つ
い
て
の
法
則
的
認
識
を
含
む
（
、
お
よ
び
そ
う
し
た

認
識
か
ら
導
か
れ
る
政
策
実
践
の
総
体
を
彼
ら
の
『
保
守
主
義
の
政
治
経

済
学
』
と
呼
ぶ
」
こ
と
に
著
者
は
帰
結
す
る
（
同
頁
（
。

　

著
者
が
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
先
行
研
究
は
、
歴
史
研
究
の
コ
ン
テ
ク

ス
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
「
政
治
経
済
学
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
両
者
［
バ
ー

ク
と
マ
ル
サ
ス
］
の
思
想
を
統
一
的
に
把
握
す
る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア

に
つ
い
て
は
Ｄ
・
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ー
ク
の
「
貴
族
的
価
値
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
価
値
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
併
存
」
に
つ
い
て
は
Ｉ
・
ク
ラ
ム
ニ
ッ

ツ
、
そ
れ
に
十
八
世
紀
政
治
思
想
と
現
実
政
治
の
関
連
に
関
し
て
Ｈ
・
デ
ィ

キ
ン
ス
ン
、
共
和
主
義
に
つ
い
て
の
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
ら
の
特

徴
あ
る
諸
業
績
で
あ
る
と
い
う
（
七
―
八
頁
（
。

　

著
者
の
率
直
な
こ
の
表
明
に
よ
り
、
読
者
は
ほ
ぼ
本
書
の
結
論
を
推
察

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
概
括
的
に
い
え
ば
、
二
人
の
保
守
主
義
者
は
以

下
の
よ
う
に
、
理
論
的
に
も
思
想
的
に
も
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
ク
の
経
済
論
は
無
政
府
主
義
で
も
な
く
市
場
万

能
論
で
も
な
い
（
四
五
頁
（
、
国
教
会
の
制
度
は
商
業
の
「
十
全
な
開
花

の
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
補
完
物
」
で
あ
る
（
四
七
頁
（
、
政
治
論
と
し

て
は
「
既
存
の
秩
序
の
無
条
件
な
肯
定
と
は
…
…
無
縁
」
だ
が
そ
の
秩
序

は
「
政
府
に
内
在
す
る
悪
弊
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
」
民
主
主
義
な
い

し
無
政
府
主
義
「
よ
り
ま
し
」
で
あ
る
等
々
（
七
五
―
七
六
頁
（
。
著
者
に

よ
っ
て
保
守
主
義
の
基
軸
的
な
政
治
的
徳
性
と
み
な
さ
れ
る
「
慎
慮
」

（prudence

（
に
つ
い
て
は
、
古
代
奴
隷
制
を
退
け
る
点
で
は
「
シ
ヴ
ィ
ッ

ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
拒
否
」
だ
が
商
業
社
会
の
政
治
的
徳
性
を
求
め

る
点
で
は
「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
的
な
問
題
設
定
の
受
容
」
と
、
バ
ー
ク
で
は
併

存
し
て
い
る
（
一
〇
六
頁
（
。
マ
ル
サ
ス
で
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
反

発
が
イ
ギ
リ
ス
人
の
伝
統
的
自
由
の
擁
護
と
…
…
矛
盾
な
く
併
存
し
て
い

た
」
（
一
三
七
頁
（
し
、
貧
困
の
原
因
や
食
料
の
高
価
格
に
つ
い
て
『
国
富

論
』
と
の
対
峙
を
通
じ
て
（
七
章
、
八
章
（
、
『
原
理
』
で
の
方
法
が
「
実
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際
的
精
神
（
あ
る
い
は
帰
納
的
方
法
（
と
演
繹
的
方
法
は
矛
盾
・
対
立
す
る

も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
補
い
合
う
も
の
」
に
な
っ
て
い
る
（
一
八
九
頁
（
。

　

で
は
、
政
治
経
済
学
そ
の
も
の
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
バ
ー
ク
は
「
政
治
経
済
学
と
い
う
言
葉
を
市
場
の
諸
法
則
を
研
究
す

る
学
問
領
域
と
い
う
意
味
で
用
い
な
か
っ
た
」と
み
な
し
、
よ
り
広
い
「
『
大

ブ
リ
テ
ン
お
よ
び
そ
の
帝
国
の
商
業
的
・
財
政
的
・
国
制
的
・
外
交
的
諸

利
害
全
体
を
分
析
す
る
』
学
問
領
域
の
よ
う
で
あ
る
」
と
す
る
（
二
〇
〇
頁
（
。

こ
の
政
治
経
済
学
が
「
一
般
的
利
益
（
共
通
善
（
と
い
う
大
目
的
を
達
成

す
る
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
を
彼
の
政
治
学
に
提
供
し
て
い

る
」
（
二
〇
九
頁
（
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
中
核
部
分
」
が
「
『
国
家
に
関

す
る
収
支
（
釣
り
合
い
（
の
賢
明
な
管
理
運
営
者
』
の
学
と
し
て
の
財
政
学
」

で
あ
る
と
い
う
（
二
二
一
頁
（
。
そ
こ
で
主
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
政
治

家
の
政
治
的
徳
性
た
る
「
慎
慮
の
徳
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
が
マ
ル
サ
ス
に

と
っ
て
の
慎
慮
が
社
会
的
・
経
済
的
徳
性
と
し
て
「
す
ぐ
れ
て
労
働
者
の

徳
で
あ
っ
た
」
こ
と
と
大
き
く
異
な
る
の
だ
と
い
う
（
同
頁
（
。
マ
ル
サ

ス
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
政
治
経
済
学
は
「
中
核
部
分
に
人
口
原
理
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
る
実
質
賃
金
（
労
働
市
場
（
の
理
論
的
分
析
と
、
そ
の
よ

う
な
市
場
分
析
に
基
づ
く
貧
民
の
境
遇
改
善
の
た
め
の
政
策
論
…
…
が
据

え
ら
れ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
理
論
的
・
政
策
的
分
析
が
そ
の
中
核
を
取
り

囲
む
」
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
同
頁
（
。
著
者
は
こ
れ
ら
を
「
は
っ

き
り
と
異
な
る
二
つ
の
タ
イ
プ
の
『
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
政
治
経
済

学
』
」
で
あ
る
と
い
う
（
同
頁
（
。

　

紙
幅
の
関
係
で
著
者
に
よ
る
序
論
で
の
枠
組
み
の
提
示
と
結
論
だ
け
を

紹
介
し
た
の
で
、
結
論
を
導
く
著
者
の
テ
キ
ス
ト
読
解
と
時
代
評
価
の
当

否
に
つ
い
て
は
本
書
の
読
者
に
任
せ
る
こ
と
に
し
、
以
下
、
方
法
的
な
側

面
の
み
か
ら
評
者
の
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
三
点
記
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
著
者
に
よ
るpolitical econom

y

の
翻
訳
と
定
義
に
つ
い
て
。

コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
大
き
な
影

響
の
下
に
、political econom

y

を
著
者
は
「
政
治
経
済
学
」
と
訳
し

そ
の
意
味
内
容
を
上
記
の
よ
う
に
限
定
す
る
。
し
か
し
、political 

econom
y

は
す
ぐ
れ
て
新
し
い
啓
蒙
の
科
学
（science

（
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
自
然
神
学
が
、
「
近
代
自
然
科
学
の
形
成
に
お
い
て
導

き
の
糸
と
な
っ
た
こ
と
は
、も
は
や
常
識
の
部
類
に
属
す
る
」
（
二
二
二
頁
（

と
言
い
得
て
も
、
そ
の
こ
と
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
の
知
的
営
為
を
見

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
啓
蒙
期
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
、
現
在
の
自
然
科

学
の
あ
り
方
に
近
い
形
でm

oral philosophy

へ
の
適
用
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
こ
と
と
は
異
な
る
話
で
あ
る
（
拙
論
「
ク
ラ
ー
ク
＝
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

論
争
の
社
会
科
学
的
含
意
」
『
エ
コ
ノ
ミ
ア
』
六
〇
（
五
（
、
二
〇
〇
九
年
参
照
（
。

あ
え
て
、
科
学
的
側
面
を
後
景
に
退
か
せ
、
「
慎
慮
の
徳
性
」
を
導
く
た

め
に
「
政
治
」
と
い
う
訳
語
の
人
文
学
的
要
素
を
過
度
に
強
調
し
、
保
守

主
義
と
の
並
立
ま
で
導
く
の
は
強
引
で
一
面
的
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
、

お
よ
そ
啓
蒙
期
の
経
済
学
は
単
な
る
人
文
学
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
〝
理
論
な
き
経
済
思
想
史
〞
ア
プ
ロ
ー
チ
で

は
、
経
済
理
論
史
と
の
対
話
の
接
点
が
見
い
だ
せ
な
く
な
る
。
著
者
が
経
済

学
部
出
身
な
の
で
敢
え
て
こ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
別
言
す
れ
ば
、

ス
ミ
ス
は
な
ぜ
『
国
富
論
』
の
タ
イ
ト
ル
にpolitical econom

y 

を
入
れ

ず
に
あ
え
て
国
富
の
原
因
と
性
質
のinquiry

に
し
た
の
か
。
Ｊ
・
ス
テ
ュ

ア
ー
ト
に
先
を
越
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
逸
話
的
レ
ベ
ル
の
問
題
と
い
う
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よ
り
、
や
は
り
内
容
的
な
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
家
計
の
や
り
く
り

O
ikonm

ia

で
は
な
い
公
共
の
経
済political econom

y

の
分
析
と
探

求inquiry

に
は
著
者
の
言
う
よ
う
なpolitics

で
は
足
り
ず
、science

が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。な
ぜ
「
経
済
」や
「
経
済
学
」で
は
な
く
「
政

治
経
済
学
」
に
す
る
か
の
、こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
説
明
が
欲
し
い
。

　

第
二
は
、
先
に
示
し
た
「
存
在
の
連
鎖
」
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
示

す
よ
う
に
こ
れ
は
徹
底
し
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
概
念
で
あ
っ
て
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
、
オ
ッ
カ
ム
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
繋
が
る
経
験
論
の
系

譜
は
プ
ラ
ト
ン
に
対
抗
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
求
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
自
然
神
学
と
の
関
連
で
「
存
在
の
連
鎖
」
へ
の
着
目
は
慧
眼
で

あ
る
が
、
そ
の
「
時
間
化
」
（
二
四
一
頁
（
は
ま
だ
思
い
つ
き
か
居
直
り
に

し
か
見
え
な
い
。
思
想
史
の
正
確
な
系
譜
的
整
理
が
必
要
と
考
え
る
。

　

最
後
に
、「
啓
蒙
」
と
「
保
守
主
義
」
の
範
囲
を
問
い
た
い
。
例
え
ば
バ
ー

ク
に
ど
れ
だ
け
進
歩
史
観
や
科
学
が
主
要
な
構
成
要
素
と
し
て
あ
る
の
か
。

ま
た
、
著
者
の
保
守
主
義
の
定
義
は
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
暴
力
を
容
認
す

る
過
激
派
以
外
は
す
べ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
含
め
て
保
守
主
義
に
概
括

で
き
て
し
ま
う
ほ
ど
広
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
象
徴
的
に
言
え

ば
〝
保
守
主
義
者0

の
政
治
経
済
学
〞
な
ら
ば
か
な
り
了
解
で
き
る
。

　

以
上
、
名
誉
革
命
の
位
置
付
け
、
抽
象
的
人
間
、
自
然
権
と
合
意
な
ど

こ
こ
に
は
記
し
き
れ
な
い
多
く
の
点
で
評
者
は
意
見
を
異
に
す
る
が
、
今

な

お

あ

る

通

説
（Paul H

yland et.al, eds., T
he E

nlightenm
ent, A

 

Source B
ook and R

eader,  R
outledge, 2003.

（
に
挑
戦
す
る
著
者
の
勇
気
、

そ
の
問
題
意
識
と
努
力
に
は
敬
意
を
表
す
る
。

 

（
あ
り
え
・
だ
い
す
け
／
社
会
科
学
史
・
社
会
科
学
方
法
論
（

　

書
評　

『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
と 

 
  

ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
』

（
滝
口
清
栄
著
、
理
想
社
、
二
〇
〇
九
年
）

植
村
邦
彦

　

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
名
前
を
題
名
に
掲
げ
た
日
本
語
の
書

物
は
、
一
九
九
七
年
の
住
吉
雅
美
『
哄
笑
す
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
―
―
マ
ッ
ク

ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
近
代
合
理
主
義
批
判
』
（
風
行
社
（
以
来
で
あ
り
、

大
沢
正
道
の
『
個
人
主
義
―
―
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
思
想
と
生
涯
』
（
青

土
社
、
一
九
八
八
年
（
を
含
め
て
も
日
本
で
は
数
少
な
い
久
々
の
シ
ュ
テ
ィ
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ル
ナ
ー
関
係
の
書
物
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
書
は
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
つ
い
て
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で

は
な
い
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
筆
者
が
こ
れ
ま
で
ヘ
ー

ゲ
ル
左
派
に
つ
い
て
書
き
た
め
て
き
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
」
（
二
三

五
頁
（
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
る
ヘ
ー

ゲ
ル
左
派
批
判
を
一
つ
の
中
心
点
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
左

派
の
思
想
家
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
論
じ
た
書
で
あ
る
。
著
者
に
は
す
で
に

『
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
（
権
利
（
の
哲
学
」
―
―
形
成
と
展
開
』
（
御
茶
の
水
書
房
、

二
〇
〇
七
年
（
と
い
う
主
著
が
あ
る
が
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
初

出
を
見
る
と
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
研
究
が
著
者
の
出
発
点
に
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
の
構
成
を
ま
ず
紹
介
し
て
お
こ
う
。

序　

章　

ヘ
ー
ゲ
ル
宗
教
哲
学
解
釈
論
争
か
ら
学
派
の
分
裂
へ

第
一
部

第
一
章　

ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
思
想
圏
―
―
シ
ェ
リ
ン
グ
、
バ
ウ
ア
ー
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
疎
外
論

第
二
章　

シ
ェ
リ
ン
グ
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判

の
位
相
、
あ
る
い
は
分
岐

第
三
章　

倫
理
的
ミ
ニ
マ
ム
と
し
て
の
幸
福
主
義
―
―
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
晩
期
思
想
の
意
味

第
二
部

第
四
章　

Ｍ
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
お
け
る
唯
一
者
と
連
合
の
構
想

―
―
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
派
批
判
と
そ
の
意
義

第
五
章　

Ｌ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
的
展
開
と
シ
ュ
テ
ィ
ル

ナ
ー

第
三
部

第
六
章　

〈
哲
学
〉
の
解
体
、
現
場
と
し
て
の
知
―
―
マ
ル
ク
ス
の

反
哲
学

第
七
章　

『
経
哲
草
稿
』
と
『
精
神
現
象
学
』
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判

を
問
い
返
す
、
あ
る
い
は
疎
外
論
の
交
錯

第
八
章　

も
う
ひ
と
つ
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
―
―
「
聖

マ
ッ
ク
ス
」
と
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

終　

章　

ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
が
問
い
か
け
る
も
の

　

こ
の
目
次
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
の
主
要
な
登
場
人
物
は

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
の
三
人
で
あ
り
、

一
八
四
〇
年
代
に
こ
の
三
者
が
織
り
な
し
た
三
角
形
が
本
書
の
考
察
の
枠

組
み
を
な
し
て
い
る
。こ
の
三
角
形
の
一
辺
は
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
が
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
批
判
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
そ
れ
に
反
論
し
な
が

ら
も
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
批
判
を
受
け
止
め
て
思
想
的
に
転
回
し
て
い
く

軌
跡
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
主
題
と
な
る
。
残
り

の
二
辺
は
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
対
立
関
係
を

マ
ル
ク
ス
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
八
章
の
主
題
と
な
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
思
想
圏
内
部
で
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
マ
ル
ク
ス
が
自
己
疎

外
論
を
超
克
す
る
に
あ
た
っ
て
「
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
触
発
」
が
大
き
な

意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
廣
松
渉
の
一

連
の
研
究
で
あ
っ
た
（
廣
松
渉
『
エ
ン
ゲ
ル
ス
論
―
―
そ
の
思
想
形
成
過
程
』
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盛
田
書
店
、
一
九
六
八
年
、
同
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
成
立
過
程
』
至
誠
堂
、
一
九

六
八
年
、
な
ど
（
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
廣
松
の
問
題
設
定
を
前
提
と
し

た
う
え
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
の
「
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
触

発
」
の
意
味
を
掘
り
下
げ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
『
キ
リ
ス
ト
教

の
本
質
』
（
一
八
四
一
年
（
で
、
神
と
は
対
象
化
さ
れ
た
人
間
の
本
質
が
人

間
に
対
立
す
る
主
体
に
転
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
主
語
と

述
語
の
転
倒
を
指
摘
し
、
人
間
の
自
己
の
返
還
を
請
求
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』
（
一
八
四
四
年
（
で
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
い
う
「
類
的
存
在
と
し
て
の
人
間
」
は
な
お
神
学

的
色
彩
を
帯
び
た
「
人
間
な
る
も
の
」
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
、「
唯

一
者
」
と
い
う
独
特
の
表
現
で
「
唯
一
無
二
の
個
体
と
し
て
の
人
間
の
固

有
性
」
を
主
張
し
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
性
概
念
を
批
判
し
、
肉
体
を
も
つ
感
性
的
個
人
の
実
存

と
そ
の
自
律
を
思
想
的
拠
点
と
す
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
立
場
は
、
「
生

の
享
楽
」
に
立
脚
し
た
「
柔
ら
か
い
個
人
主
義
」
の
先
駆
と
し
て
（
大
沢
、

前
掲
書
、
三
四
頁
（
、
あ
る
い
は
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
を
介
し
て

生
の
哲
学
へ
と
至
る
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
普
遍
主
義
的
倫
理
学
批
判
の
系

譜
」
に
お
け
る
「
き
わ
め
て
重
要
な
思
想
的
架
橋
」（
住
吉
、
前
掲
書
、
八
頁
（

と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
住
吉
は
さ
ら
に
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
思
想

を
「
自
由
至
上
主
義
的
道
徳
哲
学
を
戯
画
的
な
ま
で
に
一
貫
さ
せ
た
古
典

的
事
例
」
（
二
七
五
頁
（
と
見
る
視
点
か
ら
、
現
代
の
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

と
の
関
係
を
も
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
先
行
研
究
は
、
本

書
で
は
、
「
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
知
の
枠
組
み
の
転
換
を
き
わ
め
て
自
覚

的
に
遂
行
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
実
存
主
義
や
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
の

先
行
者
を
見
て
と
る
論
者
も
い
る
」
（
一
三
一
頁
（
、
と
い
う
一
行
で
片
付

け
ら
れ
て
し
ま
う
。
著
者
が
考
察
す
る
「
知
の
枠
組
み
の
転
換
」
は
、
あ

く
ま
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
思
想
圏
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
「
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
思
想
が
無
理
解
の
さ
な
か
に
あ

る
と
き
、
そ
の
提
起
を
最
も
真
摯
に
受
け
と
め
た
の
は
、
当
の
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
で
あ
っ
た
」
（
一
四
八
頁
（
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
八
四

五
年
の
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
へ
の
反
批
判
論
文
に
お
い
て
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

を
「
自
愛
」
と
い
う
形
で
許
容
し
た
が
、
彼
の
「
こ
の
『
エ
ゴ
イ
ズ
ム
』

に
対
す
る
態
度
は
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
個
体
の
唯

一
無
二
性
を
説
き
超
越
的
な
も
の
一
切
に
批
判
を
差
し
向
け
る
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（
一
五
七
頁
（
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
後
期
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
「
現
実
的
感
性
的
個

体
的
人
間
」
に
定
位
し
て
「
自
覚
的
に
私
の
『
幸
福
衝
動
』
を
道
徳
哲
学

の
根
底
に
お
い
て
い
る
」
（
七
五
頁
（
が
、
こ
の
「
現
実
的
感
性
的
個
体

的
人
間
」
の
「
幸
福
衝
動
に
つ
な
が
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
自
己
保
存
欲
」
（
八

〇
頁
（
は
、
「
か
つ
て
論
争
の
相
手
で
あ
っ
た
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
論
点

を
取
り
込
む
」
（
七
六
頁
（
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、

こ
の
後
期
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
を
「
カ
ン
ト
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
観

念
論
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
か
ら
の
離
脱
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
」

（
八
二
頁
（
も
の
と
位
置
づ
け
、
同
時
に
現
代
倫
理
学
の
「
倫
理
的
ミ
ニ

マ
ム
」
の
思
想
の
先
駆
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
が
本
書
の
第

一
の
論
点
で
あ
る
。



社会思想史研究　No. 35　2011

●　180

　

以
上
の
よ
う
な
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
―
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
関
係
の
検
討

に
比
べ
て
、
両
者
と
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
、
特
に

目
新
し
い
論
点
は
な
い
。
著
者
は
第
八
章
で
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

の
「
聖
マ
ッ
ク
ス
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
「
『
諸
個
人
』
の

関
係
行
為
を
強
調
す
る
こ
う
し
た
叙
述
に
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
―

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
論
争
的
地
平
を
超
え
た
地
点
に
立
脚
し
て
い
る
と
い

う
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
」
（
二
二
三
頁
（
、
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
著
者
の
理
解
は
、
廣
松
渉
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
研
究

の
枠
内
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
本
書
に
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
隠

れ
た
も
う
一
人
の
主
役
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
で
あ
る
。

本
書
の
第
六
章
と
第
七
章
の
主
題
は
、
疎
外
論
に
即
し
て
『
経
済
学
・
哲

学
草
稿
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
の
妥
当
性
を
問
う
こ
と

に
あ
り
、
著
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
内
在
す
る
こ
と
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
理
解

の
一
面
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
『
精
神
現
象
学
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
じ
る
「
自
分
か

ら
離
反
す
るsich entfrem
den

精
神
」
に
は
、
「
個
人
の
普
遍
化
、
社

会
化
」
、
「
抽
象
的
な
普
遍
に
現
実
性
を
与
え
て
い
く
媒
介
の
は
た
ら
き
」
、

そ
し
て
「
あ
る
在
り
方
が
、
そ
の
現
実
化
を
へ
て
、
た
だ
ち
に
そ
の
反
対

の
も
の
に
転
化
す
る
媒
介
」
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、
「
そ
こ
に

は
本
来
的
な
も
の
が
自
分
を
喪
失
し
て
非
本
来
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う

意
味
は
ま
っ
た
く
な
い
」
（
二
〇
二
頁
（
。
そ
れ
を
「
疎
外
」
と
訳
す
の
は

間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
著
者
は
第
一
章

で
、
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
も
固
有
の
述
語
と

し
て
の
「
疎
外
」
概
念
は
な
い
こ
と
、
「
〈
疎
外
〉
は
同
時
代
を
見
回
し
て

も
バ
ウ
ア
ー
固
有
の
述
語
」
（
三
七
頁
（
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
疎
外
論
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
一
部
（
バ
ウ
ア
ー
と

マ
ル
ク
ス
（
の
一
時
期
の
思
想
的
枠
組
み
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
沿
っ
て
『
精
神
現
象
学
』
を
読
み
返
し
、

マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
見
直
す
な
ら
ば
、
そ
の
批
判
が
か
な
り
強
引
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
…
…
マ
ル
ク
ス
の
批
判
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
そ
の
ま

ま
で
は
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
一
八
六
頁
（
。
つ
ま
り
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の

枠
組
み
と
マ
ル
ク
ス
の
読
み
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、

「
こ
の
書
物
［
『
精
神
現
象
学
』
］
を
マ
ル
ク
ス
の
視
点
で
読
み
抜
く
に
は

無
理
が
あ
る
」
（
一
九
六
頁
（
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
を
基
準
点
と
す

る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
読
み
方
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
を
解
放
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ヘ
ー
ゲ

ル
左
派
を
「
疎
外
論
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
解
放
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本

書
の
第
二
の
論
点
な
の
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
読
み
方
に
強
引
さ
と
恣
意
性
と
い
う
問

題
が
あ
る
こ
と
は
、
法
哲
学
批
判
に
関
し
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
神
田

順
司
「
国
家
・
法
・
人
格
―
―
マ
ル
ク
ス
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
』
の
問
題
性

に
つ
い
て
」
、
川
越
修
・
植
村
邦
彦
・
野
村
真
理
編
『
思
想
史
と
社
会
史
の
弁
証

法
―
―
良
知
力
追
悼
論
集
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
（
。
マ
ル
ク
ス
の

思
想
を
脱
神
話
化
す
る
こ
と
は
、
い
ま
だ
に
思
想
史
の
一
つ
の
課
題
で
あ

り
続
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
本
書
へ
の
不
満
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
テ
ィ
ル

ナ
ー
が
一
八
四
〇
年
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
内
部
論
争
の
枠
内
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
超
え
た
思
想
史
的
位
置
づ
け
が
な
い
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。
「
柔
ら
か
い
個
人
主
義
」
や
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
無

理
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
に
し
て
も
、
考
察
に
あ
た
っ
て
思
想
家
の

置
か
れ
た
歴
史
的
文
脈
を
ど
の
よ
う
に
限
定
す
る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ

る
。
住
吉
の
著
書
と
本
書
と
で
は
問
題
設
定
も
思
想
史
の
方
法
論
も
異
な

る
が
、
少
な
く
と
も
住
吉
は
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
が
当
初
は
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
や
バ
ウ
ア
ー
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
離
脱
し
て
い
く
思

想
形
成
過
程
（
住
吉
、
前
掲
書
、
八
二
頁
以
下
（
や
、
一
八
四
八
年
革
命
以

後
の
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
言
論
活
動
（
二
六
〇
頁
以
下
（
に
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
書
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
論
争
期
を
超
え
て
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー

の
全
体
像
を
描
こ
う
と
い
う
意
図
が
見
ら
れ
な
い
。

　

著
者
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
か
つ
て
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
「
類
的
本
質
」
・
「
人
間
」
を
厳
し
く
批
判
し
、
個
体
の
固
有

性
を
こ
と
の
ほ
か
強
調
し
た
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
「
唯
一
者
」
は
こ
の

批
判
に
お
い
て
生
彩
を
放
っ
た
が
、
さ
ら
に
進
ん
だ
展
開
を
見
せ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
個
体
性
の
洞
察
を
い
っ
そ
う
進
め
た
の
は
、
シ
ュ

テ
ィ
ル
ナ
ー
の
指
摘
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で

あ
っ
た
」
（
八
八
頁
（
。
こ
れ
が
著
者
の
「
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
論
」
の
結
論
な

の
だ
と
し
た
ら
、
題
名
に
一
考
の
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
う
え
む
ら
・
く
に
ひ
こ
／
ド
イ
ツ
社
会
思
想
史
（

　

書
評　

『
連
帯
の
哲
学　

Ⅰ
―
―
フ
ラ
ン
ス
社
会
連
帯
主
義

』

（
重
田
園
江
著
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

桜
井
哲
夫

　

著
者
は
、
「
は
じ
め
に
」
の
な
か
で
、
本
書
の
意
図
を
「
連
帯
と
い
う

こ
の
古
い
こ
と
ば
に
新
し
い
息
吹
を
与
え
、
再
生
さ
せ
る
試
み
」
だ
と
し

て
い
る
。
連
帯
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
連
帯
保
証
人
」
と
い
う
借
金
の
共

同
責
任
者
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
自
主
管
理
労
組
「
連

帯
」
や
非
正
規
雇
用
者
で
も
加
入
で
き
る
「
連
帯
ユ
ニ
オ
ン
」
か
ら
来
る
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労
働
運
動
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
の
だ
が
、
切
実
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る

人
々
以
外
に
は
、
あ
ま
り
魅
力
も
な
く
、
パ
ッ
と
し
な
い
こ
と
ば
と
な
っ

て
い
る
と
著
者
は
述
べ
る
。

　

著
者
は
、
新
自
由
主
義
経
済
の
跋
扈
に
よ
っ
て
疲
弊
し
、
バ
ラ
バ
ラ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
社
会
の
現
状
に
憤
り
を
示
し
、
民
主
党
政
権
に
変

わ
っ
て
も
政
治
の
方
向
は
明
確
に
は
見
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
古
い

福
祉
国
家
モ
デ
ル
も
も
は
や
有
効
性
を
持
た
ず
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が

不
在
で
あ
る
。

　

新
自
由
主
義
も
福
祉
国
家
も
有
効
で
な
い
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
が
必
要
な
の
か
、と
著
者
は
問
い
か
け
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
「
連
帯
」と
い
う
概
念
に
、
そ
の
新
し
い
可
能
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
。

　

そ
の
問
題
意
識
か
ら
、
第
一
章
で
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
第
二
章

で
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
（
、
第
三
章
で
レ
イ
モ
ン
・
サ

レ
イ
ユ
、
第
四
章
で
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
を
論
じ
、
終
章
で
マ
ル
セ
ル
・

モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
を
検
討
す
る
、
と
い
う
の
が
本
書
の
構
成
と
な
っ

て
い
る
（
な
お
補
章
が
三
つ
あ
る
（
。

　

著
者
の
問
題
意
識
は
、
若
い
研
究
者
ら
し
く
意
欲
的
で
、
現
在
の
社
会

状
況
に
対
す
る
大
き
な
懸
念
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
て
好

感
を
持
て
た
こ
と
を
、
ま
ず
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
著
者
は
、
「
序
章
」
で
「
友
愛
と
連
帯
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
「
連
帯
」
と
い
う
言
葉
が
、
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
起
草
者
た
ち
に
よ
っ
て
一
八
〇
四
年
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
初
期
社
会
主
義
者
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
に
よ
っ
て
、

新
た
な
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
著
者
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
の
「
連
帯
」

概
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
で
も
ル
ル
ー
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
で
も
い
く
つ
か
存
在
す
る

の
に
、
ル
ル
ー
と
い
う
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
社
会
主
義

者
の
「
排
泄
の
哲
学
」
を
紹
介
し
な
い
の
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
が
残
る
。

　

ル
ル
ー
は
、
個
人
主
義
を
批
判
し
て
、
あ
る
動
物
の
排
泄
物
が
、
ほ
か

の
植
物
の
栄
養
源
に
な
る
と
い
う
循
環
シ
ス
テ
ム
を
も
と
に
し
た
「
排
泄

の
哲
学
」
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
か
ら
見
れ
ば
、
エ
コ
・
シ
ス

テ
ム
か
ら
発
想
し
た
相
互
依
存
型
社
会
の
実
現
を
求
め
た
思
想
家
だ
っ
た

と
言
え
よ
う
か
。

　

さ
て
、
著
者
は
、
十
九
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
「
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ

（
友
愛
（
」
概
念
か
ら
「
ソ
リ
ダ
リ
テ
（
連
帯
（
」
概
念
へ
の
移
行
が
起
こ
っ

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
だ
が
、
註
の
な
か
で
、
田
中
拓
道
氏
の
労
作
『
貧

困
と
共
和
国
―
―
社
会
的
連
帯
の
誕
生
』
（
二
〇
〇
六
年
（
や
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
の
『
友
愛
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』（
一
九
九
四
年
、
邦
訳
二
〇
〇
三
年
（

の
参
照
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
詳
述
さ
れ
て

は
い
な
い
。
「
連
帯
」
概
念
が
、
い
か
な
る
文
脈
で
登
場
し
、
支
持
を
得

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
社
会
史
的
背
景
を
き
ち
ん
と
解
説
し
な
け
れ

ば
説
得
力
を
持
た
な
い
。
こ
の
点
で
あ
ま
り
に
も
簡
単
な
解
説
に
と
ど

ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
第
一
章
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
章
で
は
、
社
会
学
者
エ
ミ
ー
ル
・

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
思
想
が
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
デ
ュ
ル

ケ
ム
全
体
の
思
想
を
扱
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
到
底
で
き
な
い
の
で
、「
連

帯
主
義
」
に
関
係
す
る
範
囲
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
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著
者
は
、
『
社
会
分
業
論
』
を
と
り
あ
げ
て
、
ス
ミ
ス
の
分
業
論
と
対

比
し
な
が
ら
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
分
業
は
単
に
経
済
的
視
点
か
ら
み
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
道
徳
的
側
面
か
ら
も
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、「
分
業
は
結

果
と
し
て
固
有
の
社
会
的
・
道
徳
的
秩
序
を
打
ち
立
て
る
」
の
だ
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
分
業
に
基
づ
く
連
帯
で
は
、
有
機
体
の
よ
う
に
各
部
分
が
連
動

し
て
専
門
化
し
た
機
能
を
持
っ
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
有
機
的
連
帯
（
。

　

し
か
し
一
方
で
、
分
業
が
社
会
的
連
帯
を
生
ま
ず
、
個
人
間
を
対
立
さ

せ
、
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
事
態
も
生
じ
る
の
だ
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
こ
の
病

理
的
形
態
を
「
ア
ノ
ミ
ー
的
分
業
」と
名
付
け
た
。だ
か
ら
と
い
っ
て
、
昔
の

機
械
的
連
帯
の
社
会
に
戻
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
分
業
を
悪

と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
分
業
に
基
づ
く
絆
が
な
ぜ
得
ら
れ
て
い
な

い
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
論
じ
て
い
た
、
と
著
者
は
整
理
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
理
想
は
、
分
業
が
進
展
し
て
い
き
な
が
ら
、

能
力
の
多
様
性
だ
け
が
個
人
の
職
業
選
択
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
社
会
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
生
ま
れ
つ
き
の
能
力
や
不
平
等
の
問
題
に
は
言
及
し

よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
、
こ
れ
以
上
分
析
を
進
め
な
い
の
だ
が
、
デ
ュ
ル

ケ
ム
は
、
『
自
殺
論
』
で
は
、
自
然
の
恩
恵
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
人
々
に

能
力
の
不
平
等
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
強
力
な
道
徳
的
規
律
が

必
要
だ
と
述
べ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
晩
年
に
は
国
家
に
よ
る
学

校
教
育
だ
け
が
社
会
的
絆
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
到
る

の
で
あ
る
（
拙
著
『
「
近
代
」
の
意
味
』
、
一
九
八
四
年
、
参
照
（
。

　

こ
こ
四
〇
年
ほ
ど
の
デ
ュ
ル
ケ
ム
研
究
（
古
く
は
ル
ネ
・
ル
ー
ロ
ー
の
批

判
な
ど
（
を
見
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が

あ
る
こ
と
は
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ベ
ナ
ー
ル
の
ア
ノ
ミ
ー

論
も
杉
山
光
信
氏
に
よ
る
翻
訳
『
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
女
性
』
、
一
九
八
八
年
、
が
あ
る
（
。

せ
っ
か
く
、
フ
ル
ニ
エ
の
伝
記
も
註
の
な
か
で
参
照
を
求
め
て
い
る
の
だ

か
ら
、
著
者
の
論
点
を
限
定
し
た
い
と
い
う
狙
い
は
理
解
で
き
る
の
だ
が
、

で
き
れ
ば
ア
ノ
ミ
ー
論
も
含
め
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
的
連
帯
論
を
論
じ

て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。

　

さ
て
、
第
三
章
で
は
、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
（
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス

第
三
共
和
制
期
の
政
治
家
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
「
社
会
連
帯
主
義
（
ソ

リ
ダ
リ
ス
ム
（
」
は
、
「
準
契
約
（quasi-contrat

（
」
と
い
う
概
念
で
知
ら

れ
て
い
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ
の
思
想
に
示
唆
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
は
、
「
遡
及
的
合
意
契
約
」
と
し
て
の
民
法
に
お
け
る
準
契
約
概
念
を
、

社
会
的
合
意
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
た
、
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

つ
ま
り
、
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
者
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
や
取
り

決
め
が
な
く
と
も
、
共
同
で
管
理
す
る
事
や
他
方
に
対
す
る
義
務
が
生
じ

る
と
い
う
概
念
か
ら
、
社
会
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
す
べ
て
に
は
、
自
分
以

外
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ブ
ル

ジ
ョ
ア
は
、
私
人
間
を
規
制
す
る
準
契
約
概
念
を
、
社
会
共
同
体
に
対
す

る
個
人
の
義
務
の
根
拠
へ
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
準
契
約
理
論
を
、
公
の
救
済
主
体
を
国
家
に

限
定
す
る
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
（
一
七
九
一
年
（
の
「
福
祉
国
家
＝
保
護

者
国
家
」
の
枠
組
か
ら
脱
す
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
社
会
権
の
保
証

者
を
個
人
に
対
置
さ
れ
る
国
家
に
求
め
る
こ
と
を
や
め
、
個
人
間
の
関
係
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（
私
法
的
関
係
（
に
移
し
か
え
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
よ
れ
ば
、
社
会
に
生
ま
れ
育
つ
以
上
、
す
べ
て

の
人
が
「
負
債
」
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
「
社
会
的
負
債
」
論
は
、
社
会

的
メ
ン
バ
ー
間
の
不
公
平
の
是
正
や
配
分
の
見
直
し
な
ど
の
正
義
を
求
め

る
原
理
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
、
社
会
的

リ
ス
ク
の
負
担
を
い
か
に
分
け
合
う
か
（
「
リ
ス
ク
か
ら
皆
を
守
る
た
め
、
全

員
で
支
払
お
う
」
（
に
つ
い
て
は
議
論
し
た
が
、
能
力
の
不
平
等
を
含
め
不

平
等
の
是
正
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

著
者
は
、
肯
定
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
思
想
を
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
一

方
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
思
想
に
対
立
し
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
や
革
命

的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ず
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
つ
い
て
補

章
で
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
評
者
は
、
一
九
七
〇
年
代
、
第

三
共
和
制
期
の
公
教
育
成
立
に
関
し
て
大
量
の
政
府
資
料
（
急
進
共
和
党

の
党
大
会
議
事
録
を
含
む
（
を
読
ん
で
い
た
と
き
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
知
り
、

著
書
『
連
帯
』
も
古
書
店
で
入
手
し
て
読
ん
だ
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・

ド
ン
ズ
ロ
（
『
社
会
的
な
も
の
の
創
出
』
一
九
八
四
年
（
に
示
唆
を
受
け
て
、「
近

代
的
家
族
に
お
け
る
青
年
」
（
拙
著
『
家
族
の
ミ
ト
ロ
ジ
ー
』
所
収
（
の
な
か

で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
思
想
は
、
同
時
代
の
政
治
的
、
経
済
的
動

向
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
時
代
の
対
抗
思
想
も
同
列

に
論
じ
な
け
れ
ば
、
正
確
な
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
セ
レ
ス
タ
ン
・
ブ
ー
グ
レ
は
、le solidarism

e(1913)

の
な
か
で
、
ソ
リ
ダ
リ
ス
ム
は
「
社
会
主
義
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
史
の
な
か
で
、
き
ち
ん
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
第
三
章
で
は
、
法
学
者
レ
イ
モ
ン
・
サ
レ
イ
ユ
を
と
り
あ
げ
て
い

る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
刑
法
学
、
法
制
史
な
ど
で
業
績
を
あ
げ
た
法
学
者
で

あ
る
が
、
労
働
災
害
に
お
け
る
過
失
責
任
の
問
題
に
新
た
な
視
点
を
導
入

し
た
こ
と
で
、
著
者
は
、
「
連
帯
」
思
想
の
流
れ
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

著
者
は
、
事
故
の
直
接
的
原
因
と
な
る
個
別
の
因
果
を
責
任
か
ら
切
り
離

し
、
社
会
的
衡
平
や
社
会
正
義
の
視
点
を
持
ち
込
ん
だ
点
が
画
期
的
だ
と

す
る
。
た
だ
、
サ
レ
イ
ユ
が
、
他
の
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
思
想
家

た
ち
と
「
連
帯
」
思
想
の
点
で
、
ど
う
連
関
し
て
い
る
の
か
が
、
あ
ま
り

説
得
的
で
は
な
く
、
唐
突
な
感
じ
が
す
る
。

　

第
四
章
で
は
、
経
済
学
者
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ジ
ッ
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
消
費
協
同
組
合
の
父
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
フ
ラ
ン
ス
の
消
費
協
同
組
合
の
歴
史
を
考
え
る
な
ら
ば
、
フ
ー
リ
エ

主
義
者
の
活
動
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
様
々
な
活
動
が
あ
っ
た

わ
け
だ
が
、
著
者
は
ジ
ッ
ド
が
関
わ
っ
た
ニ
ー
ム
派
消
費
協
同
組
合
に
焦

点
を
あ
て
て
論
じ
て
い
る
。
個
人
主
義
も
共
産
主
義
も
望
ま
な
い
連
帯
派

に
よ
る
「
連
帯
の
実
現
形
態
と
し
て
の
協
同
組
合
」
と
い
う
の
が
ジ
ッ
ド

の
考
え
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
終
章
で
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
が
総
括
の
意
味

で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
評
者
に
は
や
は
り
唐
突
な
感
じ
が
す

る
。
モ
ー
ス
が
、
戦
間
期
に
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
、
バ
タ
イ
ユ
な
ど
フ

ラ
ン
ス
の
若
き
思
想
家
た
ち
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、

拙
著
『
戦
間
期
の
思
想
家
た
ち
』
（
二
〇
〇
四
年
（
で
も
指
摘
し
た
こ
と
な

の
だ
が
、
本
書
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
思
想
家
た
ち
と
ど
こ
で
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接
点
が
あ
る
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
（
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
叔
父
だ
が
（
。
ま

た
近
年
、
思
想
史
の
上
で
モ
ー
ス
を
論
じ
る
の
な
ら
、
亡
き
今
村
仁
司
氏

の
『
交
易
す
る
人
間
』
（
二
〇
〇
〇
年
（
は
、
必
読
の
は
ず
だ
が
、
参
照
さ

れ
て
お
ら
れ
な
い
。

　

著
者
の
問
題
意
識
も
熱
意
も
十
分
に
理
解
で
き
る
。
で
き
る
な
ら
ば
、

評
者
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
辛
口
の
書
評
を
書
き
た
く
は
な
か
っ
た
。
確

か
に
文
献
を
渉
猟
し
て
、
努
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
田
中
氏
の
労
作
を
含
め
過
去
の
多
く
の
研
究
文
献
を
十
分
に
咀

嚼
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義

の
研
究
は
、
日
本
国
内
で
も
数
多
く
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
し
、
欧
米
で

は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

そ
し
て
、
連
帯
の
概
念
は
、
産
業
社
会
化
の
波
の
な
か
で
、
旧
来
の
共

同
体
崩
壊
の
危
機
意
識
の
な
か
か
ら
新
た
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
共
同
体
（
の

建
設
を
目
指
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
十
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
全
体
の
歴
史
を
も
っ
と
十
分
に
検
討
す
べ
き
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
著
者
は
、
「
あ
と
が
き
」
で
、
こ
れ
ま

で
歴
史
研
究
の
経
験
が
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
な
ら
ば
、
も
う
少

し
準
備
期
間
を
お
い
て
か
ら
始
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
と
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

事
故
を
受
け
て
、
日
本
社
会
は
こ
れ
か
ら
未
曾
有
の
困
難
な
時
代
に
突
入

す
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
新
た
な
連
帯
の
概
念
の
構
築
は
必
要
不
可
欠

な
の
で
あ
り
、
著
者
の
よ
う
な
若
い
人
材
に
も
っ
と
切
迫
し
た
問
題
意
識

を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
の
が
評
者
か
ら
の
切
な
る
願
い
で
あ
る
。

 

（
さ
く
ら
い
・
て
つ
お
／
近
・
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
思
想
（

　

書
評　

『
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ブ
ス
ン　

人
間
福
祉
の
経
済
学 

 

―
―
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
展
開

』

（
姫
野
順
一
著
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
〇
年
）

尾
崎
邦
博

　

ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
＝
イ
ギ
リ
ス
新
自
由
主
義
の
思
想
は
、
教
科

書
的
な
説
明
に
従
え
ば
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ブ
ス
ン
と
Ｌ
・
Ｔ
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
説
明
に
お
い
て
は

大
抵
の
場
合
、
彼
等
は
そ
れ
ま
で
の
自
由
放
任
的
な
旧
自
由
主
義
を
批
判

し
つ
つ
、
社
会
改
革
の
た
め
の
国
家
干
渉
を
大
幅
に
是
認
す
る
こ
と
で
福



社会思想史研究　No. 35　2011

●　186

祉
国
家
の
思
想
的
礎
石
を
据
え
た
、
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
こ
の
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
欧
米
に
あ
っ
て
さ
え
さ
ほ
ど

古
く
か
ら
思
想
史
的
に
着
目
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

従
来
は
せ
い
ぜ
い
ホ
ブ
ス
ン
の
学
説
が
帝
国
主
義
論
研
究
の
見
地
か
ら
、

ま
た
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
思
想
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
学
の
建
設
者
と
し
て
社
会
学

史
の
見
地
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
先
行
研
究
史
を
一
気
に
塗
り
か
え
た
の
が
一
九
七
八
年
の
Ｍ
・

フ
リ
ー
デ
ン
に
よ
る
『
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
―
社
会
改
革
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
』
で
あ
る
。
そ
の
後
に
は
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
Ｓ
・
コ
リ
ー
ニ
、

Ｊ
・
ア
レ
ッ
ト
、
Ｐ
・
Ｆ
・
ク
ラ
ー
ク
、
Ｐ
・
ワ
イ
ラ
ー
と
い
っ
た
研
究

者
の
著
書
が
後
に
続
い
て
、
八
六
年
に
は
フ
リ
ー
デ
ン
の
二
冊
目
の
著
書

が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
も
、
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
論
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
Ｐ
・
ケ
イ
ン
の
『
ホ

ブ
ス
ン
と
帝
国
主
義
』
（
二
○
○
二
（
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
た
い
す
る
関
心
は
一
向
に
衰
え
る
気
配
が
な
い
。
本
書

は
七
○
年
代
末
か
ら
そ
う
し
た
潮
流
に
触
発
さ
れ
つ
つ
そ
れ
に
伴
走
す
る

か
の
よ
う
に
経
済
思
想
史
の
見
地
か
ら
の
ホ
ブ
ス
ン
研
究
を
進
め
て
き
た
、

こ
の
分
野
に
お
け
る
開
拓
者
で
あ
る
姫
野
氏
の
三
○
年
間
に
わ
た
る
一
連

の
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
表
題
と
な
っ
て
い
る
「
人
間
福
祉
の
経
済
学
」
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
彼
を
帝
国
主
義
論
の
先
駆
者
と
し
て
捉
え
る

従
来
の
研
究
視
角
に
立
つ
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、
彼
の
経
済
思
想
の
そ
の

他
の
側
面
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
側
面
に
次
い
で
あ
る
程
度
認
知
さ
れ
て
い
た
側
面
が
、
Ｊ
・
Ｍ
・

ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
過
少
消
費
説
の
理
論
家
と
し
て
の

も
の
で
あ
り
、
こ
の
異
端
的
な
学
説
は
Ａ
・
Ｆ
・
マ
マ
リ
ー
と
の
共
著
で

あ
る
最
初
の
著
書
『
産
業
の
生
理
学
』
（
一
八
八
九
（
に
お
い
て
提
唱
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
説
は
レ
ン
ト
理
論
の
探
究
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
た
分
配
理

論
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
つ
つ
、
代
表
作
『
帝
国
主
義
論
』
（
一
九
○
二
（
に

お
い
て
帝
国
主
義
政
策
発
動
の
原
因
剔
出
の
た
め
の
理
論
的
武
器
た
り
得

る
べ
く
鍛
え
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
に
加
え
て
、

前
述
し
た
七
○
年
代
後
半
以
降
の
潮
流
の
な
か
で
着
目
さ
れ
て
い
っ
た
の

が
、
彼
の
人
間
福
祉hum

an w
elfare

の
経
済
思
想
の
提
唱
者
と
し
て

の
側
面
で
あ
る
。
彼
は
旧
来
の
古
典
派
経
済
学
を
支
配
し
て
い
た
功
利
主

義
的
価
値
基
準
を
批
判
し
、
そ
う
し
た
基
準
を
人
間
的
な
基
準
に
よ
っ
て

置
き
換
え
よ
う
と
模
索
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
福
祉
の
経
済
思
想
を
構
想
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ

て
彼
に
最
も
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
Ｊ
・
ラ
ス
キ
ン
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　

次
に
本
書
の
内
容
の
検
討
に
移
ろ
う
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
学
術
書
と
し
て
の
常
識
と
い
う
見
地
か
ら
構
成
に
つ
い
て
一
言

し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
本
書
は
十
八
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
四
つ
の
章
は
補
論
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
全
部
で
十
八
章
と

は
、
本
文
が
二
六
○
頁
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ど
う
考
え
て

も
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
加
え
て
各
章
の
長
さ
も
釣
合
い
が

と
れ
て
お
ら
ず
、
長
い
章
で
も
平
均
的
な
書
物
の
一
章
と
し
て
は
か
な
り

短
い
し
、
短
い
章
は
普
通
の
学
術
論
文
の
一
節
程
度
の
長
さ
し
か
な
い
。

そ
の
た
め
に
提
起
さ
れ
た
問
題
が
各
章
に
お
い
て
十
分
に
論
じ
尽
く
さ
れ
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て
い
な
い
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
本
書
の
頁
数
で
あ
れ
ば
せ
い
ぜ
い

全
部
で
六
章
程
度
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
は
「
人
間
的
経
済
学
の
形
成
」
と
題
さ
れ
た
第
一
部
と
「
新
自
由

主
義
の
思
想
形
成
と
政
策
展
開
」
と
題
さ
れ
た
第
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
一
部
第
一
章
は
『
産
業
の
生
理
学
』
に
お
け
る
ホ
ブ
ス
ン
の
不
均
衡
認

識
が
論
じ
ら
れ
、
第
二
章
で
は
二
冊
目
の
著
書
『
貧
困
の
諸
問
題
』
に
お

け
る
「
貧
困
観
の
旋
回
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
生
理
学
』
に
お
い
て

萌
芽
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
分
配
問
題
は
一
八
九
○
年
代
前
半
の
レ
ン
ト

学
説
の
探
究
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
理
論
的
に
彫
啄
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ

う
に
分
配
問
題
が
着
目
さ
れ
た
結
果
、
一
八
九
三
年
の
論
文
「
分
配
に
つ

い
て
の
主
観
的
な
見
解
と
客
観
的
な
見
解
」
の
頃
か
ら
、
旧
来
の
経
済
学

が
前
提
と
し
て
い
た
費
用
と
効
用
の
概
念
へ
の
疑
念
が
ホ
ブ
ス
ン
の
な
か

で
芽
生
え
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
は
第
四
章
「
ラ
ス
キ

ン
論
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
ン
と
の
思
想
的
な
出
会
い

に
よ
っ
て
発
酵
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
第
五
章
で
は
一
九
○
○
年
の

『
社
会
問
題
』
が
、
「
社
会
的
効
用
」
の
理
念
を
中
核
と
し
た
「
人
間
的
富

の
科
学
」
を
確
立
し
た
著
作
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で

の
展
開
は
著
書
の
刊
行
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
当

然
『
社
会
問
題
』
を
論
じ
た
後
で
、
『
帝
国
主
義
論
』
の
内
容
と
人
間
福

祉
の
問
題
と
の
連
関
が
論
じ
ら
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う

し
た
議
論
は
い
っ
さ
い
無
く
い
き
な
り
『
国
際
貿
易
』
（
一
九
○
四
（
に
お

け
る
彼
の
貿
易
理
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
第
六
章
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
や
は
り
主
著
で
あ
る
『
帝
国
主
義
論
』
に
お
け
る
人
間

福
祉
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
が
欲
し
か
っ
た
。

　

第
一
部
の
人
間
的
経
済
学
の
形
成
の
内
容
は
こ
れ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
ホ
ブ
ス
ン
の
人
間
的
経
済
学
は
、
一
九
○
九
年
の
『
産

業
シ
ス
テ
ム
』
を
経
て
一
九
一
四
年
の
『
仕
事
と
富
』
に
お
い
て
一
応
の

完
成
形
態
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
し
、
第
一
次
大
戦
後
に
は

や
は
り
福
祉
の
問
題
を
扱
っ
た
『
富
と
生
活
』
（
一
九
二
九
（
と
い
う
浩
瀚

な
書
物
が
著
さ
れ
て
い
る
。
著
者
本
人
も
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

や
は
り
ホ
ブ
ス
ン
の
人
間
的
経
済
学
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
こ
れ
ら
の

三
冊
の
内
容
の
分
析
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
無
い
点
が
た
い
へ
ん

惜
し
ま
れ
る
。

　

第
二
部
で
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
ホ
ブ
ス
ン
と
同
時
代
の
広
義
の
新
自

由
主
義
に
属
す
る
諸
思
想
」
を
取
り
上
げ
て
、
ホ
ブ
ス
ン
の
新
自
由
主
義

と
の
差
異
を
析
出
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
急
進
主
義
の

伝
統
と
国
家
」
と
題
さ
れ
た
第
九
章
で
は
ベ
ン
サ
ム
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
、

バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
世
紀
末
の
自
由
主
義
経
済
学

に
お
け
る
国
家
」
と
題
さ
れ
た
第
十
章
で
は
、
Ｈ
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
、
Ａ
・

マ
ー
シ
ャ
ル
、
慈
善
組
織
協
会
（
Ｃ
Ｏ
Ｓ
（
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ど
ち
ら
の
章
も
「
国
家
」
と
い
う
語
を
章
の
表
題
に
含
み
な
が
ら
、
各
々

の
論
者
の
国
家
観
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
し
、
第
十
章
で
は

国
家
と
い
う
語
さ
え
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
自
由
主
義
に
お
け

る
国
家
に
関
わ
る
言
説
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
整
理
」
す
る
前
に
、
ベ
ン
サ

ム
か
ら
ホ
ブ
ス
ン
に
い
た
る
政
治
哲
学
と
国
家
観
の
基
本
的
な
流
れ
を
常

識
的
に
整
理
し
て
お
く
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
社
会
進
化
論
の
展
開
」
と
題
さ
れ
た
第
十
一
章
で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ

ン
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス
リ
ー
、
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
論
者
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の
社
会
進
化
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
貴
族
階
級
を
社
会
進
化
の
担

い
手
と
み
る
マ
ロ
ッ
ク
の
批
判
と
し
て
の
ホ
ブ
ス
ン
の
主
張
が
最
後
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ホ
ブ
ス
ン
は
マ
ロ
ッ
ク
の
私
有
財
産
擁
護
論
の

批
判
を
通
し
て
産
業
民
主
主
義
の
理
想
を
確
立
し
た
と
著
者
は
み
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
民
主
主
義
の
担
い
手
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
市
民

的
ワ
ー
カ
ー
の
団
体
」
で
あ
る
。
た
だ
し
ホ
ブ
ス
ン
は
「
市
民
―
労
働
者

（citizen

―w
orkers

（
の
団
体
（body

（
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
市

民
的
ワ
ー
カ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い
。
彼
の
こ
う
し
た
理

想
を
著
者
は
「
市
民
的
ワ
ー
カ
ー
」
の
「
社
会
民
主
的
な
新
自
由
主
義
」

と
名
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
労
働

者
に
よ
る
直
接
自
主
管
理
を
主
張
し
た
」
「
Ｄ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
」
（
も

ち
ろ
ん
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
が
正
し
い
（
よ
り
も
、
「
市
民
的
な
都
市
社
会

主
義
を
主
張
し
た
ウ
ェ
ッ
ブ
」
に
近
い
と
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ッ
ブ
が
「
市
民

的
な
」
都
市
社
会
主
義
を
主
張
し
た
の
か
と
い
う
点
は
議
論
の
余
地
が
あ

る
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
著
者
は
次
の
第
十
二
章
で
「
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
と

集
産
主
義
」を
論
じ
て
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
Ｗ
・
ク
ラ
ー
ク
と
Ｓ
・
ウ
ェ
ッ

ブ
を
、
協
会
の
「
市
民
派
」
と
「
統
制
派
」
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
紹

介
し
て
い
る
。
著
者
は
、
ク
ラ
ー
ク
が
「
市
民
的
道
徳
の
観
点
」
を
有
し

て
い
た
と
み
る
一
方
で
、
ウ
ェ
ッ
ブ
の
主
張
を
通
説
の
よ
う
に
官
僚
主
義

的
で
機
能
主
義
的
と
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
ウ
ェ
ッ
ブ
は
そ
も
そ
も
「
市

民
的
な
」
都
市
社
会
主
義
を
唱
道
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
の
記
述
を
仔
細
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
し
ば
し
ば
気

に
な
る
表
現
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
の
一
例
と
し
て
、
マ
ロ
ッ

ク
批
判
で
も
使
わ
れ
て
い
る
「
市
民
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
こ
こ
で
取
り

上
げ
た
い
。
著
者
は
こ
の
形
容
詞
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
あ
ま
り

に
も
安
易
に
使
用
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ホ
ブ
ス
ン
は
「
人
間
福

祉
」
実
現
の
た
め
の
政
策
と
し
て
「
政
府
や
自
治
体
」
の
「
公
共
的
（
市

民
的
な
（
」
管
理
を
求
め
、「
市
民
的
な
改
良
思
想
に
導
か
れ
た
政
策
介
入
」

を
主
張
し
た
の
で
あ
り
、こ
う
し
た
主
張
は
「
市
民
的
な
政
治
的
介
入
（
参

加
（
」
と
い
う
政
治
的
視
点
を
含
ん
で
い
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
市

民
的
な
管
理
や
市
民
的
な
改
良
思
想
と
は
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の

か
。こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
市
民
の
自
主
的
な
参
加
」
に
よ
っ

て
介
入
が
実
践
さ
れ
る
過
程
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
し
、
そ
の
場
合
に
は

ホ
ブ
ス
ン
の
民
主
主
義
観
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た

著
者
に
よ
れ
ば
、
ホ
ブ
ス
ン
や
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
立
場
は
、
帝
国
主
義
を
批

判
す
る
「
市
民
的
な
自
由
平
和
主
義
と
い
う
国
際
的
新
自
由
主
義
」
で
あ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
そ
も
そ
も
日
本
語
と

し
て
お
か
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
「
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
と
ホ
ブ
ス
ン
の
新
自
由
主

義
に
は
大
企
業
の
時
代
の
市
民
的
で
理
性
的
な
、
現
実
的
国
際
主
義
が
貫

徹
し
て
い
る
」
と
い
う
一
文
も
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の

一
九
○
一
年
の
著
書
『
進
化
の
な
か
の
マ
イ
ン
ド
』
は
「
社
会
倫
理
の
社

会
学
、
い
わ
ば
市
民
道
徳
を
解
明
す
る
」
書
物
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
部

分
も
意
味
不
明
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
著
者
は
ど
う
や
ら

「
社
会
倫
理
の
社
会
学
」
と
「
市
民
道
徳
」
と
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
み

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
こ
の
著
書
は
動
物
の
観

察
を
参
考
に
し
な
が
ら
人
間
の
マ
イ
ン
ド
が
高
度
な
発
展
段
階
へ
と
進
化

し
て
ゆ
く
過
程
を
精
緻
に
辿
っ
た
心
理
学
的
な
書
物
で
あ
っ
て
、
「
社
会

倫
理
」
、
「
市
民
道
徳
」
の
問
題
は
ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
著
者
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は
本
当
に
こ
の
書
物
を
読
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
点
に
加
え
て
、
残
念
な
こ
と
に
本
書
に
は
イ
ギ
リ
ス
思
想

史
の
研
究
者
に
よ
っ
て
簡
単
に
気
付
か
れ
る
よ
う
な
、
固
有
名
詞
の
誤
っ

た
表
記
が
多
く
あ
る
。
前
述
し
た
マ
ロ
ッ
ク
の
フ
ル
ネ
ー
ム
を
著
者
は

「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ム
レ
ル
・
マ
ロ
ッ
ク
」
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
「

ウ

ィ

リ

ア

ム
・

ハ

レ

ル
・

マ

ロ

ッ

ク
（W

illiam
 H

urrell 

M
allock

（
」
が
正
し
い
。
ま
た
六
八
頁
の
「
ケ
イ
ム
ズ
」
は
明
ら
か
に
「
ケ

ア
ン
ズ
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
○
三
頁
の
「
Ｊ
・
Ａ
・
ミ
ル
」

と
い
っ
た
箇
所
に
い
た
っ
て
は
、
呆
れ
て
言
葉
も
出
な
い
。
本
書
に
は
は

た
し
て
校
正
の
過
程
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
疑
い
た
く
も
な

る
。

　

も
ち
ろ
ん
内
容
的
に
興
味
深
い
論
点
が
皆
無
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
評
者
に
と
っ
て
最
も
興
味
深
か
っ
た
部
分
は
、
補
論
二
＝
第
八
章

の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
異
端
の
経
済
学
者
」
で
あ
っ
た
。
特
に
著
者
に

よ
る
ホ
ブ
ス
ン
の
出
身
地
の
訪
問
の
成
果
で
あ
る
、
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
の
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
二
本
の
匿
名
論

文
の
存
在
の
指
摘
は
非
常
に
有
り
難
い
も
の
で
あ
る
。

　

ま
だ
述
べ
て
お
き
た
い
点
が
多
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
紙
幅
が
尽
き
た
。

こ
れ
ま
で
さ
ん
ざ
ん
疑
問
点
を
指
摘
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
ホ
ブ
ス
ン
の

思
想
を
人
間
福
祉
の
経
済
学
と
し
て
捉
え
よ
う
す
る
研
究
視
角
は
け
っ
し

て
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
評
者
は
考
え
る
。
本
書
で
提
起
さ
れ
た
種
々
の

論
点
を
建
設
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
評
者
を
含
む
ニ
ュ
ー
・
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
研
究
者
の
責
務
で
あ
ろ
う
。

 

（
お
ざ
き
・
く
に
ひ
ろ
／
経
済
思
想
（

　

書
評　

『
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想 

 
 

―
―
「
超
国
家
」
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

』

（
福
家
崇
洋
著
、
人
文
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

山
泉
進

　

一
九
七
〇
年
代
の
前
半
、
私
が
大
学
院
生
で
あ
っ
た
頃
に
は
、
北
一
輝

や
権
藤
成
卿
、
あ
る
い
は
橘
孝
三
郎
が
も
て
は
や
さ
れ
、
他
方
で
は
柳
田

国
男
の
再
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
。
同
世
代
の
な
か
に
も
、
高
畠
素
之
や

石
川
準
十
郎
の
国
家
社
会
主
義
を
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
と
す
る
院
生
も
い

た
。
長
髪
に
サ
ン
グ
ラ
ス
、
マ
ル
ク
ス
と
『
我
が
闘
争
』
を
読
み
、
雑
誌
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『
情
況
』
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
い
れ
て
「
右
翼
」
学
生
が
キ
ャ
ン
パ
ス
を
闊
歩

し
て
い
た
。
三
島
由
紀
夫
の
自
決
、
連
合
赤
軍
事
件
が
あ
り
、
一
九
八
三

年
、
浅
田
彰
の
『
構
造
と
力
』
が
反
響
を
よ
ん
で
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
様

相
は
一
変
し
た
。
著
者
が
「
あ
と
が
き
」
に
記
し
て
い
る
、
田
中
真
人
が

著
者
に
向
か
っ
て
発
し
た
と
さ
れ
る
言
葉
「
君
は
あ
の
こ
ろ
の
亡
霊
だ
」

は
、
ま
さ
し
く
私
た
ち
が
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
実
感
し
た
光
景
か
ら
の
発
言

で
あ
る
。
田
中
自
身
、
左
翼
運
動
を
経
験
し
、
左
翼
雑
誌
『
現
代
の
眼
』

を
発
行
し
て
い
た
現
代
評
論
社
か
ら
『
高
畠
素
之
』
（
一
九
七
八
（
を
出
版

し
て
話
題
を
よ
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
は
た
し
て
「
亡
霊
」
は
蘇
え
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
彷
徨
っ
て
い
る
の
か
。

　

さ
て
、
本
書
は
序
章
と
終
章
を
除
い
て
九
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
独
立
し
た
論
文
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

い
て
全
体
的
に
「
戦
間
期
」
を
通
史
的
に
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
体
裁
に
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
研
究
書
と
し
て
の
密
度
が
高
い
と
い
う
評
価
が
で
き
よ

う
。
各
章
の
テ
ー
マ
と
論
述
と
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章

は
「
『
愛
国
』
へ
の
普
通
選
挙
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
一
九
一
三
年
に
、

石
田
友
治
と
茅
原
崋
山
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
『
第
三
帝
国
』
で
展
開
さ

れ
た
普
通
選
挙
請
願
運
動
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た

鈴
木
正
吾
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
そ
の
「
新
愛
国
主
義
」
に
お
け
る
自
己

と
国
家
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
。
第
二
章
は
「
普
通
選
挙
と
人
種
改
善
」

と
題
さ
れ
て
、
雑
誌
『
二
十
世
紀
』
（
一
九
一
四
年
創
刊
（
、
『
新
公
論
』
で

展
開
さ
れ
た
岡
悌
治
の
選
挙
権
拡
張
論
と
純
民
会
の
活
動
を
と
り
あ
げ
る
。

ま
た
、
岡
の
「
人
性
」
研
究
と
人
種
改
善
論
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
三
章

は
、「
『
国
家
』
へ
の
解
放
」
と
題
し
て
、
北
原
龍
雄
の
思
想
と
行
動
を
テ
ー

マ
と
す
る
。
『
新
理
想
主
義
』
（
一
九
一
六
年
創
刊
（
で
の
普
選
運
動
、
「
資

本
国
有
・
軍
備
拡
張
・
普
通
選
挙
」
か
ら
な
る
「
第
二
維
新
論
」
、
自
由

倶
楽
部
に
お
け
る
社
会
主
義
者
と
の
交
流
、
売
文
社
へ
の
入
社
、
『
亜
細

亜
時
論
』
（
一
九
一
七
年
創
刊
（
に
お
け
る
黒
龍
会
と
の
関
係
、
あ
る
い
は

老
壮
会
へ
の
参
加
と
『
国
家
社
会
主
義
』
（
一
九
一
九
年
創
刊
（
で
の
「
国

家
社
会
主
義
」
論
、
等
々
と
内
容
は
豊
富
で
あ
る
。
第
四
章
は
「
老
壮
会

の
『
共
同
』
」
と
題
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
老
壮
会
の
全
体
像
に
迫
っ
て
い
る
。
老
壮
会
は
、
一
九
一
八
年
満
川
亀

太
郎
を
世
話
人
と
し
て
結
成
さ
れ
た
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
改
造
団

体
連
絡
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
結
成
に
い

た
る
満
川
亀
太
郎
の
活
動
、
黎
明
会
と
の
関
係
、
高
畠
素
之
ら
の
国
家
社

会
主
義
者
や
島
中
雄
三
ら
の
文
化
学
会
と
の
関
係
、
角
田
清
彦
の
純
労
会

あ
る
い
は
自
由
労
働
者
組
合
と
機
関
誌
『
自
由
労
働
者
』
（
一
九
二
〇
年
創

刊
（
、
日
本
労
働
党
（
一
九
一
九
年
結
党
（
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
老

壮
会
は
、
三
年
を
超
え
て
存
続
し
、
そ
の
間
四
十
四
回
の
会
合
が
も
た
れ
、

の
べ
五
百
人
が
参
加
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
散
時
や
理
由
に
つ
い

て
も
不
明
で
あ
る
が
、
た
だ
一
九
二
〇
年
代
の
社
会
運
動
の
「
分
離
の
時

代
」
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。
新
資
料
を
発
掘
し
て

の
意
欲
的
な
章
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
四
章
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
研
究
の
再
検
証
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　

以
下
の
章
は
、
従
来
の
「
総
力
戦
体
制
」
研
究
へ
の
問
題
提
起
と
さ
れ

る
。
第
五
章
は
「
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の
衝
撃
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
一
九

二
二
年
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
率
い
た
国
家
フ
ァ
シ
ス
タ
党
の
ロ
ー
マ
進
軍

と
政
権
掌
握
が
、
日
本
の
社
会
運
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
テ
ー
マ
と
す
る
。



191　●　〈書　評〉

『
改
造
』
（
一
九
二
二
年
五
月
号
（
は
、
「
新
興
及
び
反
動
社
会
運
動
批
判
」

を
特
集
し
、
新
居
格
や
室
伏
高
信
た
ち
が
執
筆
し
た
。
ま
た
『
日
本
及
日

本
人
』
や
『
国
本
』
に
は
、
太
田
耕
造
や
満
川
亀
太
郎
の
論
説
が
掲
載
さ

れ
た
。
「
反
動
」
の
代
名
詞
と
さ
れ
た
大
日
本
国
粋
会
や
大
和
民
労
会
に

続
き
、
一
九
二
三
年
高
畠
素
之
と
上
杉
慎
吉
に
よ
り
経
綸
学
盟
が
結
成
さ

れ
た
。
他
方
で
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
評
価
も
国
内
に
持
ち

込
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
に
言
及
す
る
。
第
六
章
は
「
『
情
意
』
と
心
理
革
命
」

と
し
て
、
高
畠
素
之
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
を
考
察
す
る
。
高
畠
が
、
ム
ッ
ソ

リ
ー
ニ
の
主
張
の
な
か
に
政
治
的
集
権
主
義
と
経
済
的
分
権
主
義
と
の
矛

盾
を
指
摘
し
た
こ
と
、
ま
た
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に
お
け
る
福
士
幸
次
郎

と
の
「
皇
室
中
心
主
義
」
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
を
と
り
あ
げ
、
高
畠
の
「
英

雄
崇
拝
論
と
看
板
心
理
」
へ
と
言
及
し
て
い
く
。
第
七
章
は
「
右
派
社
会

運
動
と
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
」
と
し
て
、
普
選
実
施
後
の
日
本
主
義
運

動
と
国
家
社
会
主
義
運
動
を
と
り
あ
げ
る
。
高
須
芳
次
郎
と
新
東
方
協
会
、

雑
誌
『
祖
国
』
と
『
日
本
時
代
』
の
創
刊
（
と
も
に
一
九
二
八
年
（
、
ま
た

北
昤
吉
の
祖
国
同
志
会
、
愛
国
大
衆
党
準
備
会
、
日
本
国
民
党
の
活
動
が

紹
介
さ
れ
る
。
他
方
で
、
一
九
二
八
年
末
に
お
け
る
高
畠
の
死
以
後
は
、

国
家
社
会
主
義
運
動
を
政
治
運
動
へ
と
導
い
て
い
く
、
津
久
井
龍
雄
の
急

進
愛
国
党
や
中
谷
武
世
の
愛
国
大
衆
党
の
動
き
が
あ
る
。
一
九
三
一
年
に

は
桜
会
に
よ
る
三
月
事
件
や
一
〇
月
事
件
と
よ
ば
れ
る
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー

計
画
が
発
覚
、
ま
た
安
達
謙
蔵
ら
に
よ
る
「
協
力
内
閣
」
運
動
、
右
派
社

会
運
動
も
こ
の
流
れ
の
な
か
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
。
全
日
本
愛
国
者
共

同
闘
争
協
議
会
と
『
興
民
新
聞
』
、
日
本
社
会
主
義
研
究
所
と
『
日
本
社

会
主
義
』
、
日
本
国
民
社
会
党
と
大
日
本
生
産
党
の
活
動
な
ど
が
と
り
あ

げ
ら
れ
る
。
こ
の
章
も
力
作
で
あ
る
。
第
八
章
は
「
「
現
実
的
革
命
主
義
」

へ
の
道
」
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
台
頭
が
及
ぼ
し
た
国
家
社

会
主
義
思
想
へ
の
影
響
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
。
石
川
準
十
郎
を
中
心
に
し

て
山
内
一
男
（
高
山
準
一
・
別
府
峻
介
（
、
北
上
兵
之
介
な
ど
の
論
評
が
紹

介
さ
れ
る
。
第
九
章
は
「
国
家
社
会
主
義
・
日
本
主
義
論
争
」
と
題
さ
れ

て
、
五
・
五
一
事
件
後
に
顕
在
化
す
る
国
家
社
会
主
義
と
日
本
社
会
主
義

と
の
対
立
を
と
り
あ
げ
る
。
新
日
本
国
民
同
盟
の
機
関
誌
『
国
民
思
想
』

（
一
九
三
二
年
創
刊
（
で
の
小
栗
慶
太
郎
に
よ
る
石
川
準
十
郎
ら
の
国
家
社

会
主
義
へ
の
批
判
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

終
章
で
は
、
本
書
の
意
図
が
ま
と
め
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

本
書
が
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
は
、
戦
間
期
に
お
け
る
「
個
人
と
国
家
と
の

あ
り
方
」
で
あ
り
、
「
国
家
へ
の
『
自
己
喪
失
』
と
国
家
へ
の
抵
抗
を
分

か
つ
も
の
、
ま
た
『
超
国
家
』
へ
の
契
機
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

か
」
（
三
六
九
頁
（
を
考
察
し
た
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
、
「
現
実
の
国
家
を
至
上
と
す
る

価
値
に
み
ず
か
ら
の
思
考
や
感
覚
、
そ
し
て
心
ま
で
も
が
埋
没
し
て
い
く

『
病
』
と
戦
う
す
べ
を
見
い
だ
す
」
（
三
七
六
頁
（
試
み
で
あ
る
と
総
括
さ

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
内
容
紹
介
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
問
題
関
心
の
鮮

明
さ
、
研
究
状
況
の
把
握
と
研
究
史
の
整
理
、
資
料
探
究
の
緻
密
さ
に
お

い
て
、
戦
間
期
の
国
家
社
会
主
義
思
想
を
中
心
に
し
た
右
派
社
会
運
動
を

全
体
的
に
ま
と
め
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
新
進
研
究
者
に
よ

る
意
欲
的
成
果
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
た
だ
一
つ
違
和
感
を
い
だ
い
た

の
は
、
橋
川
文
三
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
。
橋
川
文
三
の
指
摘
し
た
「
超
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国
家
主
義
」
に
近
代
国
家
を
超
え
る
契
機
を
見
つ
け
出
し
た
い
と
す
る
著

者
の
読
み
込
み
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
橋
川
の
日
本
浪
漫
派
体
験

の
内
在
的
克
服
と
い
う
課
題
は
、
私
か
ら
み
れ
ば
、
戦
後
の
思
想
史
的
課

題
で
あ
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
す
す
む
現
代
社
会
の
地
球
的
課
題
に
は

な
り
え
な
い
。
著
者
の
な
か
に
あ
る
、
社
会
運
動
に
つ
い
て
の
考
察
に
お

い
て
、
社
会
運
動
と
個
人
心
理
や
社
会
心
理
と
を
連
結
さ
せ
て
論
じ
た
い

と
い
う
意
図
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
橋
川
文
三
の
論

考
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
過
去
は
過
去
、
そ
こ
に
無

理
に
現
代
的
意
味
な
ど
見
出
す
必
要
は
な
い
、
と
い
う
研
究
ス
タ
ン
ス
も

重
要
で
あ
る
。
以
下
は
、
駄
弁
で
あ
る
。

　

か
つ
て
五
十
歳
を
越
え
た
頃
、
あ
と
何
年
、
研
究
活
動
を
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
人

に
よ
っ
て
違
い
が
あ
っ
て
、
決
ま
っ
た
法
則
な
ど
な
い
の
で
あ
る
が
、
二

十
代
、
三
十
代
の
頃
に
た
て
た
研
究
テ
ー
マ
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
が
実
現

可
能
か
と
い
う
不
安
感
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
が
死
ぬ
、
友
人

が
病
気
で
死
ぬ
、
研
究
テ
ー
マ
と
資
料
だ
け
が
残
さ
れ
る
。
研
究
者
と
し

て
、
自
分
は
何
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の
書
評
を

依
頼
さ
れ
た
と
き
、
大
学
の
「
雑
用
」
に
追
わ
れ
て
当
然
に
も
断
る
つ
も

り
で
メ
ー
ル
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
引
き
受
け

る
返
事
を
書
い
て
し
ま
っ
た
。
一
つ
に
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
ち
ょ
っ
と

興
味
を
も
っ
た
の
と
、
ま
た
一
つ
に
は
未
知
の
、
若
い
研
究
者
が
ど
う
い

う
風
に
研
究
を
し
て
い
る
の
か
、
い
わ
ば
研
究
の
最
前
線
を
知
り
た
い
と

い
う
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。
前
者
の
「
戦
間
期
」
に
つ
い
て
は
、
「
序
章
」

の
冒
頭
で
「
い
ま
な
ぜ
戦
間
期
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て
答
え
て
く
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
戦
間
期
」
を
、
一
九
一
〇
年
代
末
の
第
一
世

界
大
戦
後
か
ら
一
九
三
〇
年
代
ま
で
の
時
代
区
分
と
し
、
「
日
本
近
代
史

の
な
か
の
ひ
と
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
」
の
時
期
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
時
代
の
「
選
択
」
が
、
「
九
・
一

一
以
降
」
に
お
け
る
「
不
況
下
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
」
と
い
う

状
況
と
似
た
点
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
さ
て
お
き
、
そ

れ
以
上
に
研
究
史
的
な
分
析
視
点
が
私
に
は
説
得
的
で
あ
っ
た
。
と
い
う

の
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
」
と
一
九
九
〇
年

代
の
「
総
力
戦
体
制
研
究
」
を
パ
ラ
レ
ル
に
並
べ
て
、
「
戦
後
民
主
主
義
」

へ
の
評
価
軸
を
「
断
絶
」
か
「
連
続
」
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
整
理
し
た

う
え
で
、
そ
れ
ら
の
研
究
を
超
え
る
研
究
対
象
と
方
法
と
を
見
つ
け
出
し

た
い
と
い
う
問
題
提
起
と
し
て
答
え
て
く
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
い

え
ば
、
私
よ
り
も
三
十
歳
も
若
い
こ
の
世
代
の
人
た
ち
の
研
究
方
法
が
、

私
た
ち
の
世
代
の
そ
れ
と
は
質
的
に
違
っ
て
い
る
と
い
う
感
を
い
だ
か
さ

れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
文
献
検
索
が
飛
躍
的
に
情
報
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
可
能
に
し
て
い
る
せ
い
か
、
「
註
」
に
付
さ
れ
た
研
究
文
献
の
紹

介
は
、
私
に
は
「
超
人
的
」
で
す
ら
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
研
究
状

況
に
つ
い
て
は
教
え
ら
れ
る
点
が
多
か
っ
た
。
く
わ
え
て
、
著
者
の
資
料

発
掘
に
た
い
す
る
執
念
に
は
驚
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
思
想
史
研
究
は
、

と
も
す
れ
ば
実
証
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ

れ
ま
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
自
由
評
論
』
『
日
本
時
代
』
『
興

民
新
聞
』
『
急
進
』
『
日
本
社
会
主
義
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
論
評
を
丹
念

に
読
み
解
い
て
、
運
動
の
創
起
と
分
裂
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
的
相
違
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
証
す
る
。
く
わ
え
て
、
巻
末
の
「
資
料
編
」
に
、
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北
原
龍
雄
・
権
藤
誠
子
・
山
元
亀
次
郎
、
等
の
関
係
資
料
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
遺
族
を
訪
ね
て
「
足
」
で
歩
い
て
資
料
を
探
し
出
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

　

私
は
、
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
も
て
は
や
さ
れ
始
め
た
年
、
一
九
八

三
年
平
民
社
八
〇
年
を
期
し
て
反
時
代
的
な
研
究
組
織
、
初
期
社
会
主
義

研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
。
日
本
の
明
治
、
大
正
期
の
社
会
主
義
思
想
と
運

動
と
を
再
検
証
し
よ
う
と
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ

ン
の
壁
の
崩
壊
と
一
九
九
一
年
の
ソ
連
邦
の
解
体
と
は
、
予
想
を
こ
え
て

「
社
会
主
義
」
研
究
の
困
難
さ
を
現
実
的
な
も
の
に
し
た
。
今
年
は
、
「
大

逆
事
件
」
で
の
処
刑
か
ら
一
〇
〇
年
目
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
多

少
の
話
題
に
は
な
っ
て
も
、
研
究
面
に
お
い
て
さ
し
た
る
成
果
が
あ
っ
た

と
も
お
も
わ
れ
な
い
。
「
大
逆
事
件
」
後
の
「
冬
の
時
代
」
を
経
て
、
一

九
二
〇
年
日
本
社
会
主
義
同
盟
が
結
成
さ
れ
て
社
会
主
義
運
動
の
復
活
が

は
じ
ま
る
。
初
期
社
会
主
義
研
究
会
は
機
関
誌
『
初
期
社
会
主
義
研
究
』

（
二
〇
〇
七
（
で
、
日
本
社
会
主
義
同
盟
ま
で
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
著
者
が

対
象
と
す
る
時
代
と
は
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
堺
利
彦
や
山
川
均
、
大
杉

栄
、
高
畠
素
之
、
売
文
社
の
面
々
な
ど
に
つ
い
て
は
本
書
で
も
登
場
す
る

の
で
あ
る
が
、
「
社
会
主
義
」
と
い
う
側
面
か
ら
の
私
の
考
察
と
、
著
者

の
問
題
提
起
と
が
ど
こ
で
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
に
は
、
い

く
つ
か
の
研
究
上
の
媒
介
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、

「
亡
霊
」
に
は
い
ま
だ
墓
碑
銘
が
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
、
こ
れ
が
私
の

感
想
で
あ
る
。

 

（
や
ま
い
ず
み
・
す
す
む
／
明
治
社
会
主
義
（

　

書
評　

『
浜
口
雄
幸
と
永
田
鉄
山
』

（
川
田
稔
著
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
九
年
）

梅
森
直
之

　

本
書
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
の

日
本
の
政
治
史
の
特
質
と
そ
の
問
題
点
を
、
浜
口
雄
幸
と
永
田
鉄
山
と
い

う
二
人
の
人
物
の
思
想
と
行
動
に
焦
点
を
当
て
、
描
き
出
そ
う
と
し
た
試

み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
本
書
を
評
価
す
る
基
準
は
、
次
の

二
つ
の
レ
ベ
ル
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
浜
口
な
ら
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び
に
永
田
と
い
う
個
人
に
対
す
る
理
解
と
評
価
の
妥
当
性
が
検
討
さ
れ
る

と
同
時
に
、
当
該
の
時
代
を
描
き
出
す
う
え
で
、
浜
口
な
ら
び
に
永
田
と

い
う
対
象
を
選
択
し
た
歴
史
認
識
の
有
効
性
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
序
論
に
あ
た
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、
浜
口
と
永
田
が
な
ぜ
重
要

か
を
論
じ
た
の
ち
、
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
、
浜
口
の
外
交
と
内
政

に
対
す
る
基
本
構
想
を
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
前
任
者
で
あ
る
田
中
義
一
政
友

会
内
閣
と
の
対
比
に
お
い
て
、
一
九
二
七
年
か
ら
の
立
憲
民
政
党
総
裁
と

し
て
の
活
動
、
な
ら
び
に
一
九
二
九
年
七
月
か
ら
一
九
三
一
年
四
月
ま
で

の
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
活
躍
を
中
心
に
分
析
す
る
。
続
く
第
三
章
、

第
四
章
、
第
五
章
に
お
い
て
は
、
陸
軍
中
央
の
中
堅
幕
僚
層
の
思
想
・
運

動
の
特
質
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
一
九
三
五
年
に
か
け
て
の
永
田
鉄

山
の
動
き
を
中
心
に
、
そ
う
し
た
浜
口
の
基
本
構
想
と
の
対
比
に
お
い
て

分
析
さ
れ
て
い
く
。
最
後
に
付
せ
ら
れ
た
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
両
者
の
思

想
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
、
本
書
全
体
の
ま
と
め
と

さ
れ
て
い
る
。
文
章
は
、
総
じ
て
簡
潔
で
読
み
や
す
く
、
ま
た
著
者
自
身

の
歴
史
認
識
の
提
示
も
明
快
に
行
わ
れ
て
い
る
。
錯
綜
す
る
こ
の
時
代
の

政
治
史
を
、
浜
口
と
永
田
と
い
う
二
つ
の
個
性
に
代
表
さ
れ
た
外
交
・
内

政
の
基
本
構
想
の
対
立
と
し
て
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
、
読
者
に
、
こ
の

時
代
が
有
し
た
可
能
性
と
限
界
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
明
確
な
解
釈
を
提
示

し
よ
う
と
す
る
本
書
の
試
み
は
、
十
分
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
も
の
と
評

価
し
て
よ
い
。

　

著
者
は
、
み
ず
か
ら
の
歴
史
叙
述
の
起
点
を
、
一
九
二
八
年
六
月
の
張

作
霖
爆
殺
事
件
に
求
め
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
基
本
的
な
対
外
構
想
の
か

た
ち
を
、
以
下
の
四
つ
の
類
型
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
田
中

首
相
な
ら
び
に
政
友
会
主
流
の
構
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
長
城
以
南
の
中

国
本
土
に
つ
い
て
は
、
国
民
政
府
に
よ
る
統
治
を
容
認
し
、
満
蒙
に
つ
い

て
は
、
張
の
勢
力
を
温
存
し
、
日
本
の
権
益
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
論
ん

だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
は
、
浜
口
民
政
党
の
構
想
で
あ
り
、
国
民

政
府
に
よ
る
満
蒙
を
含
め
た
中
国
統
一
を
基
本
的
に
容
認
す
る
姿
勢
を

と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
三
の
立
場
を
代
表
す
る
関
東
軍
首
脳
は
、
張

の
排
除
と
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
実
権
掌
握
下
で
の
自
治
的
独
立
政
権
樹

立
を
目
論
む
、
い
わ
ゆ
る
満
蒙
分
離
論
を
主
張
し
、
さ
ら
に
こ
れ
に
第
四

の
立
場
で
あ
る
永
田
ら
一
夕
会
陸
軍
中
堅
幕
僚
層
が
、
満
蒙
に
日
本
の
完

全
な
政
治
権
力
を
確
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
満
蒙
領
有
論
の
実
現
に
向
け

て
動
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
路
線
の
う
ち
、

浜
口
ら
民
政
党
が
主
張
し
て
い
た
国
民
政
府
に
よ
る
全
土
統
一
容
認
論
が

主
流
か
つ
現
実
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
に
永
田
ら
一
夕
会
系
陸
軍
中
堅
幕

僚
層
の
満
蒙
領
有
論
が
、
潜
在
的
な
か
た
ち
で
対
抗
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
述
べ
る
。

　

浜
口
と
永
田
の
基
本
構
想
の
根
本
的
な
差
異
は
、
本
書
に
お
け
る
中
心

的
な
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
浜
口
の
対
外
構
想
に
関
し
て
は
、
そ
の
国

際
協
調
と
対
中
融
和
と
い
う
基
本
姿
勢
が
、
中
国
の
関
税
自
主
権
の
承
認

や
、
不
戦
条
約
の
批
准
、
さ
ら
に
は
海
軍
軍
縮
条
約
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ

る
具
体
的
対
応
を
通
し
て
検
証
さ
れ
て
い
き
、
ま
た
そ
の
内
政
構
想
に
関

し
て
は
、
国
際
的
平
和
協
調
路
線
の
な
か
で
国
際
的
経
済
競
争
力
を
強
化

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
取
り
組
ま
れ
た
金
解
禁
を
含
む
財
政
の
緊
縮
整
理

な
ら
び
に
産
業
合
理
化
政
策
へ
の
取
り
組
み
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
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に
対
し
、
永
田
の
対
外
構
想
に
関
し
て
は
、
日
本
民
族
の
生
存
権
の
確
保

と
い
う
目
的
に
向
け
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
対
中
国
に
対
す
る
強
硬
姿
勢
が
、

国
際
連
盟
の
有
効
性
に
対
す
る
否
定
的
評
価
と
と
も
に
、
浜
口
と
対
比
的

に
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
内
政
に
対
す
る
姿
勢
は
、
一
貫
し
て
国
家

総
力
戦
体
制
の
構
築
に
向
け
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
人
員
の
有
効

な
「
統
制
按
配
」
と
と
も
に
、
国
民
に
対
し
て
極
度
の
「
犠
牲
的
奉
公
心
」

を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、

当
該
時
期
の
政
治
を
動
か
し
て
ゆ
く
主
要
な
原
動
力
が
、
浜
口
と
永
田
に

代
表
さ
れ
る
二
つ
の
相
異
な
る
外
交
と
内
政
構
想
の
対
立
に
求
め
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
著
者
自
身
の
当
該
時
期
に
関
す
る
歴
史
認
識
の

表
明
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

浜
口
と
永
田
と
い
う
ア
ク
タ
ー
に
対
す
る
こ
う
し
た
性
格
付
け
は
、
大

枠
に
お
い
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
と
い
え
る
が
、
個
々
の
具
体
的
な

記
述
に
お
い
て
は
、
随
所
に
カ
ウ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
ュ
イ
テ
ィ
ブ
な
洞
察
が

見
ら
れ
精
彩
に
富
む
。
と
り
わ
け
、
浜
口
の
外
交
・
内
政
政
策
に
関
し
て

付
さ
れ
た
以
下
の
よ
う
な
指
摘
（
「
現
行
憲
法
の
戦
争
放
棄
規
定
は
、
一
般
に
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
反
省
か
ら
初
め
て
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
が
ち
だ

が
、
じ
つ
は
戦
前
政
党
政
治
の
時
期
に
日
本
自
身
も
加
わ
っ
て
締
結
さ
れ
た
国
際

条
約
を
ひ
と
つ
の
重
要
な
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
」
（
本
書
六
六
頁
（
、
「
近
年
、
近

代
日
本
に
お
け
る
産
業
構
成
の
高
度
化
は
、
国
家
総
力
戦
の
要
請
に
よ
っ
て
、
す

な
わ
ち
戦
争
の
要
請
に
よ
っ
て
、
初
め
て
果
た
さ
れ
た
と
の
見
方
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
産
業
構
成
高
度
化
の
方
向
と
そ
の
推
進
は
、
す
で
に
浜
口
内
閣
に
よ
っ

て
、
国
際
的
平
和
協
調
路
線
の
な
か
で
、
国
際
的
経
済
競
争
力
の
強
化
の
要
請
か

ら
着
手
さ
れ
て
い
た
」
（
本
書
七
五
頁
（
（
、
も
し
く
は
、
永
田
の
総
力
戦
構
想

に
付
せ
ら
れ
た
以
下
の
注
釈
（
「
一
般
に
国
家
総
力
戦
の
観
点
か
ら
、
個
人
の

強
制
的
同
質
化
が
推
し
進
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
は
個
人
が
機
械
の
よ
う
に

従
順
に
行
動
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し

永
田
に
お
い
て
は
、
そ
れ
で
は
実
際
に
は
総
力
戦
に
対
応
で
き
な
い
と
み
て
お
り
、

国
家
的
要
請
へ
の
強
い
主
体
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
て
い
た
」
（
本
書

一
二
五
頁
（
（
は
、
当
該
時
期
と
現
代
政
治
と
の
連
続
性
を
考
え
る
う
え
で

も
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
と
い
い
う
る
。

　

「
こ
れ
ま
で
戦
間
期
政
党
政
治
に
つ
い
て
、
そ
の
内
実
は
脆
弱
な
も
の

で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
種
々
の
困
難
に
直
面
し
簡
単
に
自
壊
し

た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
の
研
究
で
、
じ
つ
は
そ
の
体
制
は
か
な

り
強
固
な
も
の
で
、
内
外
関
係
を
ふ
く
め
相
当
の
安
定
性
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
第

一
次
大
戦
以
後
の
安
全
保
障
や
革
命
中
国
へ
の
対
応
な
ど
を
ふ
く
め
、
か

な
り
明
確
な
構
想
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
陸

軍
を
中
心
と
す
る
反
対
勢
力
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
突
き
崩
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
本
書
一
四
三
頁
（
。
著
者
は
、
本
書
の
中

間
考
察
と
し
て
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
政

党
政
治
を
最
も
徹
底
さ
せ
た
と
さ
れ
る
浜
口
の
構
想
と
、
一
夕
会
の
中
心

人
物
で
あ
っ
た
永
田
の
構
想
と
の
相
克
は
、
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
」
と

論
ず
る
。
当
該
時
期
の
政
治
対
立
の
基
軸
を
、
浜
口
構
想
と
永
田
構
想
と

の
対
立
に
求
め
る
こ
う
し
た
著
者
の
歴
史
認
識
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

当
該
時
期
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
立
と
し
て
分
析
し
て
き

た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
歴
史
認
識
の
内
側
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
同
時
に
、
著
者
が
当
該
時
期
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、「
フ
ァ
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シ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
ま
っ
た
く
使
用
し
て
い
な
い
点
は
注
目
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
本
書
は
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語

抜
き
の
一
種
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
、
歴
史
を
専

門
と
す
る
読
者
に
与
え
る
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。

　

当
該
時
期
を
、
議
会
政
治
と
軍
部
政
治
と
の
対
立
を
基
軸
と
し
て
分
析

す
る
著
者
の
歴
史
認
識
に
対
し
て
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

日
本
的
形
態
と
規
定
し
た
戸
坂
潤
の
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
の
批
判

が
直
ち
に
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戸
坂
は
、
一
九
三
六
年
二
月

中
旬
の
時
点
で
の
議
会
政
治
を
と
ら
え
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
併
し
今
日
の
日
本
の
議
会
制
度
は
、
ま
だ
議
会
制
度
と
し
て
も
事
実
上

可
な
り
の
程
度
に
ま
で
〔
フ
ァ
ッ
シ
ョ
〕
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
平
行
し

て
、
こ
の
制
度
そ
の
も
の
が
政
治
的
自
由
主
義
と
は
殆
ん
ど
独
立
な
も
の

に
転
化
し
て
了
っ
て
い
る
。
政
府
や
官
僚
や
軍
閥
が
議
会
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア

政
党
の
自
由
主
義
を
抑
制
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
事
な
こ
と
に

は
、
議
会
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
そ
の
も
の
が
、
議
会
制
度
の
名
目
と
、
又

実
際
に
は
或
る
程
度
ま
で
の
実
質
と
に
も
拘
ら
ず
、
そ
う
い
う
政
治
形
式

と
は
独
立
に
、
自
由
主
義
で
は
な
く
て
他
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
之
は

云
わ
ば
議
会
制
度
を
採
用
し
た
処
の
一
種
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
」
。

す
な
わ
ち
戸
坂
は
、
当
時
の
議
会
を
、
「
官
僚
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
「
ミ

リ
タ
リ
ー
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
表
面
的
に
は
対
立
し
つ
つ
、
基
本
的
に
は

そ
れ
を
補
完
す
る
重
要
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
一
要
素
と
見
な
し
て
い
た
。
戸

坂
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
浜
口
と
永
田
の
「
対
立
」
と
し
て
当
該
時
期
を

特
徴
づ
け
る
歴
史
認
識
の
妥
当
性
は
、
日
本
の
議
会
制
度
の
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ

化
」
と
い
う
現
象
と
、
そ
れ
に
向
け
て
演
じ
ら
れ
た
浜
口
の
役
割
の
解
釈

に
依
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

戸
坂
自
身
は
、『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
理
解
を
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
「
独
占
資
本
主
義
が
帝

国
主
義
化
し
た
場
合
、
こ
の
帝
国
主
義
の
矛
盾
を
対
内
的
に
は
強
権
に

よ
っ
て
蔽
い
、
か
つ
対
外
的
に
は
強
力
的
に
解
決
出
来
る
よ
う
に
見
せ
か

け
る
た
め
に
、
小
市
民
層
に
該
当
す
る
広
範
な
中
間
層
が
或
る
国
内
並
び

に
国
際
的
な
政
治
事
情
に
よ
っ
て
社
会
意
識
の
動
揺
を
受
け
た
の
を
利
用

す
る
政
治
機
構
が
、
取
り
も
直
さ
ず
フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
無
産
者
の

独
裁
に
対
し
て
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
露
骨
な
支
配
に
対
し
て
も
情
緒
的

に
信
念
を
失
っ
た
中
間
層
が
情
緒
的
に
自
分
自
身
の
利
害
だ
と
幻
想
す
る

処
の
も
の
を
利
用
し
て
、
終
局
に
於
て
大
金
融
資
本
主
義
の
延
長
と
い
う

成
果
を
収
め
る
の
に
成
功
し
そ
う
に
見
え
る
比
較
的
有
利
な
手
段
が
之
な

の
で
あ
る
」
。
戸
坂
の
こ
う
し
た
議
論
を
含
め
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
定
義

を
め
ぐ
っ
て
は
、
専
門
家
の
あ
い
だ
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の
対
立
が
あ

り
、
日
本
に
お
け
る
当
該
時
期
の
政
治
現
象
を
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う

用
語
で
説
明
す
る
こ
と
の
有
効
性
に
か
ん
し
て
は
、
と
り
わ
け
政
治
史
研

究
者
の
あ
い
だ
に
有
力
な
反
論
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
戸
坂
の
よ
う
な
同
時
代
の
フ
ァ
シ
ズ

ム
批
判
者
に
よ
っ
て
き
り
ひ
ら
か
れ
た
重
要
な
視
点
は
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」

の
概
念
規
定
を
め
ぐ
る
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
政
治
と
社
会
を

一
体
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
そ
の
方
法
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

「
ど
の
社
会
思
想
も
、
そ
の
思
想
体
系
・
運
動
様
式
・
社
会
的
地
盤
・

主
体
（
思
想
乃
至
運
動
を
担
う
担
い
手
（
と
の
四
つ
の
主
な
点
か
ら
観
察
さ
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れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
戸
坂
は
、
日
本
に
お
け
る
当
該
時
期
の
社
会
思
想
を

分
析
す
る
に
あ
た
り
、
み
ず
か
ら
の
方
法
論
的
原
則
を
こ
の
よ
う
に
定
式

化
し
た
。
こ
う
し
た
原
則
に
照
ら
し
た
場
合
、
本
書
の
分
析
を
通
じ
て
著

者
が
成
し
遂
げ
た
の
は
、
浜
口
と
永
田
の
外
交
と
内
政
に
関
す
る
構
想
を
、

「
思
想
体
系
・
運
動
様
式
・
主
体
」
と
い
う
三
つ
の
視
覚
か
ら
分
析
し
、

そ
の
対
立
点
を
明
瞭
に
析
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
対
立
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
の
社
会

的
地
盤
に
関
連
さ
せ
つ
つ
考
察
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
本
書
に
お
い
て
稀

薄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浜
口
と
永
田
の
構
想
の
対
立
と
い
う
本
書

の
問
題
設
定
が
、
当
該
時
期
の
日
本
の
政
治
状
況
の
理
解
に
お
い
て
、
ど

の
程
度
の
広
が
り
と
深
さ
を
も
ち
う
る
か
は
、
こ
の
社
会
的
地
盤
の
分
析

を
抜
き
に
し
て
は
語
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
浜
口
と
永
田
の
対
立
を
、

国
際
協
調
主
義
と
戦
争
不
可
避
論
と
の
、
あ
る
い
は
政
党
政
治
と
軍
部
主

導
と
の
「
究
極
の
対
立
」
と
見
な
す
の
か
、
あ
る
い
は
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
」

と
い
う
巨
大
な
歴
史
的
う
ね
り
の
な
か
で
の
一
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
見
な
す

の
か
。
両
者
の
対
立
の
今
日
的
意
義
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と

い
う
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
の
問
い
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
適
切
に
応
答
す

る
た
め
に
は
、
当
該
時
期
か
ら
現
代
に
い
た
る
日
本
の
社
会
構
造
と
そ
の

変
容
に
関
す
る
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
著
者
の
川
田
稔
氏
は
、
柳
田
国
男
の
研
究
者
と
し
て
も

多
く
の
業
績
で
知
ら
れ
て
い
る
研
究
者
で
あ
る
。
一
読
者
と
し
て
期
待
し

た
い
の
は
、
本
書
の
よ
う
な
政
治
史
的
分
析
を
、
柳
田
民
俗
学
と
節
合
し

て
い
く
よ
う
な
、
著
者
自
身
の
思
想
史
的
解
釈
の
提
示
で
あ
る
。
本
書
が

主
題
と
し
た
浜
口
と
永
田
の
対
立
を
柳
田
的
な
視
座
か
ら
と
ら
え
直
す
よ

う
な
歴
史
認
識
の
う
ち
に
、
当
該
時
期
に
対
す
る
真
に
革
新
的
な
歴
史
叙

述
の
可
能
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
本

書
は
、
初
学
者
向
け
の
歴
史
入
門
書
と
い
う
形
式
を
取
り
つ
つ
も
、
豊
か

な
理
論
的
可
能
性
を
秘
め
た
、
論
争
の
書
で
も
あ
る
。

 

（
う
め
も
り
・
な
お
ゆ
き
／
日
本
政
治
思
想
史
（
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評　

『
戦
時
下
の
経
済
学
者
』

（
牧
野
邦
昭
著
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）

柳
澤　

治

　

本
書
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
と
重
な
り
な
が
ら
い
わ
ゆ
る
総
力
戦
が

準
備
さ
れ
か
つ
現
実
の
問
題
と
な
る
、
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
日
中
戦
争
（
一

九
三
七
年
勃
発
（
・
第
二
次
大
戦
に
い
た
る
時
期
の
日
本
の
経
済
学
者
の
行

動
を
社
会
史
的
に
叙
述
し
た
書
物
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
よ
う
。

　

序
章
「
河
上
肇
と
第
一
次
大
戦
」
、
第
一
章
「
陸
海
軍
と
経
済
学
者
」
、

第
二
章
「
経
済
新
体
制
を
め
ぐ
っ
て
」
、
第
三
章
「
思
想
戦
の
な
か
の
経

済
学
」
、
第
四
章
「
『
近
代
経
済
学
』
の
誕
生
」
、
終
章
「
高
橋
亀
吉
と
第

二
次
大
戦
」
。

　

上
記
の
諸
章
の
う
ち
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
「
戦
時
下
の
経
済
学
者
」
の

「
戦
時
下
」
に
最
も
対
応
す
る
内
容
は
、
第
一
章
、
第
二
章
及
び
第
三
章

で
あ
る
。
第
一
章
は
、
日
中
戦
争
開
始
後
、
一
九
三
九
年
に
陸
軍
の
な
か

に
つ
く
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
陸
軍
秋
丸
機
関
（
陸
軍
省
主
計
課
別
班
（
と
、
海

軍
の
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
関
与
し
た
経
済
学
者
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
有
沢
広
巳
（
も
と
東
京
帝
大
（
・
中
山
伊
知
郎
（
東
京
商
大
（
・
武

村
忠
雄
（
慶
應
義
塾
大
（
・
宮
川
実
（
立
教
大
学
（
ら
が
関
係
し
た
秋
丸
機

関
は
、
脇
村
義
太
郎
「
学
者
と
戦
争
」
（
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
五
二
巻
三
号
、

一
九
九
八
年
（
な
ど
に
よ
っ
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

著
者
牧
野
氏
は
そ
れ
ら
の
成
果
を
要
領
よ
く
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
関
連

文
献
を
調
査
し
、
同
機
関
に
関
係
し
た
経
済
学
者
の
広
が
り
と
、
人
間
関

係
を
細
部
に
わ
た
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
。
大
川
一
司
・
塩
野
谷
九
十
九
・

森
田
優
三
な
ど
の
経
済
学
者
や
蠟
山
政
道
・
木
下
半
治
ら
の
政
治
学
者
、

石
田
文
次
郎
な
ど
京
都
帝
大
法
学
部
学
者
な
ど
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

海
軍
の
ブ
レ
ー
ン
組
織
に
関
し
て
も
、
本
書
は
兵
頭
徹
ら
の
最
近
の
歴

史
研
究
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
人
的
な
関
連
を
紹
介
し
て
い
る
。

一
九
四
〇
年
一
〇
月
に
発
足
し
た
研
究
会
「
国
防
経
済
研
究
会
」
に
は
、

永
田
清
（
慶
大
（
・
武
村
忠
雄
（
同
（
・
板
垣
与
一
（
東
京
商
大
（
・
大
河
内

一
男
（
東
京
帝
大
（
・
大
熊
信
行
（
高
岡
高
商
（
な
ど
が
参
加
し
た
。
海
軍

の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
は
、
ほ
か
に
岸
本
誠
二
郎
（
法
大
（
・
加
田
哲
二
（
慶
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大
（
・
中
山
伊
知
郎
・
谷
口
吉
彦
（
京
都
帝
大
（
ら
の
経
済
学
者
が
参
加
し

た
と
い
う
。

　

第
一
章
で
は
と
く
に
秋
丸
機
関
の
活
動
内
容
が
立
入
っ
て
説
明
さ
れ
て

い
る
。
著
者
は
有
沢
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
有
沢
の
戦

時
経
済
に
関
す
る
考
え
は
、
戦
争
に
よ
る
経
済
封
鎖
下
に
お
い
て
も
、
民

需
を
削
減
し
、
軍
需
品
生
産
の
基
礎
と
な
る
部
門
（
石
炭
、
鉄
鋼
（
の
生

産
を
拡
大
し
て
総
力
戦
を
戦
う
こ
と
は
、
短
期
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
長
期
に
及
べ
ば
国
民
生
活
を
圧
迫
し
経
済
を
内
部
か
ら
崩

壊
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
有
沢
の
こ
の
総
力
戦
観
は
、
秋
丸
機
関
の
出
す
結
論

に
も
あ
る
程
度
影
響
を
与
え
た
、
と
著
者
は
推
定
す
る
。

　

著
者
は
秋
丸
機
関
が
外
国
の
文
献
や
資
料
の
研
究
を
行
っ
た
こ
と
に
注

目
し
、
た
と
え
ば
ハ
イ
エ
ク
の
『
集
産
主
義
経
済
計
画
論
』
や
『
貨
幣
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
際
的
安
定
』
、
ロ
ビ
ン
ズ
の
『
戦
争
の
経
済
的
原
因
』
、

ケ
イ
ン
ズ
の
『
戦
費
調
達
論
』
ほ
か
を
あ
げ
て
い
る
。
中
山
が
利
用
し
た

と
述
べ
て
い
る
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
の
「
ア
メ
リ
カ
経
済
の
分
析
」
に
つ
い
て

は
、
牧
野
氏
は
一
九
三
九
年
刊
行
の
Ｇ
・
ミ
ー
ン
ズ
ら
の
同
名
の
書
物
で

は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

　

秋
丸
機
関
の
研
究
の
成
果
は
一
九
四
一
年
に
ま
と
ま
る
。
著
者
は
、
周

知
の
そ
の
結
論
、「
対
英
米
戦
の
場
合
、
経
済
戦
力
の
比
は
二
十
対
一
程
度
」

で
、
「
開
戦
後
二
ケ
月
間
は
貯
備
戦
力
に
依
っ
て
抗
戦
可
能
」
だ
が
、
「
そ

れ
以
降
は
わ
が
経
済
戦
力
は
下
降
を
辿
り
、
彼
は
上
昇
し
始
め
る
」
の
で
、

「
持
久
戦
に
は
堪
え
難
い
」
と
い
う
内
容
を
紹
介
し
た
上
で
、
陸
軍
と
経

済
学
者
の
研
究
内
容
の
間
の
「
食
い
違
い
」
を
重
視
し
、
こ
う
要
約
し
て

い
る
。
「
陸
軍
は
経
済
学
の
専
門
知
を
無
視
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
日
本
の
経
済
的
弱
点
を
補
い
、
仮
想
敵
国
の
経
済
的
弱
点
を
衝
く
た
め

の
方
法
を
示
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
陸
軍

は
経
済
学
者
に
過
剰
な
ま
で
に
期
待
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
」

　

こ
の
問
題
は
総
力
戦
を
準
備
す
る
独
自
な
体
制
、
「
国
防
経
済
体
制
」

（W
ehrw

irtschaft

（
論
に
関
連
し
て
く
る
。
こ
の
体
制
に
つ
い
て
は
日
本

で
も
研
究
さ
れ
、
有
沢
や
、
陸
軍
石
原
莞
爾
の
組
織
し
た
日
満
財
政
経
済

研
究
会
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
を
定
式
化
し
よ
う
と
し

た
（
詳
し
く
は
評
者
の
近
著
『
戦
前
・
戦
後
日
本
の
経
済
思
想
と
ナ
チ
ズ
ム
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
（
。
こ
の
研
究
会
は
、
大
変
重
要
で
あ
り
、
何
人
も

の
経
済
学
者
が
参
加
し
て
い
る
の
で
、
本
書
で
も
言
及
さ
れ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

第
二
章
は
、
日
中
戦
争
の
勃
発
、
中
国
で
の
日
本
の
軍
事
的
侵
略
の
拡

大
を
背
景
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
深
刻
化
し
た
日
本
経
済
の

諸
問
題
の
改
善
の
た
め
に
構
想
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
経
済
新
体
制
を
め
ぐ

る
経
済
論
者
の
見
解
を
検
討
す
る
。
新
体
制
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
企
画
院
・

「
革
新
」
官
僚
や
笠
信
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
昭
和
研
究
会
の
知
識
人
に

関
し
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
書
は
異
端
と
も
い
え
る
京
都
帝
大
出
身
の

二
人
の
経
済
学
者
、
柴
田
敬
と
山
本
勝
市
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
両
者
に

つ
い
て
も
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
の
成
果

を
吸
収
し
つ
つ
、
両
者
が
と
も
に
河
上
肇
の
も
と
で
学
び
、
し
か
も
当
時

の
最
先
端
の
経
済
学
に
も
と
づ
い
て
研
究
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
。

　

著
者
は
、
柴
田
が
一
般
均
衡
理
論
や
ケ
イ
ン
ズ
理
論
に
批
判
的
に
取
り

組
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
や
独
占

資
本
主
義
の
行
詰
り
を
重
視
し
、
ケ
イ
ン
ズ
的
な
修
正
資
本
主
義
と
は
異
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な
る
国
家
主
義
的
な
矛
盾
克
服
を
め
ざ
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
新
経
済

体
制
に
関
わ
る
柴
田
の
「
日
本
経
済
革
新
案
」
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
も

と
づ
い
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
中
で
独
占
企
業
を
「
公
社
」
と
し
、
そ
れ
を

国
家
的
に
指
導
す
る
案
を
提
示
し
た
。
著
者
は
そ
こ
に
皇
国
経
済
学
の
提

唱
者
、
作
田
荘
一
の
「
公
社
」
論
の
影
響
を
見
て
い
る
。
興
味
深
い
論
述

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
済
改
革
・
革
新
論
に
最
も
強
く
反
撥
し
た
「
観
念
右
翼
」

が
山
本
勝
市
で
あ
る
。
山
本
に
お
け
る
ミ
ー
ゼ
ス
ら
の
見
解
や
社
会
主
義

計
算
論
争
の
紹
介
な
ど
最
新
の
研
究
へ
の
関
心
と
、
反
社
会
主
義
、
自
由

主
義
的
市
場
経
済
主
義
、
さ
ら
に
天
皇
制
的
（
伝
統
主
義
的
（
な
精
神
主

義
と
の
結
び
つ
き
は
、
す
で
に
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
所
で
あ
る
。

読
者
は
山
本
勝
市
の
こ
の
思
想
的
関
連
の
な
か
に
、
戦
後
の
支
配
的
思
想

に
お
け
る
新
自
由
主
義
と
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
、
強
力
な
保
守
主
義
な
い

し
国
家
主
義
的
思
想
と
の
結
び
つ
き
の
先
駆
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

　

ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
の
総
力
戦
論
の
重
要
な
柱
は
経
済
戦
と
同
時
に
「
思

想
戦
」
に
あ
っ
た
。
「
思
想
戦
」
は
戦
争
協
力
に
向
け
て
の
宣
伝
・
思
想

教
育
と
同
時
に
、
戦
争
批
判
的
な
い
し
反
戦
的
な
思
想
の
排
除
を
特
徴
と

す
る
。
全
体
主
義
体
制
の
下
で
は
、
そ
れ
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
・
反
民
主

主
義
と
一
体
と
な
っ
た
民
族
主
義
・
国
家
主
義
と
し
て
展
開
し
た
。
戦
前
・

戦
時
の
日
本
に
お
い
て
、
天
皇
制
的
全
体
主
義
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
よ

う
な
「
思
想
戦
」
が
猛
威
を
ふ
る
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
当

時
の
知
識
人
を
問
題
に
す
る
場
合
、
「
思
想
戦
」
は
第
一
に
考
慮
さ
る
べ

き
枠
組
で
あ
っ
た
。
本
書
が
第
三
章
と
し
て
「
思
想
戦
の
な
か
の
経
済
学
」

を
取
り
上
げ
、
経
済
学
に
お
け
る
一
方
で
の
思
想
動
員
、
他
方
で
の
思
想

弾
圧
を
検
討
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
適
切
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
ま
ず
大
森
義
太
郎
（
東
京
帝
大
（
・
河
上
肇
・
向

坂
逸
郎
（
九
州
帝
大
（
、
石
浜
知
行
（
同
（
ら
の
排
除
と
思
想
弾
圧
、
続
い

て
文
部
省
・
国
民
精
神
文
化
研
究
所
の
反
マ
ル
ク
ス
・
反
個
人
主
義
・
反

民
主
主
義
的
思
想
の
立
場
、
作
田
荘
一
・
山
本
勝
市
・
高
田
保
馬
ら
の
そ

れ
へ
の
参
加
が
紹
介
さ
れ
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
山
中
伊
知
郎
や
大
熊
信

行
ら
を
中
心
と
す
る
、
純
粋
経
済
学
・
政
治
経
済
学
を
め
ぐ
る
論
争
や
、

戦
争
経
済
学
な
ど
を
め
ぐ
る
経
済
学
の
方
法
論
の
論
議
を
、
「
思
想
戦
」

の
枠
組
の
な
か
で
把
え
た
こ
と
で
あ
る
。
原
理
日
本
社
の
蓑
田
胸
喜
の
右

翼
思
想
、
難
波
田
春
夫
の
「
日
本
経
済
学
」
と
家
・
郷
土
・
国
体
の
「
民

族
構
造
論
」
が
権
力
側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
も
す
で
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
そ
の
右
翼
思
想
と
近
代
経
済

学
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
述
べ
る
。

　

第
四
章
に
お
い
て
も
「
近
代
経
済
学
」
の
用
語
の
「
誕
生
」
を
め
ぐ
っ

て
経
済
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
は
本

書
を
通
じ
て
「
近
代
経
済
学
」
を
含
め
た
経
済
学
と
政
治
と
の
密
接
な
関

連
性
を
示
そ
う
と
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
観
点
が
若
い
世

代
に
属
す
る
著
者
の
今
日
的
な
「
経
済
学
」
に
対
す
る
「
違
和
感
」
（
「
あ

と
が
き
」
（
と
、
思
想
史
研
究
へ
の
「
方
向
転
換
」
に
根
付
い
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
本
書
は
、
思
想
史
を
欠
い
た
現
代
経
済
学
に
対
す
る
反
省
を

土
台
と
す
る
著
者
な
り
の
ひ
と
つ
の
習
作
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

経
済
学
と
政
治
と
の
結
び
つ
き
の
指
摘
そ
れ
自
体
は
、
特
別
目
新
し
い
も

の
で
は
な
い
が
、
評
者
は
若
い
著
者
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
形
で
経
済
学

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
問
お
う
と
し
た
意
欲
を
評
価
し
た
い
と
思
う
。
そ
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の
上
で
二
つ
の
点
を
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。

（
一
（
経
済
学
（
者
（
と
政
治
・
社
会
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
は
「
戦
時
下
」

に
お
い
て
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
っ
た
。
総
力
戦
体
制
は
知
識
人
に
対
し
て

戦
争
へ
の
「
協
力
」
を
強
調
す
る
。
「
協
力
」
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
、

そ
の
中
に
は
体
制
へ
の
「
批
判
」
を
潜
ま
せ
た
「
協
力
」
も
存
在
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
「
協
力
」
を
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

類
型
を
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
の
際
、
思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
共

同
研
究
・
転
向
』
（
平
凡
社
、
一
九
六
〇
年
（
を
ひ
も
と
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
。

そ
れ
は
「
経
済
学
者
」
た
ち
の
「
思
想
」
に
関
す
る
よ
り
立
入
っ
た
分
析

を
必
要
と
す
る
。
本
書
で
は
こ
の
面
の
叙
述
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
彼
ら

の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
」
の
特
質
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
こ
な
い
と
い
う
問

題
点
が
あ
る
。

（
二
（
本
書
で
は
「
経
済
学
者
」
の
行
動
は
紹
介
さ
れ
た
が
、
彼
ら
の
「
経

済
学
」
の
内
容
が
「
戦
時
下
」
の
状
況
と
ど
の
よ
う
に
内
的
に
関
連
し
て

い
た
か
の
分
析
を
欠
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
「
社
会
史
」
で
あ

る
が
、
「
経
済
学
史
」
で
は
な
い
。
戦
争
や
戦
争
準
備
体
制
を
生
み
出
す

資
本
主
義
の
諸
問
題
は
何
か
。
そ
れ
は
資
本
主
義
の
発
展
過
程
と
い
か
に

関
連
す
る
か
。
戦
争
の
経
済
過
程
は
理
論
的
に
い
か
に
把
え
ら
れ
る
か
、

等
々
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
多
く
の
「
経
済
学
者
」
は
、
現
実
と
の

緊
張
関
係
の
中
で
、
可
能
な
限
り
社
会
科
学
的
な
方
法
に
立
脚
し
て
、
自

ら
の
「
経
済
学
」
を
展
開
し
た
（
前
掲
拙
著
、
参
照
（
。
「
社
会
科
学
的
認

識
の
客
観
性
」
を
心
が
け
つ
つ
、
彼
等
が
ど
の
よ
う
な
「
経
済
学
」
を
生

み
出
し
た
か
は
、
た
と
え
ば
総
力
戦
に
関
係
す
る
タ
イ
ト
ル
を
も
っ
た
中

山
伊
知
郎
の
『
戦
争
経
済
学
』
や
大
河
内
一
男
の
『
戦
時
社
会
政
策
論
』

を
ひ
も
と
く
だ
け
で
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
・
戦
時
の
経
済
学
の
ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
な
成
果
が
戦
後
に
継
承
さ
れ
、
今
日
の
経
済
学
の
土
台
を

形
づ
く
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
に
期
待
し
た
い
点
は
、

「
総
力
戦
」
と
そ
の
準
備
体
制
（
い
わ
ゆ
る
国
防
経
済
体
制
（
の
中
で
経
済

学
者
が
現
実
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
い
か
な
る
「
経
済
学
」
を
つ
く
り
出

し
た
か
を
本
格
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
た
と
え
ば
難

波
田
春
夫
の
「
日
本
経
済
学
」
の
内
容
と
、
大
塚
久
雄
の
研
究
と
は
似
た

よ
う
な
主
張
だ
、
と
い
う
よ
う
な
本
書
の
叙
述
が
甚
だ
し
い
誤
解
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
る
が
、
本
書
が
当
時
の
経
済
学
者
の
行
動
を

社
会
史
的
に
描
い
た
手
頃
な
啓
蒙
書
と
し
て
十
分
な
意
味
を
備
え
て
い
る

こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

 

（
や
な
ぎ
さ
わ
・
お
さ
む
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
史
（
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書
評　

『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
ア
メ
リ
カ
の
責
任
』

（
井
上
弘
貴
著
、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
八
年
）

山
岡
龍
一

　

本
書
は
、
二
つ
の
性
格
を
も
つ
。
一
方
に
お
い
て
、
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
・

デ
ュ
ー
イ
の
思
想
的
軌
跡
を
、
そ
の
政
治
・
社
会
思
想
的
側
面
を
中
心
に
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
辿
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
本
書
は
、
十
九
世
紀
末
か

ら
二
十
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
を
、
主
と
し
て

ア
メ
リ
カ
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
（
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
（
の
展
開
と
し
て
描
い

て
い
る
。

　

一
国
の
思
潮
の
変
遷
を
、
一
個
人
の
思
想
の
解
釈
に
よ
っ
て
す
る
と
い

う
叙
述
に
対
し
て
は
、
方
法
論
的
な
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
本
書
に
関
し
て
は
、
そ
の
研
究
対
象
が
こ
の
妥
当
性
を
担

保
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
学
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

視
座
が
当
然
視
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
も
、
デ
ュ
ー
イ
と
い
う
思
想

家
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
論
じ
る
こ

と
が
可
能
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
思
想

が
偏
狭
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
た
だ
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
を

自
覚
的
に
展
開
し
た
人
物
で
あ
り
、
こ
れ
は
多
く
の
人
が
認
め
る
と
こ
ろ

な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ｒ
・
Ｊ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ー

イ
の
哲
学
的
な
見
方
が
「
ア
メ
リ
カ
文
化
に
固
有
的
な
知
的
表
現
を
表
象

し
て
い
る
」
こ
と
は
、
彼
自
身
と
そ
の
批
判
者
の
双
方
が
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
は
こ
の
こ
と
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
べ

き
で
な
い
。
そ
れ
は
本
書
の
内
容
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で

あ
ろ
う
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
、
特
に
日
本
で
は
長
年
、
主
と
し
て
教
育
学
の
分
野
で
注

目
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
前
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
主
と
し
て

英
語
圏
に
お
い
て
、
そ
の
政
治
思
想
の
重
要
性
が
、
Ｒ
・
ロ
ー
テ
ィ
や
バ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
ら
に
よ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
政
治
理
論
の
復
権
に
刺
激

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
注
目
を
集
め
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
日
本
で
は
デ
ュ
ー
イ
の
政
治
思
想
は
、
例
外
（
阿
部
齊
や
小
西
中
和
（

は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
充
分
な
検
討
を
受
け
て
こ
な
か
っ

た
。
こ
の
状
況
は
今
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
本
書
は
こ
う
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し
た
新
た
な
動
き
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

評
者
自
身
、
ロ
ー
テ
ィ
の
思
想
に
魅
力
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
の
あ
ま
り

に
も
あ
け
す
け
な
自
文
化
中
心
主
義
に
戸
惑
う
中
で
、
そ
の
思
想
的
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
、
ロ
ー
テ
ィ
の
偶
像
で
あ
る
デ
ュ
ー

イ
に
少
な
か
ら
ず
興
味
を
抱
い
て
い
た
。
本
書
に
向
か
う
際
も
、
当
然
な

が
ら
そ
う
し
た
期
待
を
も
っ
た
が
、
そ
れ
は
著
者
に
よ
る
正
直
な
告
白
に

よ
っ
て
挫
か
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
著
者
に
よ
れ
ば
、
現
代
政
治
理
論
の
関
心

か
ら
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
を
再
構
成
せ
ん
と
す
る
試
み
に
あ
る
困
難
性
の
自

覚
が
、
本
書
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
イ
の
膨
大
な
テ
ク
ス
ト

の
整
合
的
な
解
釈
を
、
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

の
な
か
に
埋
め
込
む
こ
と
が
、
本
書
の
試
み
だ
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
「
あ
と
が
き
」
（
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
試
み
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の

う
え
で
あ
え
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
意
義
を
問
う
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

若
干
考
え
て
み
た
い
。

　

第
一
章
に
お
い
て
デ
ュ
ー
イ
の
初
期
思
想
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ゴ
ス
ペ

ル
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
を
、
神
の
超
越

性
で
は
な
く
、
そ
の
世
界
内
在
性
か
ら
理
解
し
、
人
間
の
改
善
可
能
性
と
、

そ
れ
と
一
体
と
な
る
社
会
の
改
良
可
能
性
へ
の
信
仰
を
奉
ず
る
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ゴ
ス
ペ
ル
の
教
義
に
、
も
と
も
と
は
グ
リ
ー
ン
流
の
理
想
主
義
の
立

場
に
あ
っ
た
デ
ュ
ー
イ
が
接
近
し
て
い
く
。
そ
こ
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

な
人
間
性
の
理
解
が
、
ア
メ
リ
カ
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
近
代
的
な

実
験
科
学
の
精
神
へ
の
信
奉
と
い
う
自
然
主
義
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
中
で
統

合
さ
れ
て
い
く
様
が
描
か
れ
る
。
実
は
、
こ
の
章
に
お
い
て
本
書
で
語
ら

れ
る
デ
ュ
ー
イ
思
想
の
基
本
的
要
素
は
ほ
と
ん
ど
準
備
さ
れ
、
後
は
時
代

の
変
遷
の
中
で
、
そ
う
し
た
要
素
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
被
る
か
が
、
こ

れ
以
降
の
叙
述
で
は
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
章
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
時
期
の
ア
メ
リ
カ
が
描

か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
世
界
の
中
で
の
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
対

比
に
お
け
る
、
ア
メ
リ
カ
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、

堕
落
し
た
旧
世
界
か
ら
逃
れ
て
、
道
徳
的
に
無
垢
な
新
世
界
を
作
り
上
げ

る
と
い
う
、
建
国
期
以
来
か
ら
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
神
話
的
自
己
像
が
、
モ

ン
ロ
ー
主
義
的
な
孤
立
主
義
を
経
て
、
世
界
に
お
け
る
平
和
の
達
成
と
い

う
新
た
な
文
脈
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
勃
興
し

た
の
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
イ
の
思
想
の
中
に
、
そ
の
典
型
が
読
み
込
ま
れ
て

い
く
。
彼
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
地
理
的
隔
絶
と
例
外
性
と
い
う
事
実
は
、

一
つ
の
理
念
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
や
が
て
は
世
界
を
教
化
す
る
存
在
と
し

て
の
ア
メ
リ
カ
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
結
ば
れ
て
い
く
。

　

「
デ
ュ
ー
イ
と
ア
メ
リ
カ
の
責
任
」
と
題
さ
れ
た
第
三
章
は
、
そ
の
タ

イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
本
書
の
中
心
的
テ
ー
マ
を
扱
う
。
つ
ま
り
、「
戦

争
違
法
化
運
動
」
と
い
う
平
和
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
、
デ
ュ
ー
イ
思

想
の
戦
争
肯
定
論
か
ら
の
転
換
を
読
み
取
る
通
説
に
対
抗
し
て
著
者
は
、

ア
メ
リ
カ
へ
の
忠
誠
と
い
う
も
と
か
ら
あ
っ
た
デ
ュ
ー
イ
思
想
の
発
展
と

い
う
連
続
性
を
読
み
取
っ
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
帰
結
を
示

唆
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
パ
ワ
ー
・

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
へ
の
嫌
悪
（
つ
ま
り
「
政
治
」
へ
の
不
信
感
（
か
ら
、
連
邦

制
（
連
邦
裁
判
所
（
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
シ
ス
テ
ム
を
、
国
際
世
界
に
適

用
し
よ
う
と
す
る
、
デ
ュ
ー
イ
を
は
じ
め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
知
識
人
達

の
野
心
が
生
ま
れ
て
く
る
様
が
描
か
れ
る
。
こ
の
野
心
が
滑
稽
に
映
る
こ
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と
に
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
人
種
に
よ
る
多
様
性
か
ら
生
じ
る
紛
争
を
、
こ
の

シ
ス
テ
ム
が
解
決
で
き
る
と
自
認
す
る
当
の
ア
メ
リ
カ
が
、
第
一
次
世
界

大
戦
後
の
実
際
に
お
い
て
、
異
質
な
集
団
の
排
除
と
宗
教
的
な
純
潔
性
を

追
い
求
め
る
よ
う
な
暗
い
時
代
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
問
題
が
深
刻
な
の
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
矛
盾
を
、
デ
ュ
ー

イ
が
き
ち
ん
と
理
論
的
に
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
ア
メ
リ
カ
の
責
任
」
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
、
彼
が
提
示
し
て
い
た
と

い
う
事
実
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
信
念
が
、

あ
る
種
の
信
仰
に
ま
で
な
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ア

メ
リ
カ
文
明
の
侵
食
に
向
け
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
批
判
に
対
す
る

反
動
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
生
の
形
式
を
、
物
質
性
で

は
な
く
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
内
部
か

ら
の
批
判
者
と
し
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
ニ
ー
バ
ー
が
登
場
す
る
。
両
者

の
対
比
は
、
神
学
的
な
レ
ベ
ル
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
が
、
ま
さ

し
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
の
批
判
は
デ
ュ
ー
イ
に
は
届
か
な
い
。

　

第
五
章
で
は
、
全
体
主
義
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ー
イ
の
ア
メ
リ

カ
ニ
ズ
ム
が
結
晶
化
し
て
い
く
様
が
描
か
れ
る
。
デ
ュ
ー
イ
自
身
に
、
自

己
反
省
の
契
機
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ソ
連
を
含
ん
だ

全
体
主
義
と
の
対
決
と
い
う
世
界
史
的
課
題
の
中
で
、
科
学
的
精
神
に

則
っ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
理
想
は
、
絶
対
的
に
保
守
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
ト
ロ
ツ
キ
ー
裁
判
の
調

査
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
役
割
が
紹
介
さ
れ
な
が
ら
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
な
ら

び
に
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
と
デ
ュ
ー
イ
の
対
決
が
論
じ
ら
れ
る
。
マ
ル
ク

ス
主
義
は
、
歴
史
理
論
か
ら
演
繹
的
に
惹
き
出
さ
れ
た
目
的
に
よ
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
理
論
的
欠
陥
を
も
つ
の

に
対
し
て
、
自
ら
が
支
持
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
目
的
と
手
段
の

相
互
依
存
性
を
承
認
す
る
こ
と
で
、
科
学
的
方
法
と
結
合
し
た
文
化
の
創

造
に
寄
与
で
き
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
理
解
し
て
い
た
。

　

結
論
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
使
命
に
関
す
る
、

最
晩
年
の
デ
ュ
ー
イ
思
想
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
老
デ
ュ
ー
イ
の
、

硬
化
し
た
と
も
い
え
る
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
悲
劇
的
に
描
か
れ
る
。
か

か
る
悲
劇
が
、
ニ
ー
バ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
喜
劇
に
転
化
さ

れ
る
こ
と
で
、
本
書
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
デ
ュ
ー
イ
の
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
に
向
か
う
だ
け
で
は
必
ず
し
も
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

思
想
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
り
わ
け

国
際
政
治
の
文
脈
に
お
い
て
デ
ュ
ー
イ
を
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
、
我
々

に
教
え
て
く
れ
る
。
例
え
ば
デ
ュ
ー
イ
の
「
新
し
い
個
人
主
義
」
と
い
う

考
え
の
読
解
に
不
可
欠
な
背
景
的
知
識
を
、
評
者
は
教
え
ら
れ
た
。

　

と
は
い
え
、
物
足
り
な
さ
も
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
史

と
い
う
大
き
な
流
れ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
せ
い
で
、
取
り
扱
わ
れ
る
思

想
（
家
（
が
、
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
の

周
り
に
登
場
す
る
思
想
家
が
、
説
明
の
た
め
の
道
具
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
だ
け
で
は
な
い
。
主
役
の
デ
ュ
ー
イ
に
し
て
も
、
そ
の
個
々
の
議
論
に

関
し
て
深
い
検
討
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
著
者
は
、

膨
大
な
量
の
デ
ュ
ー
イ
文
献
に
あ
た
り
、
そ
の
中
か
ら
適
切
な
資
料
を
選
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ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
た
い
て
い
あ
た
か
も
道
標
の
ご
と
く
、
そ
の
時

点
で
の
デ
ュ
ー
イ
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
簡
潔
に
提
示
さ
れ
る
の
み
で

あ
る
。
評
者
と
し
て
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
、
と
り
わ
け
、

手
段
と
目
的
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
や
、
デ
ュ
ー
イ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
論
、と
り
わ
け
そ
の
「
科
学
的
か
つ
ア
ー
ト
的
な
」
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
あ
る
種
謎
め
い
た
表
現
で
提
示
さ
れ
た

デ
ュ
ー
イ
知
性
論
の
神
学
的
前
提
に
つ
い
て
、
よ
り
ま
と
ま
っ
た
解
釈
が

知
り
た
い
。
特
に
最
後
の
論
点
に
つ
い
て
、
本
書
は
あ
る
程
度
説
明
し
て

い
る
が
、
よ
り
神
学
的
な
解
明
、
そ
し
て
、
世
界
の
中
に
お
け
る
人
間
の

位
置
づ
け
と
い
う
存
在
論
的
な
説
明
が
、
本
書
の
解
釈
を
よ
り
完
全
に
す

る
う
え
で
必
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
か
、
す
べ
て
の
歴
史
叙
述
は
、
過
去
の
こ
と

を
扱
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
現
在
性
を
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が

準
備
さ
れ
た
時
期
に
は
、
ネ
オ
コ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
ア
メ
リ
カ

ニ
ズ
ム
（
ア
メ
リ
カ
と
い
う
帝
国
（
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

現
象
を
理
解
し
た
い
と
い
う
意
識
が
、
お
そ
ら
く
著
者
に
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
我
々
の
希
望
と
落
胆
が
、
そ
の
ま

ま
デ
ュ
ー
イ
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
デ
ュ
ー
イ

研
究
書
に
し
て
は
、
本
書
は
あ
ま
り
に
も
デ
ュ
ー
イ
に
対
し
て
手
厳
し
い

よ
う
に
思
え
る
。

　

評
者
は
、
懐
疑
派
で
、
リ
ア
リ
ス
ト
を
自
認
す
る
リ
ッ
プ
マ
ン
と
の
論

争
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
も
希
望
と
理
想
を
語
る
デ
ュ
ー
イ
に
対
し
て
、

あ
る
種
の
不
安
を
抱
き
つ
つ
も
、
そ
の
魅
力
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
デ
ュ
ー
イ
の
希
望
は
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
例
外
的

な
ア
メ
リ
カ
が
普
遍
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
と
い
う
矛
盾
を
独
断
的
に
含

ん
で
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
内
部
と
外
部
に
お
け
る
矛
盾

の
無
視
か
、
あ
る
い
は
、
問
題
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
不
充
分
さ
に
求
め
る
と
い
う
、
超
然
と
し
た
、
し
か
し
、

我
々
を
途
方
に
く
れ
さ
せ
る
よ
う
な
態
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
お
そ
ら

く
、
著
者
も
こ
う
し
た
結
果
に
閉
塞
感
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
「
高
慢
さ
」
を
糾
弾
し
、
「
謙
虚
さ
」
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
徳
性
を
対
置
す
る
ニ
ー
バ
ー
を
、
解
毒
剤
と
し
て
そ

の
叙
述
に
投
与
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
の

問
題
は
、
こ
う
し
て
デ
ュ
ー
イ
と
ニ
ー
バ
ー
を
対
置
す
る
こ
と
の
先
に
、

何
を
ア
メ
リ
カ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
デ
ュ
ー
イ
が
主
張
す
る
、
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
開
か
れ
た
精
神
の
姿
が
、

よ
り
深
い
内
実
を
も
っ
て
、
現
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
課
題
は

評
者
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
著
者
の
ア
メ
リ
カ
論
の
今
後
に
、
こ

う
し
た
問
題
の
解
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
勝
手
な
が
ら
期
待
し
た
い
。

 

（
や
ま
お
か
・
り
ゅ
う
い
ち
／
政
治
理
論
・
政
治
思
想
史
（
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書
評　

『
ク
ロ
ー
チ
ェ　

1866-1952 
 

 

―
―
全
体
を
視
る
知
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判

』

（
倉
科
岳
志
著
、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）

伊
藤
公
雄

　

戦
前
・
戦
中
の
日
本
社
会
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
文
化
の
受
容
に
つ
い
て

調
べ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
も
う
三
〇
年
も
前
の
こ
と
だ
。
当
時
、
翻
訳

紹
介
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
文
学
、
イ
タ
リ
ア
思
想
か
ら
政
治
経
済
関
連
本
や

日
本
人
の
書
い
た
イ
タ
リ
ア
紀
行
や
イ
タ
リ
ア
紹
介
の
本
な
ど
手
当
た
り

次
第
古
本
屋
で
購
入
し
た
も
の
だ
。
そ
ん
な
作
業
を
し
て
い
る
と
、
文
学

な
ら
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
パ
ピ
ー
ニ
や
ら
ボ
ン
テ
ン

ペ
ッ
リ
な
ど
戦
後
日
本
で
は
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
面
白
い
本
が
け
っ

こ
う
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
ち
ょ
っ
と
驚
い
た
も
の
だ
。
思
想
分
野

も
同
様
で
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
羽
仁
五
郎
氏
の
翻
訳
や
紹
介
が
代
表
的
だ
が
（

は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
を
始
め
と
す
る
当
時
の
イ
タ

リ
ア
哲
学
に
つ
い
て
の
関
連
本
も
け
っ
こ
う
目
に
つ
い
た
。

　

こ
ん
な
こ
と
を
書
く
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
、
驚
く
ほ
ど
イ

タ
リ
ア
の
思
想
や
哲
学
が
日
本
社
会
で
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
（
唯
一
の
例

外
と
し
て
他
の
欧
米
諸
国
よ
り
も
早
い
段
階
で
、
グ
ラ
ム
シ
お
よ
び
ト
リ
ア
ッ

テ
ィ
ら
の
イ
タ
リ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
関
連
の
紹
介
が
あ
っ
た
（
と
感
じ
て
い

る
か
ら
だ
。

　

世
紀
の
変
り
目
頃
か
ら
「
潮
目
」
が
変
り
始
め
て
い
る
。
ネ
グ
リ
、
ア

ガ
ン
ベ
ン
や
ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
モ
な
ど
、
日
本
社
会
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
思
想

の
受
容
が
急
速
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
な
る
と
、
彼
ら
の
現

在
の
思
想
の
「
背
景
」
に
あ
る
近
代
イ
タ
リ
ア
思
想
に
目
を
向
け
る
必
要

が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
な
か
で
も
（
近
年
上
村
忠
男
氏
の
精
力

的
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
き
た
十
八
世
紀
の
ヴ
ィ
ー
コ
の
思
想
と
と
も
に
（
ク
ロ
ー

チ
ェ
と
い
う
近
代
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
思
想
家
に
光
が
当
て
ら
れ
る
の

は
、
必
然
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
登
場
し
た
倉
科
岳
志
氏
に
よ
る
本
書
は
、
ク

ロ
ー
チ
ェ
と
い
う
イ
タ
リ
ア
思
想
界
の
「
巨
人
」
に
つ
い
て
、
戦
後
日
本

で
初
め
て
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
力
作
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
付
論
の
「
ク

ロ
ー
チ
ェ
小
伝
」
も
便
利
だ
。

　

本
書
に
お
け
る
著
者
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
め
ぐ
る
視
座
は
、
き
わ
め
て
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は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
著
者
自
身
に
よ
っ
て

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

「
本
書
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
『
知
的
覇
権
』
の

成
立
と
内
容
を
新
た
な
角
度
か
ら
解
明
す
る
と
同
時
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
時

代
に
お
け
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
『
転
換
』
に
つ
い
て
の
通
説
的
解
釈
を
批
判

し
、
か
れ
の
政
治
思
想
、
と
り
わ
け
『
自
由
主
義
』
思
想
に
関
す
る
新
解

釈
を
示
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
」
（
本
書
、
一
五
頁
（
。

　

著
者
は
、
ま
ず
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
想
的
展
開
を
、
三
つ
の
時
代
区
分
に

分
け
て
分
析
し
よ
う
と
い
う
「
仮
説
的
時
代
区
分
」
を
提
案
す
る
。
つ
ま

り
「
思
想
形
成
期
（
前
期
：
一
八
六
六
年
―
一
九
〇
一
年
（
、
精
神
哲
学
の
体

系
化
と
そ
の
展
開
期
（
中
期
：
一
九
〇
二
年
―
一
九
三
二
年
（
、
『
生
命
的
な

る
も
の
』
を
考
察
す
る
時
期
（
後
期
：
一
九
三
三
年
―
一
九
五
二
年
（
」
と
い

う
区
分
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
本
書
が
主
眼
を
お
く
の
は
「
中
期
」
で
あ

る
。
な
ぜ
中
期
か
と
い
え
ば
、
こ
こ
に
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
解
釈
を
め
ぐ
る
大

き
な
テ
ー
マ
が
控
え
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
イ

タ
リ
ア
史
に
お
け
る
大
き
な
転
換
で
あ
る
。

　

著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
解
釈
、
特

に
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
が
、
あ
る
種
の
知

的
「
転
換
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
き
た
。
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
た
と
え
ば
現
代
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
ノ
ル
ベ
ル

ト
・
ボ
ッ
ビ
オ
は
「
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
台
頭
以
前
、
政
治
を
判

断
す
る
際
に
道
徳
で
は
な
く
純
政
治
的
な
観
点
に
立
っ
て
判
断
す
べ
き
こ

と
を
強
調
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
は
道
徳
的
見
知
か

ら
政
治
を
論
じ
」
（
一
五
頁
（
た
と
述
べ
た
し
、
政
治
学
者
と
し
て
著
名

な
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
サ
ル
ト
ー
リ
は
「
（
こ
の
転
換
を
（
事
実
よ
り
も
価
値

の
論
議
」
（
同
（
へ
の
移
行
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
著
者
は
、こ
れ
ま
で
の
こ
う
し
た
伝
統
的
と
も
い
え
る
ク
ロ
ー

チ
ェ
の
「
転
換
」
説
に
対
し
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
お

い
て
も
、
そ
の
立
場
を
堅
持
し
続
け
た
と
い
う
新
た
な
問
題
提
起
を
、
綿

密
な
資
料
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
点
が
、
本
書
の

最
大
の
貢
献
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
本
書
の
流
れ
を
追
い
つ
つ
、
著
者
の
議
論
の
展
開
を
み
て
行
こ

う
。
第
一
章
の
「
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
と
マ
ル
ク
ス
の
間
で
」
に
お
い
て

は
、
著
者
の
い
う
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
想
形
成
期
が
論
じ
ら
れ
る
。
デ
・
サ

ン
ク
テ
ィ
ス
か
ら
彼
は
、
「
表
現
の
学
」
と
い
う
視
座
と
と
も
に
「
直
感

の
共
有
」
と
い
う
「
人
文
学
の
本
来
の
使
命
」
と
い
う
観
点
を
継
承
発
展

さ
せ
た
こ
と
や
、
ラ
ブ
リ
オ
ー
ラ
を
介
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
出
会
い

と
そ
の
批
判
的
な
摂
取
に
よ
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
独
自
の
「
経
済
活
動
」
と
い

う
視
座
の
確
立
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

続
く
第
二
章
「
観
念
論
の
復
興
」
、
第
三
章
「
新
知
識
人
の
世
代
間
対
立
」
、

第
四
章
「
第
一
次
世
界
大
戦
」
で
は
、
主
に
「
精
神
哲
学
三
部
作
」
や
二

十
世
紀
初
頭
の
イ
タ
リ
ア
の
雑
誌
運
動
な
ど
を
対
象
に
、
一
九
〇
二
年
か

ら
一
九
年
に
か
け
て
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
知
的
覇
権
の

成
立
の
過
程
が
描
か
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
流
派
で
あ
る
実

証
主
義
に
対
し
、
「
人
間
精
神
を
機
械
的
に
扱
お
う
と
す
る
思
想
潮
流
に

異
を
唱
え
」
（
四
九
頁
（
る
と
と
も
に
、
単
に
実
証
主
義
批
判
に
止
ま
ら
ず
、

「
従
来
の
伝
統
と
断
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
人
文
主
義
的
伝
統
や
そ
れ
と
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対
立
す
る
実
証
主
義
を
包
摂
し
な
が
ら
遂
行
し
た
」
ク
ロ
ー
チ
ェ
像
が
記

述
さ
れ
る
。
著
者
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
「
直
感
」
と
い
う
視
点
を
、
以
下

の
よ
う
に
解
釈
し
整
理
し
て
み
せ
る
。
「
か
れ
は
『
概
念
』
と
『
直
感
』

を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
『
概
念
』
が
『
直
感
』
を
『
内
包
』

す
る
と
と
ら
え
た
」
（
五
八
頁
（
と
。
「
『
直
感
』
の
本
質
が
個
性
的
な
表

現
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
概
念
』
の
本
質
は
そ
の
普
遍
性
に
あ
っ
た
。
と

は
い
え
『
概
念
』
も
ま
た
表
現
と
い
う
点
で
は
『
直
感
』
と
同
様
で
あ
り
、

あ
る
表
現
は
審
美
的
に
も
哲
学
的
に
も
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

…
…
こ
れ
ら
『
直
感
』
（
芸
術
（
と
『
概
念
』
（
哲
学
（
の
結
節
点
が
歴
史

で
あ
る
」
（
同
（
。
こ
う
し
た
基
本
的
視
座
に
た
っ
て
「
直
感
を
通
じ
て
現

実
や
生
活
を
把
握
し
、
そ
の
上
に
概
念
を
構
築
し
、
こ
れ
ら
を
新
し
い
体

系
に
位
置
づ
け
」
（
六
八
頁
（
よ
う
と
す
る
「
具
体
性
と
普
遍
性
を
表
裏

一
体
と
考
え
る
」
（
同
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
独
自
の
視
座
が
成
立
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

　

評
者
に
と
っ
て
は
、
第
四
章
で
描
か
れ
た
当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
雑
誌
文

化
（
評
者
自
身
三
〇
年
前
に
こ
の
分
野
の
研
究
を
志
な
が
ら
完
成
し
切
れ
な
か
っ

た
と
い
う
悔
い
の
残
る
領
域
で
あ
り
、
ま
た
著
者
が
、
前
著
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
前
夜

の
市
民
意
識
と
言
語
空
間
』
で
整
理
さ
れ
た
よ
う
に
イ
タ
リ
ア
近
現
代
史
を
考
え

る
上
で
不
可
欠
の
テ
ー
マ
だ
と
思
う
（
の
考
察
が
印
象
的
だ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
章
に
お
い
て
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
共
通
し
た
視
座
を
も
ち
つ
つ
政
治

的
に
直
接
関
与
へ
の
傾
斜
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
と
比
較

し
、
「
知
識
人
の
義
務
と
市
民
の
義
務
を
区
分
し
、
学
問
の
自
律
性
を
守

ろ
う
」
（
一
〇
六
頁
（
と
し
、
知
識
人
と
し
て
間
接
的
に
政
治
に
関
与
す
る

こ
と
を
旨
と
し
、
「
政
治
的
実
践
に
直
接
介
入
す
る
こ
と
を
避
け
た
」
（
一

〇
七
頁
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
姿
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
お
さ
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

続
く
第
五
章
「
観
念
論
と
し
て
の
自
由
主
義
」
、
第
六
章
「
『
自
由
』
と

『
退
廃
』
」
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
で
論
じ
た
の
と
重
な
る
時
代
を
含

み
つ
つ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
い
う
本
書
の
中
心
課
題
へ
と
議

論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
著
者
の
視
点
は
明
確
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ま
で
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
解
釈
が
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
対
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い

う
対
立
軸
に
と
ら
わ
れ
」
過
ぎ
て
お
り
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
想
全
体
か
ら

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
い
う
当
然
の
方
向
性
を
も
ち
え
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
著
者
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
対
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
図
式

を
越
え
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
想
そ
の
も
の
か
ら
こ
の
時
期
の
ク
ロ
ー

チ
ェ
像
を
再
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
対
決
以
前
の
段
階
で
、「
人
間
の
『
道

徳
活
動
』
の
源
泉
」
（
一
七
二
頁
（
と
し
て
の
「
自
由
」
と
い
う
視
座
を
す

で
に
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
道
徳
を
強
調
し
た
『
自
由
』
論
も
事

前
に
準
備
さ
れ
て
」
（
同
（
い
た
と
い
う
の
が
、
著
者
の
指
摘
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
権
力
国
家
の
理
論
と
観
念
論
的
な
自
由
主
義
と
を
矛
盾
な
く

同
居
さ
せ
る
」
（
一
五
〇
頁
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、

暴
力
を
と
も
な
っ
た
民
主
主
義
の
抑
制
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
自
身
が
近
代
民
主
主

義
に
は
批
判
的
で
さ
え
あ
っ
た
（
と
い
う
点
で
、
必
ず
し
も
非
難
の
対
象
で

は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
権
力
掌
握
期
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
む
し
ろ
そ
の
秩
序
形
成
力
に
つ
い
て
は
、
一
時
的
な
も

の
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
支
持
し
て
い
た
か
ら
だ
（
一
三
二
頁
な
ど
（
。

　

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
対
決
は
、
「
（
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
（
学
問
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に
手
を
か
け
、
こ
れ
を
政
治
化
し
よ
う
と
し
た
と
き
」
（
一
三
三
頁
（
に
開

始
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
政
治
が
文
化
を
『
汚
染
』
す
る
こ
と
」
へ
の
抵
抗

こ
そ
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
根
拠
な
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
彼
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
観
は
、
「
自
由
」
と
「
退
廃
」

と
い
う
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
独
裁
が
本
格
化
す
る
以
前
の
一
九
二

五
年
ま
で
に
す
で
に
ま
と
め
て
き
た
（「
歴
史
四
部
作
」
の
議
論
か
ら
導
き
だ

す
こ
と
が
可
能
だ
と
著
者
は
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
「
精
神
を
動
か
す
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
」
を
「
『
道
徳
活
動
』
へ
向
か
う
方
向
と
『
退
廃
』
に
向
か
う

方
向
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

視
点
か
ら
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
立
脚
点
を
著
者
は
以
下

の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の
本
質
と
し
て
の
統
治
機
構

と
し
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
で
は
な
く
、
「
学
問
や
芸
術
の
発
展
に
寄
与

す
る
と
い
う
道
徳
的
価
値
」
（
一
七
三
頁
（
の
保
証
と
い
う
政
治
＝
国
家
の

機
能
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
抵
抗
こ
そ
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
立
場
な
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
立
場
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
登

場
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
す
で
に
確
立

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
い
く
つ
か
気
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
第

一
に
、
本
書
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
「
自
由
主
義
」

を
始
め
と
す
る
彼
の
基
本
概
念
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て

ほ
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
、
ク
ロ
ー

チ
ェ
に
つ
い
て
知
識
の
な
い
読
者
に
と
っ
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
思
想
の
核
と

な
る
概
念
そ
の
も
の
が
、
本
書
の
論
述
だ
け
で
は
理
解
し
に
く
い
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
研
究
者
に
は
共
有

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
く
り
返
す
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
わ
か

ら
な
い
で
は
な
い
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
思
想
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
共
有
財

産
と
な
っ
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
は
、
も
う
少
し
「
噛
み
砕
い
た
」
概

念
の
交
通
整
理
を
提
示
し
て
い
た
だ
く
と
、
よ
り
本
書
の
意
義
が
高
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
現
実
政
治
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
の

記
述
が
歴
史
の
展
開
と
重
ね
る
形
で
も
う
少
し
示
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の

で
は
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
第
二
次
大
戦
後
ま
で
の
ク

ロ
ー
チ
ェ
と
現
実
政
治
の
か
か
わ
り
を
、
実
際
の
歴
史
的
な
プ
ロ
セ
ス
と

重
ね
合
わ
せ
つ
つ
論
じ
て
い
た
だ
く
と
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
政
治
と
の
距
離

の
取
り
方
の
問
題
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
か
ら
だ
（
二
十
世

紀
イ
タ
リ
ア
の
政
治
史
に
知
識
の
あ
る
読
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
な
り
に
了
解
可
能

な
の
だ
が
、
具
体
的
な
歴
史
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
が
十
分
で
な
い
た
め
、
そ
の
こ
と

に
知
識
の
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
政
治
の

か
か
わ
り
が
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
も
せ
っ
か
く
の
イ

タ
リ
ア
近
現
代
史
の
な
か
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
論
な
の
に
、
ち
ょ
っ
と
も
っ
た
い
な
い

と
感
じ
た
（
。

　

最
後
に
、
こ
れ
は
個
人
的
な
関
心
か
ら
の
希
望
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
に

と
っ
て
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
れ
ば
い
い
の
に
な
、

と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
実
証
主
義
へ
の
グ
ラ
ム
シ
の
嫌
悪
と
い
っ
て
も
い

い
ほ
ど
の
対
応
、
経
済
決
定
論
型
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
批
判
、
徹
底
し

た
歴
史
主
義
的
視
座
、
知
的
道
徳
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
議
論
な
ど
な
ど
か
ら

垣
間
見
え
る
、
グ
ラ
ム
シ
に
対
す
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
影
響
は
き
わ
め
て
大

き
い
と
思
う
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
い
う
鏡
を
通
し
て
み
た
グ
ラ
ム
シ
（
そ
れ
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は
ヴ
ィ
ー
コ
と
グ
ラ
ム
シ
、
ソ
レ
ル
と
グ
ラ
ム
シ
な
ど
と
と
も
に
、
個
人
的
に
は

強
い
関
心
が
あ
る
（
に
つ
い
て
、
倉
科
氏
の
意
見
を
じ
っ
く
り
聞
い
て
み

た
い
も
の
だ
と
思
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
現
代
の
イ
タ
リ
ア
思
想
界
に
お
い
て
（
フ
ァ
シ

ズ
ム
体
制
下
の
困
難
を
含
め
て
（
一
貫
し
て
知
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
り
続
け

た
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
い
う
思
想
家
に
つ
い
て
、
日
本
社
会
に
お
け
る
研
究
は

も
っ
と
も
っ
と
進
め
ら
れ
て
い
い
は
ず
だ
。
倉
科
氏
の
今
後
の
ご
活
躍
と

と
も
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
始
め
と
す
る
近
現
代
の
イ
タ
リ
ア
思
想
へ
の
多

く
の
研
究
者
た
ち
の
注
目
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

（
い
と
う
・
き
み
お
／
近
現
代
イ
タ
リ
ア
社
会
思
想
（

　

書
評　

『
経
済
戦
争
の
理
論 

 
 

―
―
大
戦
間
期
ウ
ィ
ー
ン
と
ゲ
ー
ム
理
論

』

（
中
山
智
香
子
著
、
勁
草
書
房　

二
〇
一
〇
年
）

酒
井
泰
弘

　

経
済
戦
争
か
戦
争
経
済
か
―
―
本
書
は
、
経
済
思
想
と
二
つ
の
戦
争
と

の
間
の
関
わ
り
方
に
鋭
く
切
り
込
む
意
欲
作
で
あ
る
。
時
は
、
崩
壊
と
激

動
と
更
な
る
破
壊
の
大
戦
間
期
。
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
部
か
ら
世

界
の
周
辺
部
へ
の
変
貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
学
都
（
楽
都
で
も
あ
る
（

ウ
ィ
ー
ン
。
そ
し
て
著
者
は
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
て
社
会
・
経
済
学
博
士



211　●　〈書　評〉

の
学
位
を
取
得
さ
れ
、
内
外
の
学
会
で
の
活
躍
が
目
覚
し
い
経
済
思
想
史

家
。
「
経
済
戦
争
の
理
論
」
を
批
判
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
際
、
こ
れ

に
勝
る
組
み
合
わ
せ
は
他
に
ほ
と
ん
ど
無
い
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
舞
台
の
主
役
は
、
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
、
Ｋ
・
ポ
ラ
ニ
ー

お
よ
び
Ｏ
・
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
三
人
で
あ
る
。
そ
し
て
批
判
的
考

察
の
対
象
と
な
る
著
作
は
、
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
（
一

九
四
二
年
（
、
『
大
転
換
』
（
一
九
四
四
年
（
お
よ
び
（
数
学
者
フ
ォ
ン
・
ノ
イ

マ
ン
と
の
共
著
（『
ゲ
ー
ム
理
論
と
経
済
行
動
』
（
一
九
四
四
年
（
の
三
冊
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
い
ず
れ
も
、
二
つ
の
世
界
大
戦
の
間
の
ほ
ぼ
同

時
期
に
執
筆
・
出
版
さ
れ
た
問
題
作
で
あ
る
。
だ
が
、
経
済
理
論
家
で
あ

る
評
者
の
眼
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ら
三
人
な
い
し
四
人
の
背
後
に
は
、
真

の
「
影
の
主
役
」
が
鎮
座
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
影
の
役
者

と
は
二
十
世
紀
最
大
の
経
済
学
者
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
で
あ
り
、

主
著
『
貨
幣
・
雇
用
・
利
子
の
一
般
理
論
』
（
一
九
三
六
年
（
は
そ
の
難
解

さ
も
手
伝
っ
て
か
、
学
界
・
実
業
界
の
一
大
旋
風
を
起
し
て
き
た
。
だ
か

ら
、
風
雲
児
ケ
イ
ン
ズ
へ
の
言
及
が
本
書
で
少
な
い
の
は
、
や
や
意
外
な

気
が
す
る
と
と
も
に
、
少
々
残
念
な
感
情
を
抑
え
き
れ
な
い
。
是
非
と
も
、

次
回
作
に
て
こ
の
点
を
補
完
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
更
な
る
力
作
の
高
み

へ
と
昇
華
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
る
。

　

著
者
は
上
記
の
三
冊
の
各
々
に
対
し
て
、
「
批
判
の
刃
」
を
相
応
に
切

り
込
ん
で
い
る
。
だ
が
、
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
ゲ
ー
ム
理
論
と
戦
争
と

の
関
係
を
抉
る
刃
が
一
番
鋭
く
深
く
、
か
つ
興
味
深
い
よ
う
に
映
る
。
以

下
に
お
い
て
、
本
書
の
内
容
を
順
次
紹
介
し
批
評
を
加
え
な
が
ら
、
ゲ
ー

ム
理
論
批
判
の
中
核
部
分
へ
と
接
近
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

本
書
は
三
部
構
成
で
あ
る
。
第
一
部
の
タ
イ
ト
ル
は
「
大
戦
期
間
と
い

う
時
代
」
で
あ
り
、
経
済
思
想
と
戦
争
と
の
関
係
が
一
般
的
・
概
略
的
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
恐
ら
く
タ
ブ
ー
化
さ
れ
て
き
た
経
済
戦
争

な
い
し
戦
争
経
済
に
つ
い
て
長
々
と
分
析
す
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
戦
争

の
古
傷
に
刃
を
更
に
切
り
刻
む
よ
う
な
「
暗
澹
た
る
気
持
ち
」
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
著
者
の
述
べ
る
と
お
り
、
「
戦
争
と
の
関
わ
り
を

見
落
と
す
と
、
こ
の
時
代
〔
二
つ
の
戦
争
の
間
の
時
期
〕
を
と
ら
え
損
な
う
」

（
九
頁
（
危
険
が
あ
る
。

　

大
戦
間
期
の
思
想
の
新
し
さ
は
、
経
済
制
裁
（
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
な
ど

の
経
済
的
手
段
を
用
い
た
戦
争
防
止
や
平
和
寄
与
の
考
え
方
の
中
に
あ
る

と
い
う
。
た
と
え
経
済
制
裁
が
実
施
さ
れ
な
く
て
も
、
事
前
の
勧
告
だ
け

で
も
機
能
を
十
分
果
た
せ
る
可
能
性
が
あ
り
、
戦
争
被
害
額
の
最
小
化
が

む
し
ろ
図
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
「
合
理
的
思
考
」
が
存
在
す

る
と
い
う
。
こ
の
点
は
「
戦
争
の
影
を
平
時
に
持
ち
込
む
」
（
六
頁
（
と

い
う
風
に
、
著
者
の
舌
鋒
は
鋭
く
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
気

の
効
い
た
文
章
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各
経
済
モ
デ
ル
の
中
で
戦
争
の
影

が
ど
れ
だ
け
深
い
の
か
を
具
体
的
に
分
析
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
説

得
力
は
倍
増
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
惜
し
ま
れ
る
。

　

著
者
が
援
用
す
る
分
析
方
法
は
、
Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
Ｇ
・

ア
リ
ギ
、
Ａ
・
Ｇ
・
フ
ラ
ン
ク
な
ど
に
よ
る
、
歴
史
的
な
世
界
シ
ス
テ
ム

分
析
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
戦
争
は
資
本
主
義
発
展
に
不
可
欠
な
要
素
だ
、

と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
単
な
る
文
章
表
現
を
超
え
る
理
論
展

開
は
、
残
念
な
が
ら
将
来
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
著
者

の
一
層
の
精
進
を
期
待
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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著
者
は
二
二
頁
に
お
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
的
な
雇
用
政
策
が
戦
時
動
員
の

肯
定
に
通
じ
る
、と
論
じ
た
Ｊ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
鋭
い
指
摘
を
好
意
的
に
紹

介
し
て
い
る
。こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
論
点
で
あ
る
の
で
、
著
者
に
は
ロ

ビ
ン
ソ
ン
を
超
え
て
、
も
っ
と
広
く
深
く
追
求
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
希

望
す
る
。

　

第
二
部
は
「
大
戦
間
ウ
ィ
ー
ン
の
布
置
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
の
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
と
ポ
ラ
ニ
ー
の
『
大

転
換
』
が
批
判
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
展
開
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
論
に
お
い
て
、
次
の
文
章
が
評
者
の
批
評
眼
を
い
た
く
刺
激
し
た
。

　

「
帝
国
主
義
は
む
し
ろ
資
本
主
義
以
前
の
世
界
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義

以
前
の
「
重
商
主
義
」
時
代
の
特
質
が
隔
世
遺
伝
的
に
再
来
し
た
も
の
で

あ
る
。
実
際
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
、
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主

主
義
』
を
執
筆
し
て
い
た
一
九
三
〇
年
代
後
半
、
次
第
に
悪
化
し
て
い
く

政
治
経
済
的
状
況
を
、
新
重
商
主
義
と
名
づ
け
て
い
る
」
（
四
三
頁
（
。

　

評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
二
十
世
紀
を
通
じ
て
の
激
し
い
「
資
本
主
義
対

社
会
主
義
論
争
」
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
重
商
主
義
」
は
資
本
主
義
以
前

の
古
い
シ
ス
テ
ム
と
し
て
あ
っ
さ
り
切
捨
て
ら
れ
、
そ
こ
に
積
極
的
意
義

を
見
出
そ
う
と
す
る
論
調
は
非
常
に
劣
勢
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
も
っ
と
も

異
才
ケ
イ
ン
ズ
は
『
一
般
理
論
』
の
一
節
に
お
い
て
、
重
商
主
義
政
策
の

中
に
な
お
生
け
る
も
の
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
が
、
元
祖
の
こ
の
「
小

さ
い
主
張
」
は
、
積
極
的
財
政
金
融
政
策
の
有
効
性
を
説
教
す
る
ケ
イ
ン

ズ
信
奉
者
の
「
大
き
な
主
張
」
の
中
で
ほ
と
ん
ど
掻
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
上
記
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
宿
敵
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
も

重
商
主
義
思
想
の
復
活
力
を
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
新
重
商
主
義
論
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
本

書
の
価
値
を
一
段
と
高
め
て
い
る
と
思
う
。

　

こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
ポ
ラ
ニ
ー
も
力
作
『
大
転
換
』
の
中

で
「
重
商
主
義
時
代
の
両
面
性
」
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
両
面
性
と
は
、

外
国
か
ら
の
国
内
産
業
の
保
護
と
い
う
「
狭
い
視
野
」
の
一
面
と
、
遠
隔

地
を
含
め
た
取
引
や
市
場
を
開
放
し
よ
う
と
す
る
「
広
い
視
野
」
の
他
面

と
の
並
存
を
意
味
す
る
の
だ
。
も
し
取
引
・
市
場
が
経
済
的
手
段
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
、
物
理
的
暴
力
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
経
済
戦
争
か
ら
戦
時
経
済
へ
の
道
程
を
歩
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
第
一
次
大
戦
後
の
敗
戦
国
と
戦
勝
国
と
の
激
し
い
利
害
衝
突
は
、

一
九
三
〇
年
代
を
大
不
況
の
時
代
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
経
済
戦
争
の

時
代
」
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
本
書
の
中
で
、
著
者

が
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
と
ポ
ラ
ニ
ー
の
両
人
を
か
か
る
経
済
戦
争
の
理
論
の

開
拓
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
試
み
は
、
現
時
点
の
ご
と
き
「
リ
ス
ク
と
不

確
実
性
の
時
代
」
に
お
い
て
い
よ
い
よ
鮮
度
を
増
し
て
お
り
、
今
後
一
層

の
研
究
進
化
が
切
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
う
訳
で
、
本
書
第
三
部
に
は
、
「
経
済
戦
争
の
理
論
」
と
い
う

刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
三
部
は
本
書
の
白
眉

で
あ
り
、
著
者
独
自
の
学
問
経
歴
と
批
判
精
神
が
随
所
に
溢
れ
て
い
る
。

二
十
世
紀
の
知
的
遺
産
の
一
つ
で
あ
る
ゲ
ー
ム
理
論
は
、
偉
才
経
済
学
者

モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
と
天
才
数
学
者
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
共
同
著
作

で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
理
論
の
歴
史
に
は
、
二
つ
の
節
目
の
年
―
―
一
九
二
八

年
と
一
九
四
四
年
―
―
が
存
在
す
る
の
だ
。
一
九
二
八
年
は
ゲ
ー
ム
理
論

の
い
わ
ば
「
誕
生
年
」
で
あ
り
、
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
一
般
均
衡
理
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論
か
ら
ゲ
ー
ム
理
論
へ
の
架
橋
作
業
を
試
み
て
お
り
、
ノ
イ
マ
ン
は
数
学

的
な
「
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
」
を
独
自
に
提
唱
・
証
明
し
て
い
る
。
一
九

四
四
年
は
ゲ
ー
ム
理
論
の
「
成
立
年
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た

二
人
の
大
部
な
共
著
『
ゲ
ー
ム
理
論
と
経
済
行
動
』
が
い
わ
ば
生
煮
え
の

ま
ま
で
出
版
さ
れ
た
。
詳
し
い
こ
と
を
知
り
た
い
読
者
は
、
評
者
の
近
著

『
リ
ス
ク
の
経
済
思
想
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
（
第
六
章
と
第

七
章
を
御
覧
ね
が
い
た
い
。

　

ゲ
ー
ム
理
論
は
経
済
学
で
も
あ
り
、
数
学
で
も
あ
り
、
心
理
学
そ
の
他

諸
々
の
学
問
領
域
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
平
和
安
定
の
た
め
の
学
問

で
も
あ
り
、
戦
争
推
進
の
た
め
の
学
問
で
も
あ
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
、

モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
と
ノ
イ
マ
ン
の
二
人
が
共
に
ド
イ
ツ
・
ナ
チ
ズ
ム

の
被
害
者
で
あ
り
、
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
へ
亡
命
し
た
「
異
邦
人
」
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
二
人
が
豊
富
な
研
究
資
金
を
獲
得
し
た
ラ
ン

ド
研
究
所
は
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
産
複
合
体
と
い
う
戦
争
機
械
の
中
に
組
み

込
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に

か
け
て
ア
メ
リ
カ
東
部
の
大
学
に
在
籍
し
た
評
者
自
身
が
、
一
般
均
衡
理

論
の
分
野
で
学
位
取
得
に
成
功
し
た
も
の
の
、
そ
の
院
生
生
活
を
支
援
し

た
奨
学
金
の
多
く
が
ラ
ン
ド
研
究
所
や
海
軍
か
ら
の
資
金
援
助
で
あ
っ
た

こ
と
を
複
雑
な
思
い
で
回
顧
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

「
天
才
と
悪
魔
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ノ
イ
マ
ン
は
そ
の
言
葉
の
よ

う
に
、
原
爆
の
開
発
計
画
に
む
し
ろ
嬉
々
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
で
有
名

だ
。
ノ
イ
マ
ン
は
時
に
は
戦
争
推
進
計
画
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
モ
ル
ゲ
ン

シ
ュ
テ
ル
ン
と
の
共
同
研
究
時
間
が
た
っ
ぷ
り
取
れ
な
く
な
り
、
推
敲
不

十
分
な
ま
ま
に
ゲ
ー
ム
の
大
著
を
世
に
出
す
羽
目
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ー
ム
理
論
の
戦
争
経
済
へ
の
応
用
自
体
は
、
ラ
ン
ド

研
究
所
の
同
僚
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

本
書
に
よ
る
と
、
「
『
ゲ
ー
ム
理
論
と
経
済
行
動
』
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
ゲ
ー
ム
理
論
の
展
開
の
母
体
と
な
っ
た
ラ
ン
ド
研
究
所
と
と
も
に
考

察
す
る
の
が
ト
マ
ス
・
シ
ェ
リ
ン
グ
の
考
え
方
で
あ
る
」
（
一
二
四
頁
（
。

こ
こ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
『
紛
争
の
戦
略
』
が
一
九
六
〇
年
に
出
版

さ
れ
た
時
、
次
の
よ
う
な
寸
評
が
世
間
の
注
目
を
浴
び
た
こ
と
を
思
い
起

し
て
お
こ
う
。

　

「
本
書
の
重
要
な
貢
献
は
、
共
産
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
と
ア
メ
リ
カ
・
自
由

世
界
同
盟
国
と
の
間
の
明
快
な
ら
ざ
る
紛
争
行
為
を
明
快
に
理
解
す
る
こ

と
で
あ
る
」
（
ア
メ
リ
カ
の
有
力
誌
『
政
治
学
雑
誌
』
（
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
は
良
く
も
悪
し
く
も
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
「
東
西

冷
戦
」
の
産
物
で
あ
る
の
だ
。
著
者
は
こ
の
冷
徹
な
事
実
を
直
視
し
、
同

著
作
の
中
で
独
自
に
展
開
さ
れ
た
「
抑
止
の
概
念
」
の
意
義
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
そ
れ
は
ま
さ
に
、
経
済
戦
争
が
戦
争
の
一

種
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
戦
争
の
予
防
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
ロ
ジ
ッ

ク
の
延
長
線
上
に
あ
る
」
（
一
九
〇
頁
（
。
こ
の
辺
り
の
著
者
の
文
章
は
本

書
中
で
最
も
嬉
々
と
し
て
輝
い
て
お
り
、
そ
の
「
熱
い
こ
こ
ろ
」
が
溢
れ

出
る
ば
か
り
で
あ
る
。
文
章
は
人
を
動
か
す
の
だ
。
著
者
に
よ
る
「
冷
静

で
熱
い
シ
ェ
リ
ン
グ
論
」
を
垣
間
見
る
だ
け
で
も
、
本
書
を
一
読
す
る
価

値
が
あ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
る
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
マ
ン
と
と
も
に
、
二
〇
〇
五
年
度
の

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
。
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
の
受
賞
講
演
の
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タ
イ
ト
ル
は
「
驚
く
べ
き
六
十
年
間
―
―
ヒ
ロ
シ
マ
の
伝
説
」
で
あ
り
、

そ
の
改
訂
論
文
が
ア
メ
リ
カ
経
済
学
会
誌
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ

ク
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
九
六
巻
四
号
（
二
〇
〇
六
年
九
月
（
の
巻
頭
を
飾
っ
て

い
る
。
実
は
、
沖
縄
生
ま
れ
で
ア
メ
リ
カ
在
住
の
友
人
か
ら
、
シ
ェ
リ
ン

グ
論
文
の
存
在
を
教
え
ら
れ
、
注
意
深
く
同
論
文
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。

評
者
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
出
く
わ
し
、
ア
メ
リ
カ
流
経
済
科
学
の
「
強

さ
」
と
「
弱
さ
」
を
同
時
に
感
じ
た
。

　

「
過
去
半
世
紀
に
お
い
て
最
も
驚
嘆
す
べ
き
出
来
事
と
は
、
実
際
に
は

起
こ
ら
な
か
っ
た
出
来
事
の
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
実
に
六
十
年
間
、
核

兵
器
の
投
下
爆
発
の
な
き
年
月
を
無
事
過
ご
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
論
文
は
、
ゲ
ー
ム
理
論
の
展
開
応
用
と
い
う
体
裁
を
と
っ

て
い
る
も
の
の
、
膨
大
な
核
兵
器
の
製
造
蓄
積
と
い
う
軍
事
大
国
の
論
理

を
正
当
化
す
る
方
向
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
ド
イ
ツ
の
都

市
で
は
な
く
、
広
島
・
長
崎
に
人
類
最
初
の
原
爆
投
下
を
行
っ
た
理
由
は
、

ゲ
ー
ム
理
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
の
六
十
年
間
に
お
い
て
、
原
爆
投
下
を
再
び
行
わ
な
か
っ
た
理
由

も
、
同
じ
ゲ
ー
ム
理
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
更
に
言
え
ば
、

中
近
東
に
お
け
る
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
と
い
う
「
小
型
核
兵
器
」
の
使
用
も
、

や
は
り
同
じ
ゲ
ー
ム
理
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
ゲ
ー
ム
理
論
を
過
大
評
価
し
て
は
い
け
な
い
し
、
さ
り
と
て
過
小

評
価
し
て
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
中
山
智
香
子
氏
に
よ
る
本
書
は
、
最
近
の
経
済
社
会
思
想

史
の
文
献
に
は
な
い
「
新
鮮
で
鋭
利
な
視
角
」
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

生
身
の
人
間
の
創
造
物
で
あ
る
限
り
、
い
か
な
る
学
問
も
戦
争
か
ら
無
縁

で
は
あ
り
え
な
い
。
経
済
と
戦
争
と
は
、
同
じ
コ
イ
ン
の
「
オ
モ
テ
」
と

「
ウ
ラ
」
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
裏
一
体
関
係
の
解
明
が
、
本

書
を
起
爆
剤
と
し
て
益
々
進
行
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

 

（
さ
か
い
・
や
す
ひ
ろ
／
リ
ス
ク
の
経
済
思
想
（
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書
評　

『
正
戦
と
内
戦
―
―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
際
秩
序
思
想

』

（
大
竹
弘
二
著
、
以
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）

細
見
和
之

　

本
書
は
、
二
〇
〇
八
年
に
東
京
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
に
も
と

づ
く
、
若
手
の
研
究
者
に
よ
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
の
大
著
で
あ
る
。

文
献
表
ま
で
入
れ
る
と
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
越
え
る
。
情
報
量
も
ま
こ
と
に

膨
大
で
、
正
直
な
と
こ
ろ
頭
が
下
が
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
は
以
前
か
ら
、
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
と
い
う
禍
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
し
て
、
国
家
主
義
者
、
独
裁

主
義
者
、
議
会
制
民
主
主
義
の
激
烈
な
否
定
者
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。

と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
前
後
に
は
、
「
戦
後
民
主
主
義
」
の
「
虚
妄
」
を

撃
つ
思
想
家
と
し
て
、
左
翼
の
側
か
ら
も
そ
れ
な
り
の
関
心
を
も
っ
て
読

ま
れ
て
き
た
。
未
來
社
を
中
心
に
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
刊
行
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
翻
訳
は
、
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
か

つ
そ
の
安
易
な
風
潮
へ
の
警
告
を
も
こ
め
て
、
実
現
さ
れ
て
き
た
も
の
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
当
然
な
が
ら
、
一
九
三
〇
年
代
の
ナ
チ
ズ

ム
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
前
後
、
し
か
も
国
家
論
、
独
裁
論
に
か
か
わ

る
著
作
が
中
心
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
数
年
は
、
「
例
外
状
況
」
の
理
論
と
「
正
戦
」
批

判
に
ふ
た
た
び
焦
点
を
置
き
な
が
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
後
期
の
広
域
秩
序
論

に
ま
で
関
心
は
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
九
・
一
一
以
降
の
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
を
主
体
と
し
た
報
復
戦
争
を
ほ
か
で
も
な
い
「
正
戦
（
正

義
の
戦
争
（
」
と
し
て
批
判
す
る
と
い
う
文
脈
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想

は
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
る
。
本
書
も
ま
た
こ
の
流
れ
の
な
か
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
け
っ
し
て
流
行
に
棹
差
し
て
「
安
易
」

に
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
初
期
か
ら
最
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
膨
大
な
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
著
作
に
分
け
入
っ
て
、
あ
る
い
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
影
響
を
受
け

た
思
想
家
た
ち
の
文
献
に
立
ち
入
っ
て
、
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
文
字
ど
お
り
の
労
作
を
つ
う
じ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
の
全
体
が
特

異
な
形
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
本
書
は

以
下
の
よ
う
な
章
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
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序　

論　

普
遍
主
義
、
現
実
主
義
、
広
域
秩
序

第
一
章　

規
範
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
概
念
の
政
治
（
一
九
一
〇
年
～
一

九
三
〇
年
代
半
ば
（

第
二
章　

国
際
連
盟
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
（
一
九
二
三
年
～
一
九
三
八
年
（

第
三
章　

広
域
秩
序
構
想
（
一
九
三
九
年
～
一
九
四
五
年
（

第
四
章　

「
歴
史
の
終
焉
」
と
世
界
内
戦
（
一
九
四
五
年
～
一
九
七
〇
年
（

第
五
章　

パ
ル
チ
ザ
ン
の
理
論
（
一
九
六
〇
年
代
（

第
六
章　

権
力
の
前
室
と
合
法
的
革
命
（
一
九
四
五
年
～
一
九
八
〇
年
代

半
ば
（

結　

語

　

「
序
論
」
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
普
遍
主
義
」は
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
の
立
場
に
照
ら
せ
ば
「
反
普
遍
主
義
」
で
あ
っ

て
、も
ち
ろ
ん
著
者
は
そ
の
よ
う
な
視
点
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
現

実
主
義
」
も
本
文
の
節
タ
イ
ト
ル
で
は
「
現
実
主
義
の
国
際
政
治
学
？
」

と
疑
問
符
が
付
さ
れ
て
い
る
。
理
想
主
義
に
対
す
る
「
現
実
主
義
」
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
法
秩
序
と
し
て
の
理
念
」
の
創
出
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
め

ざ
し
て
い
た
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
そ
の
具
体
的
な
姿
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
広

域
秩
序
」
に
根
ざ
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

冷
酷
な
現
実
主
義
者
で
は
な
く
て
、
現
実
を
理
念
や
概
念
の
闘
争
と
捉
え

る
政
治
思
想
家
と
し
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

序
論
の
告
げ
る
こ
の
大
枠
か
ら
し
て
、
本
書
が
提
示
し
よ
う
と
す
る

シ
ュ
ミ
ッ
ト
像
が
従
来
の
国
家
主
義
者
、
独
裁
主
義
者
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と

は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の

は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
像
を
貫
く
も
の
と
し
て
、
「
場
所
確
定

（O
rtung

（
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
の
「
場
所
喪
失

（E
ntortung

（
」
と
い
う
い
っ
そ
う
根
本
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
著
者
が

指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
の
ち
、

戦
後
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
紆
余
曲
折
を
経
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反

転
す
ら
し
て
ゆ
く
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
を
、
著
者
は
「
場
所
確
定
」
、

「
場
所
喪
失
」
と
い
う
視
点
で
粘
り
強
く
追
い
か
け
て
ゆ
く
の
だ
。

　

第
一
章
で
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
形
式
的
な
法
学
の
立
場
か
ら
出
発
し

た
か
の
よ
う
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
が
じ
つ
は
当
初
か
ら
「
実
体
主
義
的
」

な
発
想
を
そ
な
え
て
い
て
、
そ
れ
が
ナ
チ
ス
国
家
と
い
う
「
具
体
的
秩
序
」

の
宣
揚
と
さ
ら
に
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
行
き
着
く
経
緯
が
た
ど
ら
れ
て
い

る
。
軸
に
な
っ
て
い
る
の
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
主

義
」
と
「
決
断
主
義
」
の
絡
ま
り
合
い
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
ル
ー
ル
占
領
と
い
う
事
態
を
決
定
的
な
契
機
と
し
て
、

「
正
戦
」
批
判
の
視
点
か
ら
、
既
存
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
連
盟
を
超
え
る

真
の
「
連
邦
」
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
戦
間
期
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思

想
が
た
ど
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
国
際
連
盟
は
米
ソ
の
は
ざ
ま
に

あ
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
共
同
体
の
正
統
性
の
た
め
に
必
要
と
考
え
る
「
同

質
性
」
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
「
同
質
性
」
へ
の
要
求
は
彼
の
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
（
。

　

第
三
章
で
は
、
そ
の
「
真
の
連
邦
」
と
い
う
構
想
が
放
棄
さ
れ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
国
際
法
秩
序
と
し
て
の
「
ラ
イ
ヒ
‐
広
域
」
と
い
う
理
念
が

見
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
機
能
化
と
技
術
化
に
も
と
づ
く
世
界
の
「
場

所
喪
失
」
と
い
う
歴
史
の
加
速
へ
の
危
機
感
、
そ
し
て
そ
れ
を
遅
ら
せ
る
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「
カ
テ
コ
ー
ン
（
抑
止
す
る
者
（
」
と
い
う
新
約
聖
書
に
も
と
づ
く
形
象
が

浮
上
し
て
く
る
経
緯
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
陸
の
取
得
、
海

の
取
得
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
大
き
な
歴
史
把
握
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、
米
ソ
と
い
う
両
大
国
に
よ
る
冷
戦
を
「
世
界
内
戦
」
と

捉
え
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
戦
後
思
想
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ユ

ダ
ヤ
人
思
想
家
、
ヤ
ー
コ
プ
・
タ
ウ
ベ
ス
と
の
晩
年
に
い
た
る
ま
で
の
関

係
や
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ベ
ル
ク
と
の
論
争
が
立
ち
入
っ
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
」
と
い
う

印
象
的
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
自
己
像
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

第
五
章
で
は
、
「
土
地
に
根
ざ
し
た
パ
ル
チ
ザ
ン
」
の
う
ち
に
、
米
ソ

に
よ
る
「
世
界
内
戦
」
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
唯
一
世
界
の
「
場
所
喪

失
」
を
ま
ぬ
が
れ
る
、
な
い
し
は
「
遅
ら
せ
る
」
形
象
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

見
い
だ
し
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
「
利
害
関
係
の
あ
る

第
三
者
」
の
支
援
の
も
と
で
、
ふ
た
た
び
「
世
界
内
戦
」
の
フ
ァ
ク
タ
ー

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
悲
劇
的
な
様
相
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
詳

論
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
第
六
章
で
は
、「
権
力
の
前
室
（Vorraum

（
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー

フ
を
軸
に
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
最
終
的
に
行
き
着
い
て
い
た
「
権
力
と

無
力
の
弁
証
法
」
が
取
り
出
さ
れ
る
。
取
り
巻
き
た
ち
に
よ
る
権
力
闘
争

こ
そ
が
近
代
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
主
権
者
の
「
決
断
」

は
な
ん
ら
重
要
性
を
も
た
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
政
治
神
学
』
以
来
の

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
論
は
反
転
し
、
「
永
続
的
な
例
外
状
況
」
と
い
う
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
帰
結
に
ま
で
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』（
著
者
の
表
記
は
『
ド
イ
ツ
哀
悼
劇
の
根
源
』
（

で
説
い
て
い
た
決
断
で
き
な
い
君
主
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
逆
説
的
に

も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
こ
で
行
き
着
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
章
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想

の
流
れ
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
軸
に
総
括
す
る
、
と
い
う
役
目
も
果
た
し
て

い
る
。

　

以
上
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
錯
綜
す
る
論
旨
を
せ
い
ぜ
い
か
す
っ
た
程

度
の
紹
介
に
す
ぎ
な
い
。
本
書
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
と
し
て
は
も
と
よ
り
、

近
代
の
政
治
思
想
史
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
い
う
特
異
な
視
点
か
ら
照
ら
し
出

す
優
れ
た
達
成
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
私
に
は
や
は

り
不
満
が
残
る
。
い
ち
ば
ん
肝
心
要
の
「
場
所
確
定
」
、
「
場
所
喪
失
」
が

な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
最
後
ま
で
お
ぼ
つ
か
な
い
の
だ
。
著
者
は

序
論
の
な
か
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
普
遍
化
不
可
能
な
歴
史
的
に
一
回
的

な
も
の
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
」
に
も
触
れ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
の
生

涯
に
わ
た
る
真
髄
を
こ
う
記
し
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
場
所
喪
失
に
抗
し
て
、
普
遍
化

し
え
な
い
具
体
的
な
場
所
の
秩
序
と
し
て
（
国
際
（
法
秩
序
を
取
り
戻

す
こ
と
に
あ
っ
た
。
い
か
な
る
法
秩
序
で
あ
れ
、
さ
ら
に
は
一
般
に
い

か
な
る
言
葉
や
概
念
で
あ
れ
、
そ
れ
が
本
来
根
ざ
し
て
い
た
一
回
的
な

場
所
へ
、
そ
れ
に
有
意
味
性
を
与
え
る
よ
う
な
固
有
の
場
所
へ
、
連
れ

戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
う
し
て
回
復
さ
れ

る
べ
き
歴
史
的
一
回
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
追
い
求
め
た
（
具
体

的
秩
序
、
ノ
モ
ス
、
広
域
、
政
治
的
な
も
の
、
取
得
（N

ahm
e

（
、
線
、
陸
、

状
況
、
秘
奥
（A

rcanum

（
、
カ
テ
コ
ー
ン
、
現
実
的
な
敵
（
現
実
的
敵
対
（
、
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土
地
的
パ
ル
チ
ザ
ン
…
…
（
。
彼
の
思
考
行
程
は
一
貫
し
て
、
普
遍
性
（
場

所
喪
失
（
と
一
回
性
（
場
所
確
定
（
と
の
相
克
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
（
一
〇
頁
（

　

冒
頭
で
「
こ
の
よ
う
な
場
所
喪
失
」
と
書
か
れ
て
い
る
「
こ
の
よ
う
な
」

の
内
実
が
不
明
な
の
だ
。
直
前
に
は
そ
の
「
場
所
喪
失
」
な
い
し
「
普
遍

主
義
」
が
確
か
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「
抽
象
的
規
範
主
義
、
法
実
証
主
義
、

経
済
、
技
術
、
人
道
主
義
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
（
ロ
シ
ア
（
、

正
戦
、
ユ
ダ
ヤ
、
海
、
世
界
内
戦
、
絶
対
的
な
敵
（
絶
対
的
敵
対
（
、
終
末

論
的
歴
史
観
、
世
界
の
統
一
、
世
界
革
命
的
パ
ル
チ
ザ
ン
…
…
」
し
か
し
、

い
く
ら
列
挙
さ
れ
て
も
「
場
所
喪
失
」
、
「
場
所
確
定
」
が
そ
も
そ
も
な
に

を
意
味
し
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
同
語
反
復
か
、
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
な
ら
ぬ
マ
ニ
教
的
二
元
論
と
で
も
評
す
ほ
か
な
い
。
こ
の
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
妄
執
の
根
源
に
ま
で
私
た
ち
は
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

鋭
敏
な
著
者
は
同
じ
序
論
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

一
つ
の
地
政
学
的
な
場
所
へ
本
来
的
に
根
差
す
こ
と
を
目
指
す
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
の
と
こ
ろ
歴
史
の
一
回
性
を
取
り
逃
が

し
て
し
ま
う
と
同
時
に
、
人
が
決
し
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
普
遍

化
的
な
行
為
遂
行
の
力
か
ら
無
駄
に
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
彼
の
生
涯
の
思
考
行
程
は
、
そ
れ
自
体
が
行
為
遂
行

的
に
、
場
所
確
定
の
試
み
の
必
然
的
な
挫
折
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
回
的
な
場
所
に
根
差
す

こ
と
の
不
可
能
性
に
否
応
な
く
繰
り
返
し
直
面
し
、
一
回
性
と
普
遍
性

の
は
ざ
ま
で
揺
れ
動
き
続
け
た
。
だ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
に
と
っ
て

は
自
ら
の
期
待
を
打
ち
砕
き
、
挫
折
を
強
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
な
か
か
ら
こ
そ
、
彼
の
理
論
の
さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
と
射
程
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
二
六
頁
（

　

生
涯
に
わ
た
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
の
動
向
が
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
ほ
と

ん
ど
見
く
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
節
だ
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
も
、

「
一
回
的
な
場
所
に
根
差
す
」
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
事
態

を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
う
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
こ
と
に

生
涯
に
わ
た
っ
て
固
執
し
た
の
か
が
、
私
に
は
不
分
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
冒
頭
の
古
代
の
農
耕
の
イ
メ
ー
ジ
と
彼

独
特
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
背
景
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
う
言
っ

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
あ
ま
り
に
茫
漠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（
ほ
そ
み
・
か
ず
ゆ
き
／
ド
イ
ツ
思
想
（
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書
評　

『「
戦
後
」
の
思
想
―
―
カ
ン
ト
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
へ

』

（
細
見
和
之
著
、
白
水
社
、
二
〇
〇
九
年
）

大
貫
敦
子

　

本
書
は
カ
ン
ト
か
ら
現
代
ま
で
の
思
想
の
営
み
を
、
戦
争
へ
の
応
答
と

し
て
読
み
解
く
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
あ
る
。
取
り
上
げ
る
思
想
家
（
カ
ン
ト
、

フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
の
思
想
を
完
結
し

た
体
系
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
戦
争
と
い
う
出
来
事
へ
の
「
一
回

か
ぎ
り
」
の
応
答
の
試
み
と
し
て
、
ま
た
「
た
え
ず
生
成
途
上
」
に
あ
る

「
試
行
」
と
し
て
捉
え
る
本
書
に
は
、
過
去
の
テ
ク
ス
ト
を
現
代
か
ら
解

読
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
視
線
が
生
き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
思
想
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
戦
争
を
直
接
・
間
接
に
経

験
し
て
い
る
。
序
章
で
扱
わ
れ
る
カ
ン
ト
の
生
存
中
に
起
き
た
戦
争
の
数

は
二
〇
ほ
ど
に
も
の
ぼ
り
、
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
（
一
七
九
五
年
（
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
端
を
発
し
た
第
一
次
対
仏
大
同
盟
戦
争
の
さ
な
か
に
締

結
さ
れ
た
バ
ー
ゼ
ル
講
和
条
約
を
見
据
え
た
も
の
だ
っ
た
。
『
永
遠
平
和

の
た
め
に
』
が
そ
の
後
の
平
和
論
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
と
、
序
章
と

い
う
慎
ま
し
い
扱
い
は
不
相
応
に
思
え
る
が
、
本
書
で
カ
ン
ト
以
降
を
重

点
的
に
扱
う
理
由
を
著
者
は
、
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
あ
い
だ
の
「
決
定

的
な
分
割
線
」
の
ゆ
え
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
が
「
『
国

民
』
を
主
体
と
す
る
軍
隊
が
相
手
の
殲
滅
を
め
ざ
し
て
総
力
を
あ
げ
て
ぶ

つ
か
り
合
う
」
新
し
い
戦
争
の
形
態
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
著
者
は
述

べ
る
。
こ
れ
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
と
「
ド
イ
ツ
」
を
対
象
と
す
る
場
合
、

「
国
民
」
を
語
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
「
国
民
」
に
よ
る
総
力
戦
と
い

う
言
い
方
が
で
き
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
八
〇
六
年
、
イ
エ
ナ
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
壊
滅
的
敗
北
を
喫
し
た
プ
ロ
イ

セ
ン
が
一
般
兵
役
制
度
を
導
入
す
る
の
は
一
八
一
四
年
で
あ
り
、
こ
れ
も

国
民
全
体
で
は
な
く
市
民
階
層
を
中
心
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
バ
イ
エ
ル

ン
は
、
一
八
一
三
年
ま
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
側
で
戦
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
留
保
は
あ
る
も
の
の
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
講
演
「
ド
イ
ツ
国
民

に
告
ぐ
」
で
ド
イ
ツ
国
民
の
構
成
要
素
と
さ
れ
る
言
語
の
共
有
性
に
基
づ

く
「
内
的
国
境
」
の
概
念
に
著
者
が
着
目
し
、
そ
の
二
面
性
を
指
摘
し
て
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い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
言
語
に
よ
る
共
同
性
は
出
自
と
は
無
関
係
に

共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
な
り
う
る
可
能
性
を
持
ち
な
が
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

民
族
と
い
う
血
の
共
同
体
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
彼
の
露
骨
な
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
の
発
言
と
な
り
、
農
奴
制
へ
の
批
判
を
主
張
す
る
フ
ィ
ヒ
テ

の
「
民
衆
主
義
」
が
民
族
主
義
へ
と
繋
が
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

　

フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
も
関
わ
ら
ず
、
著
者
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
「
他
者

か
ら
の
促
し
」
の
思
考
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
相
互
承
認
論
へ
と
引
き
継

が
れ
た
点
を
重
視
す
る
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論
が
、
本
書
全
体
の
通

奏
低
音
で
あ
る
。
特
に
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
主
人
と
奴
隷
の
弁

証
法
」
か
ら
本
書
を
流
れ
る
「
生
き
の
び
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
導
き
出

さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
初
の
モ
デ
ル
と
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、

戦
争
捕
虜
が
奴
隷
と
し
て
勝
者
の
配
下
に
生
き
続
け
た
事
実
が
あ
る
が
、

著
者
が
着
目
す
る
の
は
自
己
意
識
か
ら
他
者
承
認
へ
と
向
か
う
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
考
で
あ
る
。
そ
れ
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
生
死
を
か
け
た
戦

い
の
一
方
が
「
生
命
に
し
が
み
つ
い
て
戦
い
を
放
棄
し
、
奴
隷
と
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
（
…
…
（
場
合
に
よ
っ
て
は
命
乞
い
す
る
よ
う
な
『
浅
ま
し

い
態
度
』
、
そ
れ
こ
そ
が
死
屍
累
々
の
廃
墟
を
も
た
ら
す
だ
け
の
無
意
味

な
戦
い
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
」
。
そ
こ
に
著
者
は
「
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
モ
デ
ル
を
越
え
て
、
戦
争
の
時
代
に
死
の
不
安
に
取
り
つ
か
れ

て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
経
験
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
が
、
評
者
は
疑
問

を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
主
奴
の
弁
証
法
」
は
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
け
る
「
命
乞
い
す
る
」
敗
者
の
奴
隷
で
は
な
く
、
デ
ィ
ド
ロ

の
『
運
命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
と
そ
の
主
人
』（
遺
作
と
し
て
一
七
八
四
年
刊
行
（

に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
す
で
に
シ
ラ
ー
は
一
七
八
五
年
に
こ
の
作
品
を

ド
イ
ツ
語
訳
し
て
お
り
、
ゲ
ー
テ
も
シ
ラ
ー
の
勧
め
に
よ
っ
て
読
ん
だ
。

そ
の
ゲ
ー
テ
は
デ
ィ
ド
ロ
の
『
ラ
モ
ー
の
甥
』
を
一
八
〇
五
年
に
ド
イ
ツ

語
に
訳
し
、こ
の
二
つ
の
著
作
が
『
精
神
現
象
学
』
に
与
え
た
影
響
は
度
々

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
著
の
共
通
点
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
奴
隷
で
は

な
く
、
封
建
的
な
身
分
制
度
に
よ
る
主
従
関
係
の
相
互
依
存
関
係
を
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
著
者
が
述
べ
る
よ
う
な
勝
者
の
配
下
で
「
命

乞
い
」
し
て
生
き
の
び
る
奴
隷
の
問
題
で
は
な
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
の
萌
芽
は
、
イ
エ
ナ
時
代
の
『
実
在
哲
学
』

に
記
さ
れ
た
「
愛
」
に
お
け
る
男
女
の
異
質
性
の
相
互
承
認
（
こ
れ
自
体
、

身
体
的
性
差
を
実
体
化
し
た
問
題
を
含
む
議
論
で
あ
る
が
（
に
あ
る
。
し
か
し

市
民
社
会
的
な
家
庭
と
い
う
親
密
圏
を
超
え
て
、
異
質
な
も
の
の
相
互
承

認
を
共
同
体
の
次
元
で
思
考
し
た
場
合
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
の

限
界
は
明
ら
か
に
な
る
。
著
者
は
金
子
武
蔵
に
依
拠
し
て
、
相
互
承
認
論

に
も
と
づ
く
理
想
的
共
同
体
の
形
成
の
原
理
的
不
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
し
て
著
者
は
、『
精
神
現
象
学
』が
提
示
す
る
の
は
「
行

為
す
る
良
心
」
と
「
評
価
す
る
良
心
」
に
も
と
づ
く
「
相
互
批
判
を
つ
う

じ
た
批
判
的
共
同
性
」
の
可
能
性
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
「
『
承
認
』
が
十

全
に
経
験
さ
れ
る
共
同
体
と
は
、
た
え
ず
現
実
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
そ

の
よ
う
な
批
判
の
運
動
と
し
て
以
外
存
在
し
な
い
」と
い
う
視
点
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
自
身
が
批
判
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
否
定
性
の
無
限
後
退
と
同
じ
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

第
二
章
で
は
、
普
仏
戦
争
を
手
が
か
り
に
マ
ル
ク
ス
と
ニ
ー
チ
ェ
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
場
合
に
は
、
普
仏
戦
争
そ
の
も
の
よ
り
一

八
四
八
年
の
革
命
と
一
八
七
一
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
の
関
わ
り
で
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あ
る
。
一
八
四
八
年
の
パ
リ
蜂
起
鎮
圧
後
、
マ
ル
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
を
革

命
運
動
に
引
き
入
れ
る
た
め
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
」
に
期
待
を
寄
せ

た
。
ま
た
ク
リ
ミ
ア
戦
争
も
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
も
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

革
命
の
前
進
」
と
い
う
基
準
で
評
価
す
る
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
自
然
史

的
過
程
」
の
思
考
を
、
著
者
は
ア
ド
ル
ノ
に
依
拠
し
て
マ
ル
ク
ス
に
お
け

る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
過
剰
と
切
り
離
せ
な
い
と
論
じ
る
。
「
ゴ
ー
タ
綱
領
批

判
」
の
最
後
の
文
章
「
各
人
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
は
そ
の
必
要

に
応
じ
て
」
を
、
著
者
は
カ
ン
ト
の
「
永
遠
平
和
」
と
な
ら
ん
で
「
私
た

ち
を
導
く
理
念
の
ひ
と
つ
」
と
結
論
づ
け
る
が
、
「
私
た
ち
」
を
形
成
す

る
共
同
性
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
問
い
を
抜
き
に
し
て
は
、

こ
の
言
葉
も
虚
ろ
に
響
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　

「
生
き
延
び
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
重
要
な
の
は
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ

ク
（
第
三
章
（
、
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
と
ア
ド
ル
ノ
（
第
四
章
（
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
に
あ
た
り
、
志
願
し
て
ド
イ
ツ
軍

に
参
加
し
た
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
ド
イ
ツ

人
」
と
い
う
生
き
方
を
望
ん
だ
。
バ
ル
カ
ン
戦
線
の
塹
壕
の
な
か
で
『
救

済
の
星
』
（
一
九
二
一
年
刊
（
の
着
想
を
得
た
と
さ
れ
る
。
難
解
を
極
め
る

『
救
済
の
星
』
の
共
訳
者
で
あ
る
著
者
に
よ
る
解
釈
か
ら
は
教
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
多
い
。
三
巻
に
わ
た
る
『
救
済
の
星
』
の
内
容
紹
介
は
、
本
稿

で
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
戦
争
と
い
う
テ
ー
マ
と
の
連
関
で
重
要

な
の
は
、
死
に
直
面
し
た
戦
場
体
験
が
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
思
考
の

背
景
を
な
し
て
い
る
点
だ
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
精
神
」
に
い
た
る
ま
で
、
「
普
遍
的
」
か
つ
「
不
変
的
」
な
も
の
（
こ
れ

を
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
「
彼
岸
」
と
名
付
け
る
（
を
優
位
に
お
き
、
死
の

不
安
か
ら
目
を
そ
ら
せ
る
哲
学
を
拒
否
し
、
徹
底
し
て
個
別
的
な
人
間
の

「
生
」
に
と
ど
ま
る
彼
の
思
考
を
著
者
は
重
視
す
る
。
「
彼
岸
性
」
な
し
に

ユ
ダ
ヤ
教
を
位
置
づ
け
る
時
に
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ニ
ー
チ
ェ
の

用
語
を
も
じ
り
「
超
世
界
」
と
い
う
造
語
を
使
用
す
る
。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ

教
の
儀
式
や
祭
礼
に
お
い
て
、
彼
岸
で
は
な
く
現
世
界
に
お
い
て
実
現
さ

れ
る
い
う
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
お
け
る
「
生
」

と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
生
き
延
び
（überleben

（
」
を
踏
ま
え
て
「
超

生
（Ü

berleben

（
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

　

ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
『
救
済
の
星
』
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
し
て

ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
「
真
の
宗
教
」
と
し
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教

に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
を
優
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
反
シ
オ

ニ
ズ
ム
の
立
場
を
と
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
を
重
視
し
た
。
彼
の
他

に
も
ユ
ダ
ヤ
系
で
か
つ
ド
イ
ツ
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
多
く
の
知
識
人
た
ち

の
存
在
を
「
非
本
来
性
」
の
名
の
も
と
に
排
除
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考

が
第
三
章
後
半
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
『
存
在
と
時
間
』
（
一
九

二
七
年
（
か
ら
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
加
担
を
表
明
し
た
「
ド
イ

ツ
大
学
の
自
己
主
張
」
へ
と
繋
が
る
思
考
経
路
を
「
理
想
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
」
と
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
。
『
存
在
と
時
間
』
第
五
章
第
七
四
節

で
「
共
同
体
」
が
コ
ン
マ
一
つ
で
「
民
族
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
箇

所
に
着
目
し
、
現
存
在
が
「
受
け
継
が
れ
て
き
た
可
能
性
を
自
分
に
伝
承

す
る
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
は
「
『
遺
産
』
に
も
等
し
い
伝
統
を

自
覚
的
に
受
け
取
り
直
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う

「
自
分
自
身
の
本
来
の
あ
り
方
へ
と
立
ち
戻
っ
た
姿
」で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

伝
統
の
自
覚
化
に
お
い
て
知
識
人
と
非
知
識
人
（
木
樵
や
農
夫
（
と
が
出
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会
う
場
と
し
て
の
「
民
族
」
と
い
う
虚
構
の
空
間
が
、
こ
こ
に
成
立
す
る
。

そ
の
意
味
で
『
存
在
と
時
間
』
に
は
す
で
に
ナ
チ
ズ
ム
と
の
親
和
性
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
正
し
い
。

　

第
四
章
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
思
想
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
思
想

家
と
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
後
の
思
想
を
論
じ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に

代
表
さ
れ
る
絶
滅
収
容
所
を
、
も
は
や
「
承
認
を
め
ぐ
る
戦
い
」
さ
え
否

定
さ
れ
た
「
殺
す
側
と
殺
さ
れ
る
側
の
（
…
…
（
圧
倒
的
な
非
対
称
性
」

の
場
と
著
者
は
記
す
。
死
を
逃
れ
て
生
き
残
っ
た
者
は
「
殺
戮
を
ま
ぬ
が

れ
た
者
の
抱
え
る
激
烈
な
罪
科
」
（
『
否
定
弁
証
法
』
（
を
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
「
文
化
と
野
蛮
の

弁
証
法
の
最
終
段
階
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

あ
と
で
詩
を
書
く
こ
と
は
野
蛮
で
あ
る
」
（
『
文
化
と
社
会
』
一
九
五
一
年
初

刊
（
。
こ
の
言
葉
は
五
〇
年
代
に
誤
解
も
含
め
て
論
争
の
的
と
な
っ
た
が
、

詩
人
エ
ン
ツ
ェ
ン
ス
ベ
ル
ガ
ー
の
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
生
き
の
び
よ
う
と

望
む
な
ら
、
こ
の
命
題
は
反
駁
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
反
論
や
サ

ル
ト
ル
を
代
表
と
す
る
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
文
学
へ
の
ア
ド
ル
ノ
の
嫌
悪

を
含
め
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
か
ら
著
者
が
読
み
取
ろ

う
と
す
る
の
は
同
一
化
の
強
制
力
に
ど
こ
ま
で
も
抵
抗
す
る
非
同
一
性
の

思
考
で
あ
る
。
「
自
分
自
身
の
う
ち
の
他
な
る
も
の
、
疎
遠
な
も
の
と
向

き
合
う
こ
と
」
「
他
な
る
も
の
、
疎
遠
な
る
も
の
へ
と
そ
の
つ
ど
生
成
す

る
こ
と
」
が
ア
ド
ル
ノ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
思
考
で
あ
る
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル

以
来
の
相
互
承
認
論
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
誕
生
の
思
考
」
と
の
共
通
点
を

こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
著
者
は
述
べ
る
。

　

第
四
章
の
後
半
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
と
、
両
親
を
強
制
収
容
所
で
失
い
な

が
ら
も
戦
後
ド
イ
ツ
語
で
詩
を
書
き
続
け
た
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
と
が
類

比
さ
れ
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
白
眉
は
、
二
人
が
共

通
し
て
引
用
し
て
い
る
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ム
の
詩
に
関
す
る
間
テ
ク
ス
ト

的
解
釈
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
で
著
者
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、

『
人
間
の
条
件
』
の
叙
述
が
整
合
性
を
は
み
出
す
「
野
生
性
」
を
も
ち
、

そ
れ
ゆ
え
に
「
自
ら
の
思
想
も
ま
た
彼
女
の
思
考
に
と
っ
て
の
『
他
者
』

と
な
る
」
思
考
の
動
き
で
あ
る
。

　

終
章
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
ナ
チ
ス
時

代
に
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
を
経
験
し
た
世
代
の
一
員
と
し
て
、
ド
イ

ツ
の
伝
統
へ
の
反
省
を
踏
ま
え
た
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
著
者
は
ア
メ

リ
カ
を
中
心
と
し
た
多
国
籍
軍
が
国
連
の
同
意
の
な
い
ま
ま
に
行
っ
た
イ

ラ
ク
攻
撃
（
二
〇
〇
三
年
（
に
対
し
て
、
デ
リ
ダ
と
と
も
に
行
っ
た
共
同

声
明
を
取
り
上
げ
る
。
「
他
者
を
そ
の
他
者
性
に
お
い
て
相
互
に
承
認
す

る
こ
と
―
―
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
に
共
通
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
う
る
」
と
い
う
文
章
の
「
わ
れ
わ
れ
」
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
感
じ
る
か
も
知
れ
な
い
と
著
者
は
留
保
し
な
が

ら
、
し
か
し
著
者
は
「
そ
れ
は
物
理
的
・
地
理
的
な
空
間
と
し
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
な
い
」
と
解
釈
し
、
こ
こ
に
本
書
の
テ
ー
マ
「
異
質
な
他
者

と
の
相
互
承
認
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
し
か

し
相
互
承
認
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
モ

デ
ル
に
依
拠
す
る
著
者
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
限
界
を
見
極
め
る
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
と
の
間
に
は
、
か
な
り
の
乖
離
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
主
観
性
か
ら
は
導
出
で
き
な
い
普
遍
的
道
徳
規
範
の
想
定
を
客

観
的
精
神
と
し
て
の
制
度
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
に
、
相
互
承
認
論
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は
イ
エ
ナ
期
以
上
に
は
展
開
し
え
な
か
っ
た
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
指
摘
し

て
い
る

（
1
（

。

　

本
書
は
、
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
を
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
き
直
し
て

解
読
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
文
学
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
も
い
た
る

所
で
示
さ
れ
、
広
い
知
見
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
思
想
を
そ
の
生
成

す
る
場
に
お
い
て
捉
え
る
著
者
の
試
み
が
、
そ
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

 

（
お
お
ぬ
き
・
あ
つ
こ
／
文
化
理
論
（

注
（
1
（ Vgl.: H

aberm
as, Jürgen, W

ege der D
etranszendentalisierung. 

V
on K

ant zu H
egel und zurück, in: ders., W

ahrheit u
n

d 

R
echtfertigung, Frankfurt am

 M
ain 

（Suhrkam
p

（ 2004, S. 186-
229.

　

書
評　

『
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル　

あ
る
連
結
の
哲
学
』

（
市
田
良
彦
著
、
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年
）

阪
上　

孝

　

本
書
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
理
論
的
伝
記
を
目
指
し
て
い
る
、
と
市
田

は
言
う
。
理
論
的

0

0

0

伝
記
と
銘
打
っ
た
の
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
生
涯
の

出
来
事
を
追
求
し
た
り
、
彼
の
思
想
的
変
遷
を
辿
る
個
人
的
思
想
史
で
は

な
く
、
著
者
が
再
現
し
た
「
こ
と
の
次
第
」
が
「
一
つ
の
理
論
」
で
あ
る

よ
う
な
書
物
を
目
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
市
田
の
こ
の
よ
う
な
思
い
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の
根
底
に
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
書
き
遺
し
た
も
の
全
体
が
「
一
つ
の

理
論
」
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い
う
想
定
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
見
な

す
こ
と
が
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
書
き
遺
し
た
も
の
か
ら
有
意
義
な
も
の
を

取
り
出
す
た
め
に
不
可
欠
だ
と
い
う
想
定
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
著
者
も
認
め
る
と
お
り
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
自
分
が
以
前

に
お
こ
な
っ
た
主
張
の
多
く
に
対
し
て
「
自
己
破
壊
的
に
さ
え
見
え
る
」

ほ
ど
徹
底
的
な
修
正
・
否
定
を
加
え
、
彼
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
マ
ル

ク
ス
主
義
哲
学
の
定
義
に
関
し
て
も
正
反
対
の
主
張
を
行
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
著
者
の
言
う
「
一
つ
の
理
論
」
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
し

か
も
著
者
は
、
こ
う
し
た
思
想
的
変
化
全
体
を
包
括
す
べ
く
「
事
後
的
に

構
成
さ
れ
た
大
理
論
」や
「
哲
学
者
自
身
が
必
ず
し
も
知
る
こ
と
の
な
か
っ

た
隠
れ
た
統
一
性
」
（
一
一
頁
（
を
否
定
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
容
易
な
ら

ざ
る
難
問
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
は
、
こ
の
難
題
に
取
り
組
む
た
め
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
思
想

的
転
回
の
「
二
つ
の
峰
」
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
彼
が
書
き
遺
し
た
も
の

を
見
渡
し
て
、
「
理
論
的
パ
ノ
ラ
マ
」
を
描
く
と
い
う
、
定
点
観
測

0

0

0

0

の
方

法
を
採
用
す
る
。
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
の
な
か
で
特
異
点
を
な
す
の
は
、
一
九

六
二
年
の
「
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
講
義
」
で
あ
る
。
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
「
絶

対
的
に
不
可
欠
か
つ
必
然
的
な
新
し
い
国
家
を
無
か
ら
始
め
る
と
い
う
問

い
」
を
提
起
し
た
と
い
う
点
で
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
主
題
の
一
つ
で
あ

る
「
状
況
の
理
論
」
を
考
え
る
出
発
点
と
な
る
と
同
時
に
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ

リ
と
の
強
い
同
一
化
（
「
主
体
的
錯
乱
」
（
を
経
験
し
た
と
い
う
点
で
も
、

哲
学
者
と
し
て
の
「
は
じ
ま
り
」
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
一
の
峰

0

0

0

0

は
一
九
六
六
―
六
七
年
で
あ
る
。こ
の
時
期
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
は
一
九
六
五
年
に
『
マ
ル
ク
ス
の
た
め
に
』
と
『
資
本
論
を
読
む
』
を

公
刊
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
革
新
の
旗
手
と
し
て
名
声
の
絶
頂
に

あ
っ
た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
内
で
は
数
年
前
か
ら
の
中
国
派
的
偏

向
の
非
難
が
激
化
し
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
同
年
秋
に
「
理
論
偏
重
主
義
」

の
自
己
批
判
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
峰

0

0

0

0

は
一
九
七
六
―
七
七
年
で
、

フ
ラ
ン
ス
共
産
党
が
党
大
会
（
一
九
七
六
年
（
で
社
会
党
と
の
連
合
戦
線

に
よ
る
政
権
獲
得
に
向
け
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」
の
放
棄
を
決
定
し

た
時
期
に
当
た
る
。「
政
治
に
寄
り
添
う
こ
と
を
引
き
受
け
る
哲
学
者
」（
一

三
頁
（
た
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
こ
の
出
来
事
に
関
し
て
多
く
の
機
会
を

捉
え
て
介
入
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
理
論
面
で
は
、
「
哲
学
に
お
い
て

マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
こ
と
」
や
「
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
私
た
ち
」
の
主

要
部
分
を
執
筆
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
根
本
的
な
問
い
直
し
を

行
っ
た
。
市
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
両
時
期
と
も
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
大

量
の
原
稿
を
執
筆
し
な
が
ら
そ
の
多
く
を
未
発
表
の
ま
ま
に
お
い
た
、
執

筆
量
と
発
表
量
の
落
差
が
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
旺
盛
な

研
究
・
執
筆
活
動
は
行
わ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
成
果
は
理
論
と
し
て
定

着
し
て
い
な
い
の
だ
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
試
行
錯
誤
を
行
な
っ
て
い
た

の
で
あ
り
、
彼
の
思
考
活
動
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
き
わ
め
て
興
味
深

い
時
期
で
あ
る
。
市
田
の
設
定
は
適
切
だ
と
思
う
。

　

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
テ
キ
ス
ト
の
公
表
に
あ
た
っ
て
、厳
密
な
理
論
的
・

政
治
的
検
討
を
加
え
、
大
幅
に
手
を
加
え
る
こ
と
を
常
と
し
、
未
発
表
の

ま
ま
眠
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
彼
の
党
内
で
の
立
場

か
ら
も
、
隙
の
な
い
用
語
と
論
理
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
彼
の
文
章
は
用
語
の
厳
密
な
選
択
と
定
義
、
緻
密
な
論
理
的
展
開
に
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満
ち
た
、
緊
張
度
の
高
い
文
章
に
な
り
、
そ
れ
が
彼
の
書
く
も
の
の
魅
力

を
形
づ
く
っ
た
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
彼
の
思
考
の
過
程
や
そ
の
変
化
の

内
容
は
公
表
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

市
田
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
（
現
代
文
学
資
料
館
（
に
所
蔵
さ
れ
た
未
発
表
の
草

稿
や
断
片
を
博
捜
し
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
「
書
き
は
し
た
が
、『
書
い
た
』

こ
と
に
で
き
ず
、
…
…
な
に
を
捉
え
れ
ば
よ
い
か
さ
え
必
ず
し
も
明
瞭
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
」（
一
九
頁
（
を
探
ろ
う
と
す
る
。

発
表
論
文
の
少
な
い
「
陥
没
期
」
の
膨
大
な
文
書
を
読
解
し
て
陥
没
期
を

移
行
期
と
し
て
再
構
成
し
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
思
想
の
移
動
の
軌
跡
を

連
続
線
と
し
て
捉
え
直
し
た
こ
と
、
こ
れ
が
ま
ず
取
り
あ
げ
る
べ
き
本
書

の
功
績
で
あ
る
。

　

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
一
貫
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
「
状
況
の
理

論
」
、
「
政
治
と
は
な
に
か
、
哲
学
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

本
書
で
は
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
「
状
況
の
理
論
」
、「
主
体
の
論
理
」
、「
哲

学
と
は
な
に
か
、
政
治
と
は
な
に
か
」
を
取
り
あ
げ
、
第
四
章
「
最
後
の

〈
切
断
〉
」
で
、
先
ほ
ど
の
「
第
二
の
峰
」
に
か
か
わ
る
問
題
が
主
題
的
に

論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
内
容
を
網
羅
的
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
は

不
可
能
な
の
で
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
論
点
に
限
っ
て
取
り
あ
げ

る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
章
で
は
六
〇
年
代
の
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
理
論
的
関
心
の
対
象

だ
っ
た
「
状
況
の
理
論
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、

マ
ル
ク
ス
は
「
歴
史
の
大
陸
」
を
開
い
た
、
史
的
唯
物
論
は
歴
史
の
科
学

だ
と
く
り
か
え
し
強
調
す
る
。
し
か
し
彼
の
言
説
に
は
、
通
常
の
マ
ル
ク

ス
主
義
者
の
場
合
の
よ
う
に
、
歴
史
的
必
然
性
や
歴
史
法
則
と
い
っ
た
言

葉
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
彼
の
関
心
が
一
般
的
な
歴
史
法
則
な
ど
で

な
く
、
ロ
シ
ア
革
命
の
よ
う
な
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
公
式
か
ら
す
れ
ば
、

例
外
的
な

0

0

0

0

出
来
事
、
例
外
的
な

0

0

0

0

状
況
を
説
明
す
る
理
論
に
向
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
「
構
造
主
義
者
」
に
分
類
さ
れ

た
よ
う
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
構
造
に
よ
る
決
定
を
説
い
た
が
、
そ
の

場
合
も
彼
の
関
心
は
構
造
の
形
式
性
や
一
般
性
で
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら

構
造
の
作
用
や
効
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
「
変
異
」
に
向
か
っ
て
い
た

と
い
う
市
田
の
指
摘
（
二
九
頁
（
は
剴
切
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、

レ
ー
ニ
ン
を
援
用
し
な
が
ら
、
「
状
況
の
現
在
」
と
歴
史
段
階
と
し
て
の

現
在
の
相
違
を
強
調
す
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
歴
史
家
と
し
て
で
な
く
、
革
命

家
と
し
て
政
治
的
実
践
の
な
か
で
帝
国
主
義
に
出
会
う
。
「
政
治
実
践
に

固
有
の
対
象
は
つ
ま
り
、
理
論
家
と
歴
史
家
が
語
る
歴
史
に
属
し
て
は
い

て
も
、
別
の
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
六
二
頁
（
こ
の
よ
う
に
状
況
の

理
論
と
歴
史
理
論
が
異
な
り
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
関
心
が
状
況
の
理
論

に
集
中
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
理
論
の
意
義
は
ど
う
な
る
の
か
。
市
田
は

「
対
立
の
賭
け
金
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
ま
で
無
効
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
守
っ
た
」
（
三
二
六
頁
（
と
述
べ
て
い
る
が
、
歴
史

理
論
も
無
効
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
彼
が
守
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
本
書
の
理
解

を
難
し
く
し
て
い
る
と
思
う
。

　

一
九
六
七
年
四
月
に
書
い
た
論
文
「
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
歴
史
的
任

務
」
で
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
「
状
況
の
理
論
」

の
欠
落
を
説
き
、
政
治
実
践
の
遂
行
に
は
そ
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
た
。
状
況
の
理
論
の
確
立
が
理
論
と
実
践
の
統
一
＝

連
結
の
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環
で
あ
る
、
す
べ
て
は
理
論
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
主
張

で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
結
局
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
論
文
執
筆
の

頃
か
ら
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
な
か
で
哲
学
に
関
し
て
苦
い
思
い
を
伴
う
方

向
転
換
が
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
が
政
治
と
有
機
的
関
係
を
結
ん
で

い
る
こ
と
と
、
自
分
に
は
政
治
と
は
な
に
か
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
こ

と
の
自
覚
で
あ
る
。
（
四
三
頁
（
こ
の
自
覚
の
も
と
に
こ
の
年
の
秋
か
ら

理
論
偏
重
主
義
の
自
己
批
判
が
は
じ
ま
り
、
哲
学
の
定
義
の
変
更
が
主
題

的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
章
で
は
主
体
の
問
題
が
精
神
分
析
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
。
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、
歴
史
の
科
学
と
無
意
識
の
科
学
の
結
合
に
マ
ル
ク
ス

主
義
の
理
論
的
可
能
性
を
見
出
し
、
と
り
わ
け
そ
の
結
合
の
具
体
的
な
場

を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
説
と
そ
の
主
体
性
効
果
の
理
論
に
見
出
し
た
。
ラ

カ
ン
派
へ
の
接
近
と
離
反
な
ど
本
書
か
ら
教
え
ら
れ
る
点
は
多
い
が
、
思

想
史
の
視
点
か
ら
特
に
興
味
を
惹
い
た
の
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
読

み
方
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
後
退
し
て
、
わ
れ

わ
れ
を
十
八
世
紀
の
唯
物
論
に
つ
れ
も
ど
し
、
さ
ら
に
後
退
し
て
デ
カ
ル

ト
に
導
く
が
、
以
前
の
著
作
家
を
参
照
す
る
た
び
に
、
そ
の
著
作
家
の
用

い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
後
代
の
対
象
を
考
察
さ
せ
る
。
つ
ま
り
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
行
う
後
退
0

0

は
理
論
的
先
取
り

0

0

0

を
生
み
出
す
力
を
も
っ
た
後
退
な

の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
場
合
も
「
自
分
の
時
代
に
対
す
る
逆
説
的
で
時
代
錯
誤
的
な
位
置
の

取
り
方
」
が
時
代
の
先
取
り
を
可
能
に
し
て
い
る
。
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
は
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン
に
先
ん
じ
て
、
精
神
分
析
の
理
論
的
概
念
を
作

る
こ
と
な
く
精
神
分
析
を
実
践
し
て
い
た
」
（
一
三
〇
頁
（
と
い
う
の
が
、

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
評
価
で
あ
る
。

　

第
三
章
の
主
題
は
「
哲
学
と
は
な
に
か
、
政
治
と
は
な
に
か
」
で
あ
る
。

「
状
況
の
現
在
」
に
は
科
学
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
な
い
要
因
が
あ
る
と

い
う
の
は
先
に
見
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
哲
学
の
定
義
の
変
更
を

も
た
ら
す
。
市
田
は
、
（
一
（
状
況
が
科
学
と
哲
学
の
両
方
に
と
っ
て
同

一
の
対
象
で
あ
り
、
科
学
（
「
認
識
の
生
産
」
（
と
哲
学
（
「
認
識
の
生
産
の
理

論
」
（
が
連
続
し
て
い
る
段
階
（
『
マ
ル
ク
ス
の
た
め
に
』
、
『
資
本
論
を
読
む
』
（
、

（
二
（
科
学
と
哲
学
の
差
異
が
曖
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
で
状
況
が
哲
学
の
対

象
と
し
て
強
調
さ
れ
、
哲
学
の
政
治
的
性
格
が
語
ら
れ
る
段
階
（
「
マ
ル

ク
ス
主
義
哲
学
の
歴
史
的
任
務
」
（
、（
三
（
「
哲
学
は
対
象
を
も
た
な
い
」
、「
哲

学
は
理
論
に
お
け
る
政
治
で
あ
る
」
と
言
明
さ
れ
る
段
階
（
「
レ
ー
ニ
ン
と

哲
学
」
（
の
三
段
階
に
整
理
し
て
い
る
。

　

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
「
哲
学
は
理
論
に
お
け
る
政
治
だ
」
と
い
う
言
明

に
関
連
し
て
、
カ
ン
ト
に
依
拠
し
て
哲
学
を
戦
場
（K

am
pfplatz

（
と
定

義
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
革
命
家
の
政
治
実
践

と
精
神
分
析
家
の
治
療
実
践
を
援
用
し
な
が
ら
理
論
の
性
格
に
関
す
る
興

味
深
い
論
点
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
革
命
家
の
政
治
実
践
や
精
神
分
析
家

の
治
療
実
践
に
お
い
て
は
、
理
論
家
は
、
「
自
分
が
状
況
の
な
か
で
い
か

な
る
場
所
を
占
め
て
い
る
の
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分

の
実
践
を
通
じ
て
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
の
な
か
で
、
自
分
の
実
践

を
通
じ
て
関
係
し
あ
う
他
の
諸
要
素
が
占
め
て
い
る
場
所
と
の
関
連
で
、

自
分
が
い
か
な
る
場
所
を
占
め
て
い
る
の
か
を
。
」（
一
九
三
―
一
九
四
頁
（

そ
し
て
こ
の
「
占
め
る
場
所
」
と
の
か
か
わ
り
で
、
理
論
の
性
格
が
変
わ

る
。
『
資
本
論
を
読
む
』
で
の
認
識
理
論
は
、
認
識
の
対
象
を
加
工
し
手
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直
し
し
て
現
実
の
対
象
を
認
識
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
対

象
に
は
手
を
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
こ
こ
で
は
、
現
実
の
対

象
に
手
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
「
理
論
と
し
て
の
特
性
が
期
待
さ
れ
て
い
る
」

（
一
九
四
頁
（
の
で
あ
る
。
知
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
「
認
識
」
を
越
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

政
治
に
関
し
て
特
筆
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ

の
重
要
性
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
と
っ
て
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
単

に
政
治
学
の
創
始
者
な
ど
で
は
な
く
、
真
の
意
味
で
の
唯
物
論
哲
学
者
で

あ
り
、
「
最
初
の
状
況
の
理
論
家
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ

リ
は
政
治
的
視
点
の
場
所
と
政
治
実
践
の
場
所
を
区
別
す
る
が
、
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
は
こ
の
区
別
に
労
働
者
階
級
の
政
治
的
階
級
へ
の
形
成
（
主

体
の
変
容
（
の
議
論
を
読
み
取
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
「
状
況
の
理
論

と
主
体
化
の
理
論
が
見
分
け
が
た
く
な
る
言
説
を
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
か
ら

取
り
出
そ
う
」
（
二
四
三
頁
（
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
章
の
「
最
後
の
〈
切
断
〉
」
で
あ
る
が
、
市
田
は
、
「
出
会
い
（
偶

然
（
の
唯
物
論
」
の
本
質
的
な
部
分
は
一
九
七
六
年
の
「
哲
学
に
お
い
て

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
こ
と
」で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
が
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
展
開
の
果
て
に
た
ど
り
つ
い
た
到
達
点
が

「
す
べ
て
は
偶
然
だ
し
、
こ
れ
か
ら
も
偶
然
だ
ろ
う
と
い
う
身
も
蓋
も
な

い
哲
学
」
一
〇
頁
（
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
市
田
は
、
「
出

会
い
の
唯
物
論
」
は
「
な
し
遂
げ
ら
れ
た
事
実
に
「
必
然
」
を
見
る
こ
と

し
か
し
な
い
マ
ル
ク
ス
主
義
」
に
対
し
て
、
「
こ
の
必
然
性
の
偶
然
性
を

暴
き
、
…
…
現
在
を
こ
れ
か
ら
な
す
べ
き
事
実
に
開
放
し
て
や
る
」
（
二

六
三
頁
（
と
い
う
任
務
を
背
負
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
と
積
極
的
に
評
価

す
る
。
そ
れ
は
「
今
・
こ
こ
」
を
政
局
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
状
況
の
理

論
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
本
書
は
多
く
の
興
味
深
い
論
点
を
含
み
、
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
研
究
の
水
準
を
飛
躍
的
に
高
め
た
と
思
う
。
し
か
し
卒
直

に
言
っ
て
、
私
に
は
大
変
に
難
解
な
書
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
大
の
理
由

は
、
市
田
の
言
う
「
一
つ
の
理
論
」
が
見
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
は
逆
説
へ
の
強
い
嗜
好
が
あ
り
、

そ
れ
が
彼
の
論
文
の
魅
力
の
一
つ
だ
っ
た
。
市
田
に
も
逆
説
へ
の
嗜
好
が

あ
り
、
そ
の
魅
力
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
本
書
が
難
解
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
と
思
う
。
読
者
の
本
書
へ
の
接
近
を
よ
り
容
易

に
す
る
た
め
に
、
索
引
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
著
作
関
連
年
譜
を
付
し
て

ほ
し
か
っ
た
。

 

（
さ
か
が
み
・
た
か
し
／
近
代
思
想
史
（
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二
〇
一
〇
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

市
田
良
彦
『
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
―
―
あ
る
連
結
の
哲
学
』
平
凡
社

植
村
邦
彦
『
市
民
社
会
と
は
何
か
―
―
基
本
概
念
の
系
譜
』
平
凡
社
（
平
凡
社

新
書
（

重
田
園
江
『
連
帯
の
哲
学
１
―
―
フ
ラ
ン
ス
社
会
連
帯
主
義
』
勁
草
書
房

大
水
善
寛
『
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ブ
ス
ン
の
新
自
由
主
義
―
―
レ
ン
ト
論
を
中
心
に
』

九
州
大
学
出
版
会

倉
科
岳
志
『
ク
ロ
ー
チ
ェ　

一
八
六
六
―
一
九
五
二
―
―
全
体
を
視
る
知
と
フ
ァ

シ
ズ
ム
批
判
』
藤
原
書
店

倉
田
稔
『
諸
君
を
紳
士
と
し
て
遇
す
―
―
小
樽
高
等
商
業
学
校
と
渡
辺
龍
聖
』

小
樽
商
科
大
学
出
版
会

倉
田
稔
『
経
済
学
講
座
』
社
会
科
学
研
究
会

斉
藤
日
出
治
『
国
家
を
超
え
る
市
民
社
会
―
―
社
会
的
個
人
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』

新
泉
社

佐
藤
貴
史
『
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
―
―
〝
新
し
い
思
考
〞
の
誕
生
』

知
泉
書
館

白
井
聡
『
「
物
質
」
の
蜂
起
を
め
ざ
し
て
―
―
レ
ー
ニ
ン
〈
力
〉
の
思
想
』
作
品

社

鈴
木
信
雄
『
内
田
義
彦
論
』
日
本
経
済
評
論
社

田
上
孝
一
『
現
代
文
明
の
哲
学
的
考
察
』
、
西
田
照
見
と
の
共
編
著
、
社
会
評
論

社

中
川
栄
治
『
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
価
値
尺
度
論
」
欧
米
文
献
の
分
析
―
―
基
本
的

諸
問
題
を
巡
っ
て
』
（
上
（
、
晃
洋
書
房

中
山
智
香
子
『
経
済
戦
争
の
論
理
―
―
大
戦
間
期
ウ
ィ
ー
ン
と
ゲ
ー
ム
理
論
』

勁
草
書
房

野
尻
英
一
『
意
識
と
生
命
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
有
機
体

と
「
地
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る
考
察
』
社
会
評
論
社

姫
野
順
一
『
Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ブ
ス
ン
人
間
福
祉
の
経
済
学
―
―
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
展
開
』
昭
和
堂

福
井
直
秀
編
集
、
森
毅
著
『
一
刀
斎
、
最
後
の
戯
言
』
平
凡
社

福
家
崇
洋
『
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想
―
―
「
超
国
家
」
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』

人
文
書
院

藤
本
一
司
『
カ
ン
ト
の
義
務
思
想
』
北
樹
出
版

星
野
彰
男
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
』
関
東
学
院
大
学
出
版
会

牧
野
邦
昭
『
戦
時
下
の
経
済
学
者
』
中
央
公
論
新
社

松
葉
祥
一
『
哲
学
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
―
―
開
か
れ
た
現
象
学
の
た
め

に
』
青
土
社

向
井
公
敏
『
貨
幣
と
賃
労
働
の
再
定
義
―
―
異
端
派
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
系
譜
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

森
直
人
『
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
正
義
と
統
治
―
―
文
明
社
会
の
両
義
性
』
創
文

社

森
宣
雄
『
地
の
な
か
の
革
命
―
―
沖
縄
戦
後
史
に
お
け
る
存
在
の
解
放
』
現
代
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企
画
室

森
宣
雄
『
現
代
沖
縄
の
歴
史
経
験
―
―
希
望
、
あ
る
い
は
未
決
性
に
つ
い
て
』
、

冨
山
一
郎
と
共
編
著
、
青
弓
社

森
川
輝
一
『
〈
始
ま
り
〉
の
ア
ー
レ
ン
ト
―
―
「
出
生
」
の
思
想
の
誕
生
』
岩
波

書
店

山
田
竜
作
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
射
程
』
、
藤
原
孝
と
の
共
編
著
、
日
本
経

済
評
論
社

安
川
悦
子
『
地
域
の
力
・
地
域
の
文
化
―
―
多
元
都
市
「
福
山
」
の
可
能
性
』
、

藤
井
輝
明
・
西
川
龍
也
と
の
共
編
著
、
児
島
書
店

【
翻
訳
】

オ
ー
キ
ン
（O

kin, Susan M
oller

（
原
著
、
田
林
葉
・
重
森
臣
広
訳
『
政
治

思
想
の
な
か
の
女
―
―
そ
の
西
洋
的
伝
統
』
晃
洋
書
房

テ
イ
ラ
ー
（Taylor, C

harles

（
原
著
、
下
川
潔
・
田
中
智
彦
・
ほ
か
訳
『
自

我
の
源
泉
―
―
近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
』
名
古
屋
大
学
出
版

会

バ
イ
ザ
ー
（B

eiser, Frederick C
.

（
原
著
、
杉
田
孝
夫
訳
『
啓
蒙
・
革
命
・

ロ
マ
ン
主
義
―
―
近
代
ド
イ
ツ
政
治
思
想
の
起
源
一
七
九
〇
―
一
八
〇
〇

年
』
法
政
大
学
出
版
局

ヒ
ュ
ー
ム
（H

um
e, D

avid

（
原
著
、
田
中
秀
夫
訳
『
政
治
論
集
』
京
都
大
学

学
術
出
版
会

マ
イ
ア
ー
（M

eier, H
einrich

（
原
著
、
飯
島
昇
蔵
・
石
崎
嘉
彦
・
太
田
義
器

監
訳
『
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
神
学
・
政
治
問
題
』
晃
洋
書
房

マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
（M

azzini, G
iuseppe

（
原
著
、
齋
藤
ゆ
か
り
訳
『
人
間
の
義

務
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
（

マ
ル
ク
ス
（M

arx, K
arl

（
原
著
、
的
場
昭
弘
訳
『
新
訳
共
産
党
宣
言
―
―
初

版
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
版
（
一
八
四
八
年
（
』
作
品
社

ロ
ー
ル
ズ
（R

aw
ls, John

（
原
著
、
川
本
隆
史
・
ほ
か
訳
『
正
義
論
（
改
訂
版
（
』

紀
伊
國
屋
書
店
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Antagonism, Heterogeneity, Radical Democracy: 
Antagonism and its Vicissitudes in the Thought of Ernesto 

Laclau

Kei Yamamoto

 The notion of antagonism has often been regarded as Ernesto 
Laclau’s most important contribution to understanding a variety of 
political phenomenon. However, by paying careful attention to his recent 
work, it shall be clarified that Laclau gives the concept various positions in 
his political theory. The first purpose of this paper is to examine how and 
why the concept of antagonism has changed in Laclau’s recent work.
     However, after 2000, Laclau recognizes the limit of antagonism as the 
concept for indicating “the radical outside” from representational space. 
Thus, instead of antagonism, he introduces the notion of “heterogeneity” 
into his theory. Hence, the second purpose of this paper is to clarify what 
implications the concept of heterogeneity has in Laclau’s political theory.
 By focusing on the heterogeneous that is excluded from the space 
of homogeneity, we will see that Laclau re-thinks his radical democratic 
theory as a hegemonic struggle not between antagonistic others, but 
between homogeneity and heterogeneity. His thinking about democracy 
from the perspective of heterogeneity regards antagonism as the outcome 
of tenacious political articulation of heterogeneous elements, and requires 
us to look at the contingent character of the present liberal-democratic 
framework.

Keywords: Antagonism, Heterogeneity, Radical Democracy
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The Examination of  “A Right of Rights” in the Thought of 
Hannah Arendt

Masatake SHINOHARA

 The purpose of this article is to examine the importance of right to 
have rights presented by Hannah Arendt. This conception is interrogated 
in the volume 2 of The Origins of Totalitarianism. I try to understand how 
this conception is evolved into her later political thought and present the 
significance of this conception in terms of present situation, that is, the 
intensification of social exclusion and homelessness.
 Firstly, I will make a brief summery of right to have rights, and 
review some interpretations of this conception. As Arendt says, a right to 
have rights means to live in a framework where one is judged by one’s 
actions and opinions, that is, “to belong to same kind of organized 
community”. It is conceived not as some abstract right, but as a concrete 
right. Secondly, this paper examines how the conception of right to have 
rights leads to the idea of newly invented political body. The key conception 
is “world alienation” and ”property”. In The Human Condition, Arendt 
thinks about the crisis of modern age in terms of world alienation. On the 
one hand, the world alienation means homelessness, but on the other hand, 
it is the process by which the decline of the nation-state system proceeds, 
so it is the chance to invent some new political body.

Keywords: right to have rights, world alienation, new body politics



社会思想史研究　No. 35　2011

●　232

Theories of “Cooperative Body” (kyōdōtai) and 
Nationalization of Masses in Wartime Japan: From the 
Perspective of Miki Kiyoshi’s Thought on “Sociality”

Yuto OKUMURA

 During the Japanese-Chinese War Japanese society had undergone 
rapid social changes, which would invite an unintended demand for new 
autonomous organizations in many ways. Miki Kiyoshi, who had been 
criticizing both “non-social” capitalist society and the craze for 

“Gemeinschaft” among Japanese thinkers, now discussed “the East Asian 
Cooperative Body” as the solution for the war, mentioning “the National 
Cooperative Body” as an idea of reforming Japanese society. This word 

“cooperative body” aroused broad interest of social policy scholars, and 
brought a new image of nation which implied opposition to the view of the 
family state （“communal body”）.
 However, the theorists of “cooperative body” figured the nation as 
a total community where the state control permeated the whole society 
when they urged that the nation’s welfare, the right to live or even 
environmental preservation be realized in this “cooperative body.” While 
Miki contrasts growing communications among the world with totalitarian 
appeals for national unity, his discussion on technology allows him to 
emphasize the responsibility for the national society. Despite Miki’s 
emphasis on the importance of “I and Thou” relationships beyond enclosed 
communities, in this communitarian vision, the national solidarity retains a 
predominant position.

Keywords: Miki Kiyoshi, cooperative body, Gemeinschaft, nationalism, 
social state
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Statistics and Social Reform: Ernst Engel’s “Werth des 
Menschen”

Yusuke TAKAOKA

 The purpose of this paper is to reconstruct the thoughts of Ernst 
Engel（1821–1896）, a German statistician, in terms of his theory of the 

“value of a human being（Werth des Menschen）.”Engel was not merely a 
statistician but one of the pioneering figures who actively engaged in the 
social reform movement. He strongly believed that statistics were 
indispensable to driving social reform. In order to illuminate and resolve 
the workers’ problem, Engel focused on his concept of the “value of a 
human being,” which considered human beings as an economic value.
 First, this paper addresses the “value of a human being （Werth 
des Menschen）,” one of Engel’s important works, in which he introduced 
two key concepts――“cost value” （Kostenwert） and “profit value” 

（Ertragswert）. In the second and third chapters, I examine the two main 
topics of his statistical investigation: industrial accidents and family budgets 
of the working class. Lastly, I clarify Engel’s conception of society as a 
parabola formed by different individual interests. My argument reveals that 
Engel demonstrated a logic for protecting the working class under 
capitalism by regarding the “value of a human being” not only as an 
economic concept but also as a question of workers’ rights. The article 
also concludes that Engel’s practices for social reform were grounded in 
his distinctive view of society.

Keywords: statistics, social reform, workers’ problem, Ernst Engel
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八
、
論
文
の
採
否
は
編
集
委
員
会
が
委
嘱
す
る
審
査
員
の
所
見
に
基
づ
き
、
編

集
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

九
、
二
重
投
稿
は
認
め
な
い
。

十
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
著
作
権
は
、
社
会
思
想
史

学
会
に
帰
属
す
る
。
但
し
著
者
に
よ
る
論
文
の
転
載
等
を
学
会
と
し
て
制

限
す
る
も
の
で
は
な
い
。

公 

募 

論 

文 

投 

稿 

規 

定

一
、
論
文
投
稿
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
投
稿
は
随
時
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
編
集
の
都
合
上
、
投
稿
受
け
付
け
の

区
切
り
を
年
一
回
設
け
、
八
月
三
一
日
（
必
着
（
と
す
る
。
送
付
先
は
社

会
思
想
史
学
会
事
務
局
と
す
る
。

三
、
論
文
の
枚
数
は
、
論
題
、
注
な
ど
を
含
め
、
四
〇
〇
字
×
六
〇
枚
＝
二
四
、

〇
〇
〇
字
（
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
、
総
文
字
数
の
デ
ー
タ
を
記
入
す
る
。
ま
た
別

に
、
日
本
語
表
記
の
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら
五
を
付
す
。

四
、
論
文
は
、
四
部
提
出
す
る
。
う
ち
一
部
に
は
執
筆
者
名
を
記
載
す
る
が
、

残
り
三
部
に
は
執
筆
者
名
を
記
載
し
な
い
こ
と
。

五
、
論
文
は
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
提
出
す
る
こ
と
。
そ
の
場
合
必
ず
、
Ａ
４
判
用

紙
を
使
用
し
、
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×
四
〇
行
の
書
式
と
す
る
。
ま
た
電
子

デ
ー
タ
を
添
付
す
る
こ
と
。

六
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
添
付
す
る
こ
と
。

ア　

編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番
号
、

E
-m

ail

ア
ド
レ
ス
、
執
筆
者
名
の
読
み
（
ひ
ら
が
な
（
、
執
筆
者
の

専
門
領
域
（
な
る
べ
く
簡
潔
に
（
を
明
記
す
る
。

イ　

英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
四
〇
〇

語
程
度
の
抄
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
別
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら
五

を
付
す
。

七
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。
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（
２
（
評
価
は
Ａ
、
Ｂ
の
上
、
Ｂ
の
下
、
Ｃ
の
四
段
階
に
区
別
し
て
下
す
。

そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
つ
ぎ
の
も
の
と
す
る
。

Ａ
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報
掲
載

に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
を
除
い
て
、
必

要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

Ｂ
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
そ
の

理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か
に
す
る
。

Ｂ
の
下
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
る
が
、

論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
論
の
構
成
、
論
証
の
し
か
た
な

ど
に
つ
き
、
編
集
委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で

あ
る
。
審
査
員
は
書
き
直
し
箇
所
と
書
き
直
し
の
理
由
を
必
ず
あ
き
ら
か

に
す
る
。

Ｃ
：
内
容
的
に
み
て
、
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。

審
査
員
は
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
３
（
審
査
結
果
は
、
審
査
員
署
名
つ
き
の
書
面
に
記
し
、
封
書
に
て
依

頼
書
に
記
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
下
記
連
絡
先
に
通
知
す
る
。
審
査
論
文
の

複
写
は
、
本
年
報
刊
行
時
ま
で
審
査
員
が
保
管
す
る
。

連
絡
先
：（
当
該
年
度
公
募
論
文
担
当
編
集
委
員
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
、

Fax
番
号
、E

-m
ail

ア
ド
レ
ス
（

（
４
（
当
該
論
文
掲
載
の
最
終
審
査
は
編
集
委
員
会
で
お
こ
な
う
。

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

定

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
お
よ
び
特
集
論
文
（
以
下
、

「
論
文
」
と
い
う
（
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会
が
、
審
査
員
の
審
査
報
告

に
基
づ
き
、
必
要
に
お
う
じ
て
査
読
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
決
定

す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
内
容
、
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者

に
再
検
討
を
う
な
が
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
審
査
員
の
委
嘱

１　

編
集
委
員
会
は
審
査
員
の
委
嘱
に
あ
た
っ
て
査
読
委
員
会
を
召
集
し
、

査
読
委
員
会
の
議
を
経
た
う
え
で
、
論
文
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し

て
、
論
文
一
篇
に
つ
き
複
数
名
の
審
査
員
を
委
嘱
す
る
。
そ
の
さ
い

投
稿
者
と
審
査
員
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、

慎
重
に
配
慮
す
る
。

２　

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
審
査
員
の
間
お
よ
び
審
査
員

相
互
間
は
匿
名
と
し
、
審
査
員
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事
後
に
も
編

集
委
員
会
お
よ
び
査
読
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
１
（
審
査
員
は
対
象
論
文
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
熟
読
し
、
ま
た
年
報

既
刊
号
掲
載
の
関
連
・
周
辺
論
文
を
併
読
し
、
本
年
報
に
掲
載
可
能
か
ど

う
か
を
審
査
し
、
所
見
を
表
明
す
る
。
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四
、
投
稿
者
へ
の
審
査
結
果
通
知
お
よ
び
リ
ラ
イ
ト
要
請

（
１
（
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
員
の
名
を
伏
し
た
う
え
で
審
査

報
告
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
、
審
査
結
果
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
場
合
に
は
リ
ラ
イ
ト
を
要
請
す
る
。

（
２
（
原
則
と
し
て
、
審
査
員
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
論
文
に
Ｃ
の
評

価
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
不
採
用
と
な
る
。
た
だ
し
、
審
査
員
の
間
で
、

評
価
に
懸
隔
が
み
ら
れ
る
場
合
、
編
集
委
員
会
は
、
査
読
委
員
会
の
議
を

経
た
う
え
で
、
採
否
を
決
定
す
る
。
そ
の
さ
い
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
査
読

委
員
会
は
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
３
（
不
採
用
の
場
合
も
、
投
稿
者
は
当
該
論
文
を
修
正
の
う
え
再
度
投

稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
論
文
の
最
終
審
査

編
集
委
員
会
は
、
リ
ラ
イ
ト
の
結
果
を
審
査
報
告
に
て
ら
し
て
検
討
し
、

論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
と
と
も
に
、
幹
事
会
に
報
告
す
る
。
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執 

筆 

要 

領

■
表　

記

１　

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

２　

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

（
例
（　

故
に
→
ゆ
え
に　

所
謂
→
い
わ
ゆ
る　

然
る
に
→
し
か
る
に

　

等

３　

引
用
文
は
「　
　

」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『　
　

』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
一
字
下
げ
と
し
、
括
弧
は
用
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
行
目

は
さ
ら
に
一
字
下
げ
と
す
る
。

４　

数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

［
１
］
一
般
の
数
（
基
数
詞
の
類
（
に
つ
い
て
は
十
（
ト
ン
ボ
（
を
入
れ
ず
四

桁
目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入

れ
る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

（
例
（　

一
億
八
三
六
万
二
〇
〇
〇
円　
　

二
四
万
二
六
三
人

［
２
］
千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位

語
を
使
用
。

（
例
（　

六
千
万
年　

六
百
年

［
３
］
暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
（
ト
ン
ボ
（
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ

を
使
用
し
な
い
。

（
例
（　

一
九
六
五
（
昭
和
四
十
（
年

［
４
］
年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

（
例
（　

十
一
月
十
八
日
で
三
十
一
歳
に
な
る

［
５
］
数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

（
例
（　

三
四
〇
―
四
八
〇
円　
　

一
九
六
〇
―
六
五
年

［
６
］
分
数
・
小
数
の
表
記
。

（
例
（　

三
分
の
一　
　

一
二
分
の
五　
　

五
二
・
三

［
７
］
紀
元
前
・
後
の
表
記
。

（
例
（　

前
二
二
―
後
三
二
年

［
８
］
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
（
ト
ン
ボ
（
を
使
用
す
る
。

（
例
（　

十
九
世
紀　

二
十
一
世
紀　

ル
イ
十
四
世

■
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

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
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故
に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
は
何
も
し
な
い
。
或
い
は
必
要
に
応
じ
片

仮
名
で
ル
ビ
表
記
を
す
る
。

［
５
］
原
文
に
あ
る
［　
　

］
（
原
著
者
が
引
用
し
た
も
の
に
対
す
る
原
著
者

の
補
足
・
注
記
な
ど
（
は
そ
の
ま
ま
［　
　

］
に
。

［
６
］
訳
者
に
よ
る
訳
註
な
ど
の
補
足
は
〔　
　

〕
で
括
る
。

［
７
］
原
文
の
（　
　

（
は
そ
の
ま
ま
（　
　

（
に
。

［
８
］
意
味
の
纏
ま
り
な
ど
を
表
現
す
る
上
で
頗
る
効
果
的
で
あ
る
、
な
ど
の

意
識
的
な
判
断
に
よ
っ
て
、
原
文
に
は
な
い
「　
　

」
（　
　

（
な
ど
を

敢
え
て
多
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
む
ね
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

■
構　

成

１　

本
文
中
に
節
を
設
け
る
場
合
は
、
一　

二　

三
…
…
と
し
、
さ
ら
に
項
を

立
て
る
場
合
は
、
１　

２　

３
…
…
と
す
る
。
そ
れ
以
上
の
細
分
は
避
け

る
こ
と
。
ま
た
、
節
の
見
出
し
を
「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」
等
と

す
る
場
合
に
は
、
数
字
は
不
用
と
す
る
。

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
。

■
注

１　

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
（
１
（
（
２
（
（
３
（
…
と
記
し
、
稿
末
に
注

を
纏
め
て
番
号
順
に
配
列
す
る
。
注
番
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
せ

ず
に
、
英
数
半
角
で
普
通
の
入
力
で
お
こ
な
う
。
ま
た
引
用
の
場
合
に
は

引
用
カ
ッ
コ
の
す
ぐ
後
に
、
文
章
注
の
場
合
に
は
句
読
点
の
前
に
入
力
す

る
。
稿
末
に
配
列
す
る
注
に
は
そ
れ
ぞ
れ
（
１
（
、
（
２
（
…
と
表
記
す
る

こ
と
。

（
例
（
「　
　

」
（
１
（　
　

『　
　

』
（
２
（　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す

で
に
多
く
の
分
析
が
あ
る
（
３
（
。

２　

注
の
内
、
引
用
文
献
は
次
の
要
領
で
表
記
す
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
記
。

（
参
考
文
献
の
配
列
の
基
本
は
、
和
文
の
場
合
は
五
十
音
順
に
、
欧
文
の

場
合
は
ロ
ー
マ
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
す
る
（
。

①　

表
記
す
る
情
報
は
、
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
（
、
書
名
／

論
文
名
、
（
論
文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
（
、
雑
誌
名
（
号
数
も
（
、
発

行
所
或
い
は
発
行
者
名
、
刊
行
年
。

②　

和
書
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
『　
　

』
で
括
り
、
論

文
名
は
「　
　

」
で
括
る
。

③　

欧
文
文
献
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で

入
力
、
ま
た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原

稿
に
も
、
そ
の
箇
所
を
手
書
き
赤
線
で
「
イ
タ
リ
ッ
ク
」
と
指
示
す
る
。

［
和
書
の
場
合
］

（
例
（

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五

二
年
、
一
二
二
―
五
頁
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波

書
店
、
一
九
四
六
年
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版　

現
代
政

治
の
思
想
と
行
動
』
、
未
來
社
、
一
九
六
四
年
。
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某
「
論
文
名
」
某
編
（
或
い
は
監
修
等
（
『
論
文
所
収
書
名
』
、
出
版
社

名
、
刊
行
年
。

 

［
和
訳
書
の
場
合
］

（
例
（

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
―
―
社
会
的
判
断

力
批
判
』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
、
五
六
七
頁
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ャ

ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
―
―
認
識

論
上
の
前
提
条
件
』
、
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九

九
四
年
。

［
外
国
語
文
献
］

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
、,  .  :  

な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず

に
入
力
し
、,  .  :　

の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
（
、
書
名
／ 

論
文
名
、
（
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
（
、
雑
誌
名
（
号
数
も
（
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
（
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
（
。

（
例
（

B
obbio, N

orberto, G
ram

sci and the concept of civil society, 
in C

hantal M
ouffe, ed., G

ram
sci and M

arxist T
heory, London:  

R
outledge 1979, p. 30.

W
ittig, M

onique, “T
he M

ark of G
ender, ” F

em
inist Issues,  

Vol. 5, N
o. 2, Fall 1985, p. 4.

H
obson, B

arbara

（1996

（: Frauenbew
egung für Staatsrechte. 

In: Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in:  ders., 

D
ie nachholende R

evolution,Frankfurt am
 M

ain : Suhrkam
p , 

1990, S. 149.
 

（
以
上
（
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社
会
思
想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
規
定

一　

目
的
お
よ
び
名
称

１　

社
会
思
想
史
学
会
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
公
募
論
文
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
論
文
を
執
筆
し
た
研
究
者
に
対
し
て
、

そ
の
業
績
を
顕
彰
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
「
社
会
思

想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
」
を
授
与
す
る
。

二　

受
賞
資
格
者

１　

論
文
掲
載
時
点
で
修
士
号
取
得
後
十
五
年
未
満
の
会
員
に
限
る
。

２　

受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

三　

選
考
方
法

１　

受
賞
者
は
年
報
編
集
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
き
、
幹
事
会
で
決
定
さ

れ
る
。

四　

賞
の
授
与
お
よ
び
公
表

１　

受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
（
三
万
円
（
を
授
与
す
る
。

２　

社
会
思
想
史
学
会
全
国
大
会
総
会
で
受
賞
者
の
表
彰
を
お
こ
な
う
。

３　

受
賞
論
文
に
つ
い
て
は
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
そ
の
旨
を
明
記
す

る
。

五　

附
則

１　

本
規
定
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
刊
行

予
定
（
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

２　

本
規
定
の
改
正
は
、
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。



　
　

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

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

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
え
っ

て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

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

さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

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

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。 

（
一
九
七
六
年
（
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編
集
後
記

　

本
号
は
、
特
集
論
文
四
本
、
応
募
論
文

四
本
、
書
評
一
七
本
で
、
二
五
六
ペ
ー
ジ

の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
な
っ
た
。
書
評
の
充
実

に
よ
り
学
会
誌
と
し
て
の
性
格
が
一
層
明

確
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
書
評
に
は

三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
か

ら
の
原
稿
も
含
ま
れ
て
い
る
。
寄
稿
に
感

謝
し
た
い
。

　

残
念
な
の
は
、
形
式
的
な
字
数
制
限
や

様
式
規
定
を
無
視
し
た
原
稿
を
審
査
対
象

か
ら
は
ず
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
学
術
論
文
に
と
っ
て
必
須
の
研
究
史

を
踏
ま
え
た
叙
述
が
出
来
て
い
な
い
論
文

を
落
と
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
応
募
論
文
の
採
択

数
が
少
な
く
な
っ
た
。

　

日
本
経
済
史
研
究
者
の
武
田
晴
人
は
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

「
ど
の
よ
う
な
研
究
分
野
で
も
、
設
定

さ
れ
た
研
究
課
題
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で

ど
の
よ
う
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

る
の
か
、
そ
こ
で
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

何
が
残
さ
れ
た
課
題
な
の
か
、
あ
る
い
は

設
定
さ
れ
た
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

史
と
ど
の
よ
う
な
緊
張
関
係
に
あ
る
の
か
、

な
ど
の
問
題
を
研
究
者
は
常
に
意
識
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
人
の
荒
野
を

行
く
こ
と
は
、
先
ず
あ
り
得
な
い
。
ど
の

よ
う
な
開
拓
的
な
研
究
で
あ
れ
、
し
ば
し

ば
論
文
の
問
題
設
定
に
際
し
て
目
に
す
る

よ
う
な
『
研
究
史
上
の
空
白
を
埋
め
る
』

と
宣
言
す
る
研
究
課
題
で
も
、
研
究
史
と

の
緊
張
関
係
が
な
い
と
考
え
る
の
は
、
単

に
不
勉
強
を
告
白
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な

い
。
」
（
石
井
寛
治
・
原
朗
・
武
田
晴
人
編

『
日
本
経
済
史 
６ 
日
本
経
済
史
研
究
入

門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、

二
六
一
ペ
ー
ジ
（

　

思
想
史
研
究
に
お
い
て
も
、
継
承
的
で

あ
れ
、
批
判
的
で
あ
れ
、
先
行
業
績
に
対

す
る
自
分
の
仕
事
の
位
置
の
明
示
は
必
須

で
あ
る
。 

（
編
集
主
任　

太
田
仁
樹
（
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上
条
勇
著
―
―
菊
判
・
四
二
〇
頁
・
六
七
二
〇
円

ル
ド
ル
フ・ヒ
ル
ファ
ディン
グ
―
―
帝
国
主
義
論
か
ら

　
　現
代
資
本
主
義
論
へ

水
田
恭
平
著
―
―
菊
判
・
三
二
四
頁
・
六
三
〇
〇
円

美
的
思
考
の
系
譜
―
―
ド
イ
ツ
近
代
に
お
け
る

　
　美
的
思
考
の
政
治
性

高
橋
一
行
著
―
―
A
5
判
・
二
二
〇
頁
・
三
三
六
〇
円

所
有
論

西
角
純
志
著
―
―
Ａ
5
変
・
二
二
八
頁
・
三
一
五
〇
円

移
動
す
る
理
論
―
ル
カ
ー
チ
の
思
想

土
橋
貴
著
―
―
菊
判
・
六
五
六
頁
・
九
四
五
〇
円

ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
の
特
質
―
―
新
し
い
体
制
原
理
の
構
築
と

　
　実
践
そ
し
て
そ
の
現
代
的
意
義

東
條
榮
喜
著
―
―
菊
判
・
四
〇
〇
頁
・
八
九
二
五
円

互
性
循
環
世
界
像
の
成
立
―
―
安
藤
昌
益
の

　
　全
思
想
環
系

田
中
均
著
―
―
菊
判
・
二
四
〇
頁
・
四
六
二
〇
円

ド
イ
ツ・ロマン
主
義
美
学
―
―
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

　
　に
お
け
る
芸
術
と
共
同
体

ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ン
ケ
著
、柿
木
伸
之
・
胡
屋
武
志
・
田
中
均
・

野
内
聡
・
安
井
正
寛
訳
―
―
菊
判
・
三
六
二
頁
・
七
三
五
〇
円

芸
術
の
至
高
性
―
―
ア
ド
ル
ノ
と
デ
リ
ダ

　
　に
よ
る
美
的
経
験

ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
著
、『
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
選
集
』編
集

委
員
会
編
、小
林
勝
訳
―
―
A
5
判
・
二
〇
八
頁
・
三
九
九
〇
円

資
本
蓄
積
論

―
―
帝
国
主
義
の
経
済
的
説
明
へ
の
一
つ
の
寄
与

﹇
第
一
分
冊
：
第
一
篇
再
生
産
の
問
題
﹈

三
浦
永
光
著
―
―
A
5
判
・
二
二
八
頁
・
三
九
九
〇
円

ジ
ョン・ロッ
ク
と
アメ
リ
カ
先
住
民
―
―
自
由
主
義
と

　
　植
民
地
支
配



自
我
の
源
泉

近
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
　「
善
」
の
存
在
論―

。
近
代
の

真
価
を
救
出
す
る
テ
イ
ラ
ー
の
主
著
、
待
望
の
邦
訳
。 

９
９
７
５
円

ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集 

﹇
完
訳
版
﹈

田
中
敏
弘
訳
　
ヒ
ュ
ー
ム
生
誕
三
〇
〇
年
。
政
治
・
経
済
・
社
会
思
想
か

ら
道
徳
哲
学
・
批
評
を
含
む
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
の
集
大
成
。 

８
４
０
０
円

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
と「
有
用
な
科
学
」

隠
岐
さ
や
香
著  

フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
の
夢
か
ら
コ
ン
ド
ル
セ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

へ  

科
学
史
・
社
会
史
・
思
想
史
を
横
断
す
る
力
作
。 

７
７
７
０
円

啓
蒙
の
運
命 

富
永
茂
樹
編

啓
蒙
の
終
焉
か
、
深
化
か
。
啓
蒙
の
多
面
性
・
複
数
性
に
光
を
あ
て
る
と

と
も
に
、
そ
の
未
来
を
洞
察
し
た
白
熱
の
共
同
論
集
。 

７
９
８
０
円

国
家
学
の
再
建 

牧
野
雅
彦
著

イ
ェ
リ
ネ
ク
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
　
政
治
指
導
に
お
け
る
責
任
と
は
。
ド
イ
ツ

国
家
学
の
達
成
か
ら
二
人
の
知
的
営
為
の
核
心
に
迫
る
。 

６
９
３
０
円

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
誕
生
と
終
焉

仁
平
典
宏
著
　〈
贈
与
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
〉
の
知
識
社
会
学
　
善
意
と
冷

笑
の
狭
間
で―

。
参
加
型
市
民
社
会
を
問
い
な
お
す
。 

６
９
３
０
円

誰
が
科
学
技
術
に
つ
い
て
考
え
る
の
か

小
林
傳
司
著
　
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
と
い
う
実
験
　
社
会
の
な
か
の
科
学

技
術
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
専
門
家
と
市
民
の
対
話
の
試
み
。 

３
７
８
０
円

〒464―0814　名古屋市千種区不老町名大内　名古屋大学出版会 TEL052（781）5353/FAX052（781）0697
http://www.unp.or.jp

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
著

下
川
潔
／
桜
井
徹
／
田
中
智
彦
訳

台紙-社会思想史研究1107.indd   1 2011/07/12   16:57:52



こぶし書房 〒113-0021 東京都文京区本駒込3-4-1-101     〈価格税込〉
TEL 03-3823-0524  FAX 03-3823-0527  http://www.kobushi-shobo.co.jp

福
本
和
夫
著
作
集  

全
十
巻 

堂
々
完
結ヘ

ー
ゲ
ル
哲
学
研
究

シ
ェ
リ
ン
グ
年
報

黒
田
寛
一・
辻
哲
夫
往
復
書
簡

日
本
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会 

編

日
本
シ
ェ
リ
ン
グ
協
会 

編

上
巻

●
三
七
八
〇
円

歴
史
の
不
穏

【
こ
ぶ
し
フ
ォ
ー
ラ
ム
23
】

●
三
三
六
〇
円

ハ
リ
ー
･
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン 

著
　
樹
本
健 

訳

近
代
、文
化
的
実
践
、

日
常
生
活
と
い
う
問
題

「
歴
史
的
時
間
」を
め
ぐ
る
戸
坂
潤
や
今
和
次
郎
ら
の
言
説
を
軸
に
、従
来
の
歴
史・地

域
研
究
に
刻
印
さ
れ
た
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
視
座
を
批
判
す
る
。近
代
日
本
と「
西
洋
」と
の
思

想
的
同
時
代
性
に
焦
点
を
当
て
た
待
望
の
書
！
　

上
巻（
一九
五
二
―
一九
五
三
）発
売
中
。下
巻（
一九
五
三
―
一九
五
八
）は
近
刊
。

二
四
歳
で
書
き
上
げ
た
黒
田
の
処
女
作『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』を
京
都
大
学
の
物
理

学
徒
辻
哲
夫
が
読
み
、「
異
様
な
衝
動
」を
覚
え
て
黒
田
宛
に
手
紙
を
書
き
送
る
。そ
れ

を
期
に
二
人
は
理
論
的
切
磋
琢
磨
の
紙
上
対
話
を
続
け
た
稀
有
の
歴
史
的
記
録
。

上
巻
に
は
辻
宛
六
二
通
、黒
田
宛
六
一
通
の
全
文
を
収
録
。

ラ
ベッ
ツ
博
士
の
科
学
論

●
二
三
一
〇
円

科
学
神
話
の
終
焉
と

ポ
ス
ト・ノ
ー
マ
ル・サ
イ
エ
ン
ス

環
境
問
題
、生
命
操
作
、ナ
ノ
テ
ク
な
ど
、い
ま
科
学
が
か
か
わ
る
世
界
は
、危
険
性
と
不

確
実
性
が
増
幅
し
、差
別
や
破
壊
の
原
因
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。こ
の
状
況
に
、従
来
の
科

学
観
を
根
底
か
ら
問
い
直
し
、新
た
な
科
学
と
の
向
き
合
い
方
を
提
起
。

第
一
巻
 
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
研
究
Ⅰ
 

七
二
四
五
円

第
二
巻
 マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
研
究
Ⅱ
 

七
二
四
五
円

第
三
巻
 
初
期
文
化
史
研
究
 

六
五
一
〇
円

第
四
巻
 
農
林
業
論
 

九
四
五
〇
円

第
五
巻
 
葛
飾
北
斎
論
 

五
八
八
〇
円

第
六
巻
 
中
国
思
想
の
位
相
論
 

八
一
九
〇
円

第
七
巻
 
カ
ラ
ク
リ
技
術
史 

捕
鯨
史
 

九
六
六
〇
円

第
八
巻
 
獄
中
思
索
　
私
の
辞
書
論
 

五
四
六
〇
円

第
九
巻
 
日
本
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
史
論
 

一
〇
二
九
〇
円

第
十
巻
 
自
主
性
・
人
間
性
の
回
復
を
め
ざ
し
て
 
五
八
八
〇
円

辻
哲
夫 

著
　
池
内
了 

解
説

【
こ
ぶ
し
文
庫
51
】

物
理
学
史
へ
の
道

も
く
じ
／
物
理
学
史
へ
の
道
／
近
代
物
理
学
の
思
想
的
背
景
／
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

量
子
論
研
究
か
ら
量
子
力
学
批
判
／
日
本
に
お
け
る
物
理
学
の
自
立
／
日
本
の
物
理

学
研
究
の
先
達
／
科
学
技
術
と
文
明

●
三
七
八
〇
円

湯
川
門
下
の
著
者
に
よ
る一九
六一〜
九
六
年
ま
で
の
科
学
論
文
集
成

ジ
ェロ
ー
ム・ラ
ベッツ 

著
　
御
代
川
貴
久
夫 

訳

【
こ
ぶ
し
フ
ォ
ー
ラ
ム
22
】

★全巻一括購入特典
　セット価格68,000円
弊社まで直接お申し込み下さい。
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〈
好
評
発
売
中
〉

ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
の
見
直
し

久
保
陽
一
編 

税
込
価
格
二
九
四
〇
円

一
四
名
の
論
者
に
よ
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
再
検
討
。
体
系
の
意
味
と
モ
チ
ー

フ
、
体
系
構
想
の
根
拠
づ
け
と
変
遷
、
論
理
学
に
か
ん
す
る
体
系
性
、
法
哲
学

と
歴
史
哲
学
を
め
ぐ
る
体
系
性
、
の
四
部
構
成
。

マ
ッ
ク
ス・シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派

滝
口
清
栄
著 

税
込
価
格
二
四
一
五
円

ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
豊
饒
な
哲
学
展
開
を
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
を
中
心
に
見
て

ゆ
く
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論

加
藤
尚
武
／
滝
口
清
栄
編 

税
込
価
格
三
一
五
〇
円

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論

加
藤
尚
武
編 

税
込
価
格
二
一
〇
〇
円

「
倫
理
」論
文
の
解
釈
問
題

│
│
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
適
用
論
も
顧
慮
し
て
│
│

茨
木
竹
二
著 

税
込
価
格
五
二
五
〇
円

日
本
カ
ン
ト
研
究
12

カ
ン
ト
と
日
本
の
哲
学

日
本
カ
ン
ト
協
会
編 

税
込
価
格
二
一
〇
〇
円

実
存
思
想
論
集
ⅩⅩⅥ

思
想
と
し
て
の
仏
教

実
存
思
想
協
会
編 

税
込
価
格
二
一
〇
〇
円

Ｊ
・
Ａ
・
ホ
ブ
ス
ン 

人
間
福
祉
の
経
済
学

―
―

ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
展
開	

姫
野
順
一 

著
　
四
二
〇
〇
円

ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
政
治
学

 
ダ
ン
カ
ン
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ 

著
／
田
中
秀
夫 

翻
訳
　
六
三
〇
〇
円

イ
ギ
リ
ス
経
済
学
に
お
け
る
方
法
論
の
展
開

―
―

演
繹
法
と
帰
納
法	
只
腰
親
和
・
佐
々
木
憲
介 

編
　
三
一
五
〇
円

貿
易
の
嫉
妬	―

―

国
際
競
争
と
国
民
国
家
の
歴
史
的
展
望

 

イ
シ
ュ
ト
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト 
著
／
田
中
秀
夫 

監
訳
　
六
三
〇
〇
円

ピ
グ
ー
の
倫
理
思
想
と
厚
生
経
済
学

	―
―

福
祉
・
正
義
・
優
生
学	
山
崎
聡 

著
　
五
〇
四
〇
円

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学

―
―

公
平
な
観
察
者	

生
越
利
昭
・
松
本
哲
人 

訳
　
二
九
四
〇
円

福
祉
国
家
の
効
率
と
制
御

	―
―

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
経
済
思
想	

江
里
口
拓 

著
　
四
二
〇
〇
円

欲
求
と
秩
序 ―
―

18
世
紀
フ
ラ
ン
ス
経
済
学
の
展
開

 

米
田
昇
平 

著
　
五
五
六
五
円

ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の
経
済
思
想

	―
―

ケ
イ
ン
ズ
た
ち
と
の
交
流	

小
峯
敦 

著
　
四
七
二
五
円

近
代
イ
ギ
リ
ス
と
公
共
圏 

大
野
誠 

編
　
四
二
〇
〇
円

郵便振替 01060-5-9347 ＊定価税込
http://www.kyoto-gakujutsu.co.jp/showado/
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叢 

書 『
ア
ナ
ー
ル 

1929
～
2010
』（全
５
巻
）

　
　
　
　
　

     

歴
史
の
対
象
と
方
法

ル
＝

ロ
ワ
＝

ラ
デ
ュ
リ
＆
ビ
ュ
ル
ギ
エ
ー
ル
監
修 

浜
名
優
美
監
訳

二
十
世
紀
の
人
文
・
社
会
科
学
全
体
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
仏
で

誕
生
し
た
『
ア
ナ
ー
ル
』
誌
の
画
期
的
論
文
を
時
代
別
に
精
選
。

 

Ａ
５
上
製　

予
各
七
一
四
〇
円

ミ
シ
ュ
レ 

フ
ラ
ン
ス
史
（
全
６
巻
）

�

大
野
一
道
・
立
川
孝
一
＝
監
修

十
九
世
紀
最
大
の
歴
史
家
ミ
シ
ュ
レ
の
主
著
。
誕
生
か
ら
十
九
世
紀
に

至
る
全
体
像
を
理
解
で
き
る
よ
う
構
成
し
た
決
定
版
。

 

四
六
変
上
製　

各
三
九
九
〇
―
四
八
三
〇
円

金
融
資
本
主
義
の
崩
壊 

市

場

絶

対

主
義
を
超
え
て

Ｒ
・
ボ
ワ
イ
エ 

山
田
鋭
夫
・
坂
口
明
義
・
原
田
裕
治
＝
訳

公
的
統
制
に
基
づ
く
新
し
い
金
融
シ
ス
テ
ム
と
成
長
モ
デ
ル
を
構
築

す
る
野
心
作
！ 

Ａ
５
上
製　

四
四
八
頁　

五
七
七
五
円

環  

学
芸
総
合
誌
・
季
刊

［
歴
史
・
環
境
・
文
明
］ 

二
〇
一
一
年
夏
号vol.46

特
集 

東
日
本
大
震
災 

こ
の
大
震
災
を
問
う
こ
と

は
、
自
ら
を
問
う
こ
と
だ
！

石
牟
礼
道
子
／
川
勝
平
太
＋
東
郷
和
彦
＋
増
田
寛
也
／
高
成
田

享
／
青
山
佾
／
北
原
糸
子
／
陣
内
秀
信
／
橋
本
五
郎
／
平
朝
彦

／
伊
藤
和
明
／
吉
岡
斉　

ほ
か�

菊
大
判　

三
七
八
〇
円

〒162-0041　

東
京
都
新
宿
区
早
稲
田
鶴
巻
町523

TEL 03-5272-0301　
FAX 03-5272-0450

URL http://www.fujiwara-shoten.co.jp/

＊
価
格
は
税
込
価
格

９
月
完
結

柏
木
義
円
書
簡
集 

片
野
真
佐
子
編･

解
説
　
Ａ
５
判

　
６
０
０
頁

　
５
０
０
０
円

■
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
及
ぶ
書
簡
来
簡
を
収
録
し
、
日
常
生
活
の
中
で
の
非
戦
論
の
展
開
な
ど
、

そ
の
筆
鋒
は
重
厚
な
思
想
と
そ
の
見
事
な
表
現
に
充
ち
て
い
る
。
ま
た
他
の
人
た
ち
と
の
往
還
に

も
、
信
仰
を
め
ぐ
る
真
摯
な
議
論
、
教
育
観
、
天
皇
制
観
な
ど
貴
重
な
資
料
と
も
な
っ
て
い
る
。

柏
木
義
円
日
記
　
飯
沼
二
郎
・
片
野
真
佐
子
編･

解
説
　
Ａ
５
判

　
５
７
２
頁

　
５
０
０
０
円

■
日
露
戦
争
か
ら
日
中
戦
争
に
い
た
る
ま
で
終
始
非
戦
・
平
和
を
唱
え
、
韓
国
併
合
、
対
華
政
策
、

シ
ベ
リ
ヤ
出
兵
、
徴
兵
制
等
を
厳
し
く
批
判
、
足
尾
の
鉱
毒
事
件
、
売
娼
問
題
、
朝
鮮
人
問
題
、

大
杉
栄
の
虐
殺
、
二
・
二
六
や
国
連
脱
退
等
に
も
果
敢
に
論
及
す
る
。

柏
木
義
円
日
記
　
補
遺
　
付
・
柏
木
義
円
著
述
目
録

片
野
真
佐
子
編･

解
説
　
Ａ
５
判

　
３
４
８
頁

　
３
０
０
０
円

■
「
朝
鮮
ノ
虐
殺
世
界
ノ
注
視
ス
ル
処
ナ
キ
モ
ノ
ヽ
如
シ
。
我
邦
人
ノ
之
ガ
為
ニ
何
ノ
為
ス
処
ナ

キ
ハ
歎
ズ
可
シ
…
」。
第
一
次
大
戦
参
戦
期
、
天
皇
制
国
家
の
軍
国
主
義
・
帝
国
主
義
の
強
化
推
進

の
現
実
と
対
峙
し
、
自
己
の
思
想
を
も
厳
し
く
検
証
す
る
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
銀
と
近
世
資
本
主
義

近
藤
仁
之
　
Ａ
５
判
　
２
０
８
頁
　
２
６
０
０
円

■
植
民
地
時
代
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
銀
が
初
期
に
は
ス
ペ
イ
ン
を
通
し
て
、
後
に
は
ピ
レ
ネ
ー
以

北
に
流
れ
、
そ
こ
で
資
本
の
蓄
積
を
可
能
に
し
た
事
実
を
広
角
的
な
視
野
か
ら
、
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
包
括
す
る
広
大
な
論
理
体
系
と
し
て
構
築
す
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
に
抗
し
た
女
た
ち
　
そ
の
比
類
な
き
勇
気
と
良
心
の
記
録

Ｍ
・
シ
ャ
ー
ト
／
田
村
万
里
・
山
本
邦
子
訳
　
Ａ
５
判
　
２
５
０
０
円

■
登
場
す
る
女
性
は
多
彩
。
ヒ
ト
ラ
ー
を
公
然
と
批
判
す
る
記
事
を
書
く
、
情
報
の
伝
達
役
を
引

き
受
け
る
、
反
体
制
派
を
か
く
ま
う
、
体
制
に
批
判
的
な
夫
を
支
え
る
な
ど
、
抗
し
方
も
多
様
で

あ
る
が
、
そ
の
信
念
と
勇
気
の
人
た
ち
、
彼
女
ら
の
多
く
は
命
を
落
と
し
た
。―

―

朝
日
新
聞

政
治
と
宗
教
の
は
ざ
ま
で
　
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
丸
山
真
男
、
フ
ッ
カ
ー

　
　
高
野
清
弘
　
Ａ
５
判
　
３
０
４
頁
　
２
０
０
０
円

■
政
治
に
お
け
る
宗
教
の
意
味
を
問
う―

―

予
定
説
と
自
然
状
態
／
政
治
と
宗
教
に
つ
い
て
の
一

考
察
／
私
の
丸
山
真
男
体
験
／
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ッ
カ
ー
の
思
想
的
出
立
、
ほ
か

女
性
キ
リ
ス
ト
者
と
戦
争

奥
田
暁
子
、
加
納
実
紀
代
、
早
川
紀
代
、
出
岡
学
、
ほ
か
　
四
六
判
　
３
０
０
頁
　
２
６
０
０
円

■
戦
時
体
制
と
キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園
：
青
山
学
院
を
中
心
に
／
戦
時
下
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル

／
植
村
環
：
時
代
と
説
教
／
帝
国
意
識
の
生
成
と
展
開
：
日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
場
合
／
大

陸
政
策
の
中
の
北
京
愛
隣
館
／
小
泉
郁
子
と
「
帝
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
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