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第 6 回（2016 年度）社会思想史学会研究奨励賞の公示

　受賞論文（『社会思想史研究』第 40 号）

　　伊東俊彦

　　　「創造としての自由――ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』における社会論」

〈選考経過〉

　2016 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 40 号の公募論文には 16 篇の応募があっ

たが、最終審査を経て掲載に至ったのは 6 篇であった。このうち上記の 1 篇につい

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

これに真摯に対応したリライトの結果、論旨はより一層拡充されている。

　伊東論文は、哲学、倫理学分野以外であまり論じられてこなかったベルクソンの『道

徳と宗教の二源泉』の「閉じた社会」、「開いた社会」の概念を意欲的に取り上げ、

レヴィ＝ブリュール、デュルケームらの所説との対話と説得力のある論証を通じて、

社会思想の文脈に置き直した。「開いた社会」は社会における異質なものの包摂と排

除をめぐる重要な概念と認識されてきたが、この着想により独創的な解釈が可能と

なった。また同論文の問題設定は、多様性の増大する現代社会の状況を考える際の

民主主義論としても示唆するところが多く、アクチュアリティーを備えている。

　研究史を的確に把握した上で、原典の精確で斬新な読解を踏まえて、堅実に論証

を展開している完成度の高い論文であり、専門分野を超えて幅広く読まれるに値す

るという点で、学会に対する研究成果の貢献度も著しいというのが、審議にあたっ

た編集委員会の見解であった。

　以上の報告に基づき、2016 年 10 月 28 日の幹事会は、伊東会員に第 6 回社会思想

史学会研究奨励賞を授与することを決定した。

　伊東会員の今後の更なる研鑽に期待したい。

 2016 年 10 月 28 日　

 社会思想史学会　
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市
場
経
済
は
、
豊
か
さ
と
効
率
性
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
称
揚
さ
れ
、
ま
た
格
差
と
不
公
正
の
源
泉
で
あ
る
と
し
て
批

判
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
毀
誉
褒
貶
の
振
幅
は
、
世
界
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
そ
の
反
動
と
し
て
の
保
護
主
義
の
台
頭

を
目
に
す
る
現
在
に
お
い
て
、
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。

　

し
か
し
称
揚
や
批
判
の
言
説
に
目
を
向
け
た
と
き
、
そ
こ
で
の
市
場
経
済
の
語
ら
れ
方
が
い
さ
さ
か
平
板
な
も
の
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
規
制
緩
和
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
喧
伝
さ
れ
る
際
に
、
自
由
な
市
場
の
拡
大
が
社
会
に
メ
リ
ッ

ト
を
も
た
ら
す
こ
と
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
社
会
に
お
け
る
市
場
的
な
る
も
の
や
経
済
的
な
る
も
の
の
拡

大
に
批
判
的
な
側
も
ま
た
、「
ネ
オ
リ
べ
」
批
判
や
「
市
場
原
理
主
義
」
批
判
が
常
套
句
と
な
る
に
つ
け
、
市
場
経
済
に
否

定
的
含
意
が
あ
る
こ
と
が
自
明
の
共
通
了
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
市
場
経
済
の
規
範
的
評
価
が
単
な

る
計
量
的
な
実
証
に
還
元
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
市
場
の
称
揚
が
自
明
な
も
の
で
な
い
の
と
同
様
に
、
市
場
の
否
定
も

ま
た
自
明
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。

　

双
方
と
も
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
市
場
的
な
る
も
の
や
経
済
的
な
る
も
の
の
意
義
と
意
味
に
つ
い
て
の
十
分
な
深
み
を

持
っ
た
思
索
的
営
為
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
こ
れ
は
、
社
会
思
想
研
究
の
領
域
で
大
き
な
問
題
に
な
る
。
近
年
、
政
治
的
な
る

も
の
や
社
会
的
な
る
も
の
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
市
場
的
な
る
も
の
や
経
済
的
な
る
も
の
は
、
思
想
的
営

為
の
対
象
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
思
想
の
与
件
な
い
し
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
市
場

経
済
の
平
板
な
称
揚
や
否
定
を
超
え
て
、
市
場
経
済
の
意
味
や
意
義
を
問
う
た
め
の
議
論
空
間
こ
そ
が
、
い
ま
必
要
な
の
で

は
な
い
か
。

　

市
場
経
済
の
思
想
の
不
在
、
二
重
の
意
味
で
の
問
わ
れ
な
さ
を
超
え
る
た
め
に
必
要
な
の
は
何
か
。
そ
れ
は
市
場
経
済
を

め
ぐ
る
思
想
史
の
な
か
の
蓄
積
の
再
吟
味
と
、
新
し
い
現
実
を
語
る
言
葉
を
模
索
す
る
作
業
と
の
往
復
運
動
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
特
集
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
考
で
展
開
さ
れ
る
、
市
場
経
済
と
統
治
や
制
度
の
関
係
を
め
ぐ
る
思
索
の
蓄
積
が
、
そ
し
て
世

界
経
済
の
新
し
い
現
実
を
語
る
言
説
の
吟
味
が
、「
市
場
経
済
の
思
想
」
の
た
め
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
佐
藤
方
宣
）



9　●　〈論文〉市場化する統治と市場に抗する統治――重田園江

は
じ
め
に

　

二
〇
一
六
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
社
会
思
想
史
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「
市
場
経
済
の
思
想
―
―
市
場
と
資
本
主
義
を

考
え
る
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
私
の
報
告
は
、
「
市
場
の
ロ
ジ
ッ

ク
と
レ
ト
リ
ッ
ク
～
フ
ー
コ
ー
と
ポ
ラ
ン
ニ
ー
を
て
が
か
り
に
」
と
題

し
、
市
場
社
会
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
資
本
主
義
が
政
治
的
・
制
度
的

に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
そ
の
あ
り
方
に

批
判
的
眼
差
し
を
向
け
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
行
っ
た
。

　

「
統
治
―
―
制
度
と
し
て
の
自
由
主
義
」
と
題
し
た
報
告
の
第
一
部

で
は
、
自
由
主
義
経
済
学
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

の
「
統
治
性
」
を
め
ぐ
る
研
究
、
お
よ
び
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
お

け
る
市
場
対
社
会
の
構
図
を
参
照
し
、
（
新
）
自
由
主
義
経
済
学
に
対

す
る
二
人
の
思
想
家
の
見
方
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て

第
二
部
で
は
、
「
現
代
に
お
け
る
自
由
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
題
し
、

市
場
の
言
語
を
市
場
外
の
領
域
へ
と
拡
張
し
て
い
く
際
、「
競
争
」と
「
人

的
資
本
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、

ま
た
市
場
環
境
の
設
計
が
い
か
な
る
政
治
的
決
定
に
基
づ
く
か
を
論
じ
、

ま
た
「
民
営
化
」
が
政
策
と
し
て
作
り
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
言
及
し

た
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
新
自
由
主
義
的
な
社
会
編
成
が
政
治
的
に
生

み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
市
場
社
会
が
統
治
に
よ
っ
て

作
ら
れ
維
持
さ
れ
る
、
現
代
に
特
有
の
あ
り
方
（
現
代
に
お
け
る
自
由
主

義
的
統
治
の
種
別
性
）
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
。

〈
特
集
〉
市
場
経
済
の
思
想
―
―
市
場
と
資
本
主
義
を
考
え
る
　

〈
論
文
〉

市
場
化
す
る
統
治
と
市
場
に
抗
す
る
統
治

重
田
園
江
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だ
が
、
本
稿
を
準
備
す
る
過
程
で
、
大
会
と
相
前
後
し
て
起
こ
っ
た

い
く
つ
か
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、
議
論
の
組
み
立
て
方
や
強
調
点
の
変

更
が
必
要
だ
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
な
か
で
も
と
く
に
重
大
な
の
は
、

英
国
の
E 
U
離
脱
の
決
定
（
二
〇
一
六
年
六
月
二
十
三
日
国
民
投
票
）
と
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
誕
生
（
二
〇
一
六
年
十
一
月
八

日
一
般
投
票
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
さ

ま
ざ
ま
な
国
や
地
域
で
起
き
て
い
る
、
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、
反
自
由

貿
易
、
反
移
民
と
い
っ
た
動
き
が
政
治
的
な
閾
値
を
超
え
た
結
果
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
な
に
か
特
別
に
新
し
い
出
来
事
で
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

た
し
か
に
そ
う
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
「
先
進
国
」
あ
る
い
は
G

の
つ
く
会
議
な
ど
で
基
本
的
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ず
っ
と
推
進
さ

れ
て
き
た
、
自
由
貿
易
、
人
と
モ
ノ
と
カ
ネ
の
自
由
な
移
動
に
向
け
て
、

ず
っ
と
先
頭
を
走
っ
て
い
た
英
国
と
ア
メ
リ
カ
が
と
も
に
、
保
護
主
義

や
移
民
の
排
除
を
訴
え
て
露
骨
に
障
壁
構
築
的
な
方
針
に
転
換
す
る
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
国
民
投
票
、
一

般
投
票
と
い
う
国
民
的
規
模
で
の
投
票
行
為
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
方

向
が
僅
差
で
選
び
取
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
、
直
接
民
主
制
と

民
主
主
義
と
の
齟
齬
や
、
起
こ
る
べ
き
帰
結
を
理
解
し
な
い
ま
ま
変
化

を
好
む
無
責
任
な
投
票
者
の
心
理
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
、
こ
れ
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
浸
透
と
表

現
し
て
も
よ
い
。

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
、
政
治
的
に
は
、
民
主
主
義
と
排
外
主
義
、

あ
る
い
は
民
主
政
と
独
裁
（
あ
る
い
は
僭
主
政
）
の
問
題
と
し
て
、
古

く
か
ら
定
式
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
経
済
的

な
立
ち
位
置
と
し
て
は
、
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
市
場
に
中
心
的
な
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ

を
さ
ら
に
開
放
し
大
き
く
し
て
い
く
こ
と
で
富
と
豊
か
さ
を
追
求
す
る

政
策
、
新
自
由
主
義
的
と
言
わ
れ
る
経
済
政
策
に
対
し
て
不
信
感
を
抱

く
人
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
市
場
に
任

せ
る
、
市
場
に
委
ね
る
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
が
、
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ

か
ら
持
っ
て
い
た
一
種
の
魔
力
が
失
わ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
む
し

ろ
、
市
場
と
い
う
の
は
扱
い
が
難
し
く
や
っ
か
い
で
、
放
っ
て
お
け
ば

自
己
調
整
機
能
を
発
揮
し
て
最
適
な
資
源
配
分
を
し
て
く
れ
る
魔
法
の

装
置
と
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う
認
識
が
、
強
い
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
の
推

進
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
を
取
り
除
い
た
商
品
や
人
や
情
報
や
金
の
移
動

を
も
た
ら
す
市
場
に
未
来
を
託
す
方
向
と
、
そ
れ
へ
の
反
対
と
い
う
二

者
択
一
で
問
題
を
切
り
取
る
こ
と
の
危
険
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え

ば
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
＝
金
融
界
に
近

い
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
推
進
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
、
ト
ラ
ン

プ
＝
保
護
主
義
と
移
民
排
斥
を
訴
え
る
反
市
場
主
義
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

と
捉
え
、
ど
ち
ら
に
つ
く
か
の
選
択
を
迫
る
よ
う
な
思
考
に
見
ら
れ
る
。
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自
由
化
に
反
対
す
る
な
ら
保
護
主
義
と
国
益
重
視
し
か
な
い
、
あ
る
い

は
人
種
差
別
的
な
政
策
に
反
対
す
る
な
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
推
進
の
立

場
し
か
な
い
、と
い
っ
た
二
者
択
一
は
そ
も
そ
も
虚
偽
で
あ
る
。
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
や
市
場
化
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
多
種
多
様
な
立
場
が

混
在
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
こ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
賛
成

か
反
対
か
で
二
分
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
立
場
の
多
様
性
を
見
失

わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
現
在
表
面
化
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
立
を
全

体
と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
を
考
え
た
い
。
そ
の
た
め
に
選
ぶ
立

ち
位
置
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
推
進
、
と
り
わ
け
金
融
市
場
の
自
由
化
は
、
土
地
に
根
ざ

し
て
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
と
い
う
存
在
に
致
命
的
な
影
響
を
与

え
る
。
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
持
っ
た
生
身
の
人
々
は
そ
の
変
化
に
耐

え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
社
会
」
の
側
か
ら
の
激
し
い
反
撥
が
生
じ
る

）
1
（

。

　

ま
た
、
市
場
の
モ
デ
ル
が
市
場
化
に
全
く
な
じ
ま
な
い
領
域
に
無
理

や
り
導
入
さ
れ
る
際
、
そ
こ
で
は
市
場
に
関
係
す
る
発
想
や
用
語
が
部

分
的
に
切
り
取
ら
れ
て
移
植
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
領
域
が
こ

れ
ま
で
有
し
て
い
た
資
源
、
制
度
、
権
力
配
分
が
失
わ
れ
崩
れ
る
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
生
じ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
政
治
的
・
社
会
的
な

コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る

）
2
（

。

　

こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
、
一
方
の
市
場
化
と
い
う
圧
力
と
他
方
の

そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
を
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
市
場
と
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
や
対
立
、
あ

る
い
は
既
存
秩
序
の
毀
損
や
破
壊
を
、
全
体
と
し
て
市
場
を
め
ぐ
る
「
政

治
」
あ
る
い
は
「
統
治
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
捉
え
方
を
す
る
こ
と
で
、
市
場
を
め
ぐ
る
統
治
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
、
そ
こ
に
は
市
場
を
尊
重
し
推
奨

す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
市
場
に
反
対
し
市
場
か
ら
社
会
を
防
衛
し
よ
う

と
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
、
市
場
擁
護
に

も
社
会
防
衛
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
や
目
標
が
あ
り
、
状
況
や
領
域

に
よ
っ
て
異
な
っ
た
統
治
の
あ
り
方
と
そ
れ
に
反
対
す
る
論
拠
、
あ
る

い
は
別
の
統
治
の
あ
り
方
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
ら
を
具
体
例
に
即
し
て
示
す
こ
と
が
課
題
と
な
る
が
、
本
稿
で

は
、
現
在
の
「
市
場
不
信
」
の
深
刻
さ
を
、
思
想
史
を
た
ど
り
つ
つ
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
市
場
を
め
ぐ
る
統

治
性
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
と
ポ
ラ
ン
ニ
ー
を
手
が
か
り
に
素
描
す
る
。

一
　

現
在
の
位
置

　

事
態
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
『
方

法
と
し
て
の
自
己
破
壊
』
（
一
九
九
五
）
の
中
で
示
し
た
十
九
・
二
十
世

紀
史
に
接
続
す
る
形
で
、
現
在
の
状
況
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ

う
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
同
書
の
第
十
四
章
で
、
十
九
世
紀
の
自
由
貿
易
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主
義
の
隆
盛
と
衰
退
に
二
十
世
紀
の
ケ
イ
ン
ズ
主
義
を
重
ね
、
両
者
に

顕
著
な
類
似
性
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
八
四
六
年
の

英
国
に
お
け
る
穀
物
法
の
廃
止
、
一
八
六
〇
年
の
コ
ブ
デ
ン
―

シ
ュ

ヴ
ァ
リ
エ
条
約
に
よ
っ
て
、
自
由
貿
易
の
原
則
が
確
立
し
た
。
し
か
し

そ
の
原
則
は
、
一
八
七
〇
年
代
の
不
況
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
、
新
重
商
主

義
・
帝
国
主
義
へ
と
覇
権
が
移
る
。
十
九
世
紀
末
に
は
帝
国
主
義
が
強

い
力
を
持
ち
、
そ
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
た
。
だ
が
大

恐
慌
後
の
一
九
三
六
年
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
に

関
す
る
一
般
理
論
』
が
出
版
さ
れ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
す
ぐ
に
支
持
を

得
て
実
践
に
移
さ
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後
復
興
に
も
ひ
き
つ
づ
き

採
用
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
主
義
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
石
油

危
機
と
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
契
機
に
支
持
を
失
い
、
代
わ
っ
て
人

気
を
博
し
た
の
が
、
新
マ
ネ
タ
リ
ズ
ム
や
サ
プ
ラ
イ
サ
イ
ド
エ
コ
ノ
ミ

ク
ス
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
自
由
貿
易
の
思
想
は
十
九
世
紀
に
三
十
年
ほ
ど
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ム
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
期
間
、
二
十
世
紀
の
ケ
イ

ン
ズ
主
義
が
覇
権
を
握
っ
た
。
し
か
し
結
局
は
新
自
由
主
義
に
よ
っ
て

そ
の
座
を
奪
い
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
流
行
の
経
済
思
想
の
栄
枯
盛
衰
を
単
に

回
顧
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
由
貿
易
主
義
と
ケ
イ
ン
ズ
主
義
の
共

通
点
に
つ
い
て
、
彼
は
三
つ
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
新
た
に
生
ま
れ
た
経
済
的
教
義
は
、「
特
別
な
国
の
内
部
で

0

0

0

」

（
つ
ま
り
十
九
世
紀
の
英
国
、
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
）
支
配
的
影
響
力

を
持
っ
た
。
そ
の
国
は
「
軍
事
力
お
よ
び
経
済
進
歩
の
先
頭
に
立
つ
威

信
を
備
え
た
、
際
立
っ
た
」
存
在
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
「
そ
の
国
は
、
そ
の
教
義
を
他
の
国
々
に
輸
出
し
た
が
る

よ
う
に
な
っ
た
」
。
そ
の
た
め
、
そ
の
教
義
は
「
当
初
は
そ
れ
な
り
の

国
際
的
支
配
を
達
成
し
た
」
。

　

第
三
に
、
「
世
界
を
指
導
す
る
地
位
に
あ
る
、
最
も
「
進
ん
だ
」
国

に
支
持
さ
れ
た
、
し
か
も
説
得
力
あ
る
思
想
体
系
と
い
う
、
一
見
無
敵

の
組
合
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
教
義
は
す
ぐ
に
抵
抗
に
遭
い
、
支

配
は
予
想
外
の
短
命
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
教
義
は

そ
れ
を
最
初
に
広
め
た
当
の
国
で
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

）
3
（

」
。

　

現
在
新
自
由
主
義
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
も
、
こ
れ
が
あ
る
程
度

あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。も
ち
ろ
ん
、
排
外
主
義
と
移
民
へ
の
攻
撃
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
二
十
年
以
上
前
か
ら
深
刻
で
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
を
批
判

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
や
プ
ロ
テ
ス
ト
は
世
界
中
で
起
こ
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
自
由
化
へ
の
辛
辣
で
激
し
い
批
判
が
国
民
投
票
や
大
統
領
選

挙
を
決
す
る
ま
で
に
な
っ
た
現
在
、
潮
目
が
変
わ
っ
た
と
は
っ
き
り
言

え
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
奇
し
く
も
、
新
自
由

主
義
が
世
界
を
席
巻
し
た
の
が
一
九
八
〇
年
代
、
相
次
ぐ
金
融
危
機
や

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
そ
れ
が
根
底
か
ら
動
揺
し
は
じ
め
た
の

が
二
〇
一
〇
年
前
後
、
こ
の
間
約
三
十
年
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
ト
ラ
ン
プ
の
政
策
が
反
自
由
主
義
と
し
て

一
貫
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
金
融
規
制
の
い
っ
そ
う
の
緩

和
を
主
張
し
な
が
ら
移
民
と
自
由
貿
易
に
は
反
対
し
、
多
国
間
貿
易
協

定
を
避
け
て
単
独
交
渉
を
行
う
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
に
有
利
な
待
遇
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
や
貧
民
対
策
の
費
用
を
削
減
し
、

国
防
費
を
増
額
す
る
が
、
環
境
問
題
に
予
算
を
割
く
価
値
は
な
い
と
す

る
。
こ
れ
ら
は
、
一
部
は
白
人
至
上
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
保
守
主
義
と

重
な
り
、
一
部
は
ア
メ
リ
カ
が
ず
っ
と
追
求
し
て
き
た
金
融
緩
和
と
国

境
を
超
え
た
資
本
の
移
動
と
投
資
家
の
利
益
の
さ
ら
な
る
追
求
で
も
あ

る
。
他
方
で
、
国
益
の
追
求
の
た
め
に
保
護
主
義
的
な
政
策
を
と
り
自

国
の
産
業
を
守
る
と
主
張
す
る
点
で
反
自
由
主
義
的
で
も
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
の
ス
タ
ン
ス
は
社
会
正
義

の
追
求
で
は
な
く
、
政
治
的
文
化
的
な
他
者
排
除
と
結
び
つ
き
、
市
場

批
判
の
か
た
わ
ら
弱
者
の
権
利
保
障
は
弱
め
ら
れ
る
。
格
差
と
不
平
等

の
告
発
は
、
平
等
の
追
求
よ
り
か
つ
て
あ
っ
た
は
ず
の
特
権
的
立
場
の

回
復
の
た
め
、
政
治
的
文
化
的
保
守
主
義
と
強
い
リ
ー
ダ
ー
へ
の
委
任

と
い
う
態
度
（
独
裁
へ
の
傾
斜
）
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
支
持
者
の
思
惑
も
ま
た
多
様
で
、
統
治
者

の
側
も
誰
の
方
を
向
い
た
政
策
な
の
か
整
合
性
が
見
ら
れ
な
い
部
分
も

多
い
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
英
国
の
E 

U
離
脱
と
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
選
出
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
と
レ
ー
ガ
ノ
ミ

ク
ス
を
通
じ
て
自
由
主
義
の
急
先
鋒
と
な
り
、
世
界
を
強
引
に
そ
の
流

れ
に
引
き
ず
り
込
ん
だ
当
の
二
カ
国
が
、
き
わ
め
て
内
向
き
の
政
策
へ

と
思
い
切
り
舵
を
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
通
じ
て
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
市
場
に
反
対
す
る
思
想
や
政
策
、
そ
し
て
そ
れ
を

支
持
す
る
人
々
の
思
惑
や
未
来
構
想
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
、

市
場
対
反
市
場
と
い
う
図
式
で
前
者
を
悪
者
、
後
者
を
社
会
正
義
を
追

求
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
勢
力
と
二
分
す
る
こ
と
で
は
、

現
状
を
捉
え
る
に
は
あ
ま
り
に
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

反
市
場
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
の
は
、
分
か
り
き
っ
た
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
幾
分
錯
綜
し
た
目
下
の
状
況
を
理
解
し
整

理
す
る
た
め
に
は
、
市
場
主
義
と
反
市
場
主
義
、
い
ず
れ
に
も
存
在
す

る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
多
様
な
統
治
の
あ
り
方
を
分
節
化
し
て
捉
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
市
場
と
反
市
場
の
政

策
を
、
市
場
を
め
ぐ
る
統
治
と
し
て
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
、
他
方
で

そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
や
統
治
の
あ
り
方
の
種
別
性
を
描
き
出
す
こ
と
の
重

要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

二
　

自
由
主
義
へ
の
不
信

　

現
在
見
ら
れ
る
自
由
主
義
へ
の
不
信
の
深
刻
さ
は
、
思
想
史
を
振
り

返
る
こ
と
で
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、
ハ
ー

シ
ュ
マ
ン
の
豊
か
な
思
想
史
的
知
見
を
手
が
か
り
と
し
た
い
。
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1
　

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
の
有
名
な
箇
所
を

引
用
し
て
い
る

）
4
（

。
そ
れ
は
、
金
ぴ
か
品
を
追
い
求
め
る
富
者
の
奢
侈
が
、

意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
生
活
必
需
品
を
貧
者
と
分
け
合
う
こ
と
に
つ

な
が
る
と
い
う
ス
ミ
ス
の
認
識
を
示
し
た
箇
所
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ

う
し
た
富
者
の
強
欲
を
醒
め
た
目
で
眺
め
る
が
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て

貧
者
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
「
神
の
摂
理

providence

」
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
る

）
5
（

。

　

こ
の
欺
瞞
〔
人
間
の
幸
福
は
本
来
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
満
た

さ
れ
る
の
だ
が
、
惑
わ
さ
れ
や
す
い
人
々
は
富
や
地
位
に
強
い
欲
求
を

持
つ
こ
と
〕
が
、
人
類
の
勤
勉
に
と
っ
て
絶
え
ざ
る
原
動
力
と
な
っ

て
い
る
。
…
…
高
慢
で
無
感
覚
な
地
主
が
自
分
の
広
大
な
畑
を
眺

め
て
、
同
胞
の
欠
乏
を
少
し
も
考
え
ず
に
収
穫
物
を
す
べ
て
自
分

で
消
費
す
る
想
像
を
し
た
と
し
て
、
そ
れ
に
は
な
ん
の
意
味
も
な

い
だ
ろ
う
。
「
目
は
腹
よ
り
大
き
い
」
と
い
う
俗
な
こ
と
わ
ざ
は

こ
の
例
に
最
も
よ
く
当
て
は
ま
る
。
こ
の
地
主
の
胃
は
そ
の
巨
大

な
欲
望
と
は
全
く
つ
り
あ
わ
な
い
し
、
最
下
層
の
農
夫
よ
り
多
く

を
食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
残
り
の
収
穫
物
は

…
…
〔
財
や
サ
ー
ビ
ス
と
引
き
換
え
に
〕
他
の
人
々
に
分
配
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
地
主
の
奢
侈
と
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
、
生
活
必
需
品

の
分
配
が
な
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
を
人
間
愛
や
正
義
に
期
待
し
て

も
全
く
無
駄
で
あ
っ
た
の
に

）
6
（

。

　

十
八
世
紀
に
仏
英
で
展
開
さ
れ
た
「
奢
侈
論
争
」
に
、
ス
ミ
ス
は
物

質
的
な
繁
栄
を
基
礎
と
し
た
解
答
を
与
え
た
。
そ
れ
は
「
奢
侈
＝
ぜ
い

た
く
」
が
よ
い
か
悪
い
か
を
道
徳
的
な
水
準
の
議
論
に
と
ど
め
ず

）
7
（

、
地

主
の
強
欲
が
も
た
ら
す
意
図
せ
ざ
る
結
果
と
し
て
の
物
質
的
富
の
増
大

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
枚
か
ま
せ
て
捉
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
注
目
し
た
い
の
は
、
富
の
配
分
に
お
け
る
「
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
」
を

示
唆
す
る
ス
ミ
ス
の
議
論
で
あ
る
。
現
在
の
状
況
を
見
る
と
、
こ
こ
で

ス
ミ
ス
が
描
く
神
の
摂
理
（
富
め
る
者
の
利
益
追
求
は
意
図
せ
ず
し
て
貧

者
の
生
計
に
寄
与
す
る
）
が
作
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

二
〇
一
六
年
版
オ
ク
ス
フ
ァ
ム
年
次
報
告
書
に
よ
る
と
、
世
界
の
上

位
八
人
と
下
位
半
数
に
あ
た
る
三
十
六
億
人
の
資
産
総
額
は
同
じ
で
あ

る
。
ま
た
上
位
一
％
の
富
裕
層
の
資
産
は
残
り
九
十
九
％
を
上
回
っ
て

い
る

）
8
（

。
日
本
で
は
、
こ
の
問
題
は
格
差
と
貧
困
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
資
産
だ
け
で
な
く
雇
用
形
態
に
よ
る
所
得
格
差
、

男
女
の
賃
金
格
差
、
地
域
間
で
の
格
差
、
ま
た
世
代
間
格
差
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
面
で
の
「
格
差
感
」
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る

）
9
（

。

　

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
の
主
張
を
現
実
が
裏
切
り
つ
づ
け
る
の
は
、
ス
ミ

ス
の
摂
理
が
通
用
し
な
い
世
界
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
富
者
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の
強
欲
が
貧
者
の
雇
用
を
生
ま
な
い
の
は
、
金
融
経
済
の
規
模
が
拡
大

し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
裕
層
の
資
金
が
国
内
投
資
に
向
か
わ

な
い
と
い
う
単
純
な
理
由
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
産
業

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
資
本
家
―

労
働
者
関
係
が
一
工
場
内
あ

る
い
は
一
国
家
内
に
収
ま
っ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
の
時
代
、
あ
る
い
は
「
国

民
経
済
」
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
産
業
編
成
が
国
や
地
域

で
区
切
ら
れ
な
い
た
め
、
労
働
者
が
名
指
し
で
批
判
で
き
る
資
本
家
に

よ
る
搾
取
と
は
異
な
っ
た
仕
組
み
で
の
富
の
偏
在
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し

て
い
く
。
国
境
を
越
え
る
資
本
の
移
動
に
よ
っ
て
税
と
再
配
分
の
仕
組

み
が
毀
損
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
脱
法
的
に
利
益
を
得
る
人
々
を
名
指
す

こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
六
年
に
話
題
と
な
っ

た
パ
ナ
マ
文
書
の
流
出
は
、
「
巨
大
な
ウ
ラ
経
済
の
仕
組
み
が
あ
り
、

が
っ
つ
り
も
う
け
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
ら
し
い
」
と
い
う
憶
測
だ
け

を
残
し
、
詳
細
は
不
明
な
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

　

金
持
ち
は
税
を
逃
れ
、
社
会
的
公
平
を
無
視
し
て
自
ら
の
富
を
守
り

増
や
す
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
一
握
り
の
人
々
だ
け
が
、

新
た
な
貧
困
を
生
み
出
し
つ
つ
ま
す
ま
す
富
裕
化
す
る
。
し
か
し
そ
の

仕
組
み
は
表
に
出
て
こ
な
い
。
こ
う
し
た
不
信
に
よ
っ
て
向
か
う
先
を

失
っ
た
不
公
平
感
は
、
目
の
前
に
い
る
存
在
、
国
境
を
越
え
て
や
っ
て

き
て
、
厳
し
い
労
働
を
低
賃
金
で
引
き
受
け
る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
職

を
奪
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
移
民
に
矛
先
を
向
け
る
。
ま
た
、
自

国
産
業
や
自
国
製
品
の
市
場
を
奪
う
外
国
企
業
や
外
国
か
ら
の
輸
入
品

に
向
か
う
。
地
域
の
産
業
ご
と
職
を
失
っ
た
貧
困
者
、
あ
る
い
は
以
前

よ
り
貧
困
に
な
り
損
を
し
て
い
る
と
感
じ
る
人
々
は
、
「
自
由
」
に
反

感
を
抱
き
移
民
や
外
国
人
の
入
国
を
阻
み
、
外
国
企
業
を
閉
め
出
し
て

高
い
関
税
や
自
国
に
有
利
な
貿
易
条
件
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
破
壊

的
な
行
動
を
起
こ
し
う
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

2
　

政
府
の
働
き

　

ス
ミ
ス
は
ま
た
、
経
済
的
自
由
主
義
に
特
徴
的
な
「
小
さ
な
政
府
」

の
主
張
で
知
ら
れ
る
。

　

一
国
家
を
最
低
の
野
蛮
状
態
か
ら
最
高
度
の
豊
か
さ
に
導
く
に

は
、
ほ
と
ん
ど
な
に
も
必
要
な
い
。
平
和
、
楽
な
税
、
正
義
の
ま

ず
ま
ず
の
執
行
だ
け
で
充
分
だ
。
他
の
こ
と
は
全
て
自
然
の
成
り

行
き
が
実
現
し
て
く
れ
る

）
10
（

。

　

ま
た
、
『
国
富
論
』
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。

　

自
然
的
自
由
の
体
系
に
よ
る
な
ら
、
主
権
者
が
注
意
を
は
ら
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
は
次
の
三
つ
に
限
ら
れ
る
。
…
…
一
つ

め
は
、
社
会
を
他
の
独
立
社
会
に
よ
る
暴
力
や
侵
略
か
ら
守
る
義

務
。
二
つ
め
は
、
社
会
成
員
全
て
を
他
の
成
員
の
不
正
や
抑
圧
か

ら
で
き
る
か
ぎ
り
守
る
義
務
、
つ
ま
り
正
義
の
厳
格
な
執
行
。
三



社会思想史研究　No. 41　2017

〈特集〉市場経済の思想――市場と資本主義を考える　●　16

つ
め
に
、
公
共
事
業
や
公
的
制
度
を
立
ち
上
げ
維
持
す
る
義
務
。

た
だ
し
こ
の
制
度
は
特
定
の
個
人
や
一
部
の
人
々
の
便
宜
の
た
め

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
国
家
観
は
、
十
九
世
紀
に
ラ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
「
夜

警
国
家
」と
し
て
批
判
さ
れ
た
が
、
自
由
主
義
国
家
の
典
型
的
な
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
現
在
で
も
流
通
し
て
い
る

）
12
（

。
政
治
の
役
割
を
極
端
に
切
り
詰

め
る
こ
う
し
た
国
家
へ
の
反
対
は
社
会
主
義
か
ら
も
保
守
主
義
か
ら
も

つ
ね
に
提
起
さ
れ
て
き
た
が
、
現
状
と
し
て
二
種
の
反
対
の
ベ
ク
ト
ル

で
疑
念
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

一
つ
め
は
、
経
済
活
動
の
自
由
は
そ
の
暴
走
を
生
む
の
で
、
国
家
に

よ
る
監
視
と
規
制
が
必
要
だ
と
い
う
、
あ
る
種
古
典
的
な
批
判
で
あ
る
。

富
の
極
端
な
集
中
へ
の
批
判
や
、
オ
キ
ュ
パ
イ
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー

ト
を
は
じ
め
と
す
る
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
反
対
運
動
に
お
い
て
、

自
由
な
経
済
活
動
の
放
置
が
多
く
の
人
を
不
幸
に
し
て
い
る
と
い
う
主

張
が
改
め
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
経
済
活
動
が
地
球
環
境
に
与
え
る
破

壊
的
な
影
響
を
食
い
止
め
る
た
め
に
も
、
政
治
の
役
割
、
国
家
や
国
際

組
織
に
よ
る
規
制
を
も
っ
と
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
議
論

が
、
真
剣
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
財
政
出
動
を
重
視
す
る
大
き

な
政
府
の
擁
護
に
回
収
さ
れ
る
主
張
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
と
り
わ
け

国
境
を
ま
た
い
だ
富
の
動
き
や
社
会
正
義
を
無
視
し
た
利
潤
追
求
に
対

し
て
、
権
利
と
平
等
、
利
潤
以
外
の
価
値
の
保
障
者
と
し
て
の
政
府
や

国
家
に
期
待
す
る
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
る
。

　

二
番
目
に
、
こ
れ
と
逆
向
き
の
疑
念
も
ま
た
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

市
場
を
安
定
的
に
成
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
自
由
主
義
的
」
政
策
が
ゆ

き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
巨
大
な
介
入
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え

で
あ
る
。
現
在
の
金
融
政
策
を
見
て
い
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が
市
場
を

活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
規
模
や
介
入

方
法
は
自
由
主
義
の
原
則
を
逸
脱
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い

う
疑
念
が
出
て
く
る
。
日
本
を
例
に
と
る
と
、
準
備
預
金
が
法
定
額
を

超
過
し
た
部
分
に
つ
い
て
民
間
銀
行
が
日
銀
に
利
子
を
支
払
う

0

0

0

0

0

0

マ
イ
ナ

ス
金
利
政
策
、
日
銀
に
よ
る
国
債
買
い
入
れ
規
模
の
拡
大
と
保
有
残
高

の
増
大
（
二
〇
一
七
年
二
月
時
点
で
発
行
済
国
債
の
日
銀
保
有
割
合
が
四
十
％

を
超
過
）
な
ど
、
「
異
次
元
緩
和
」
と
言
わ
れ
る
金
融
政
策
の
規
模
と

手
法
は
、
「
最
高
度
の
豊
か
さ
」
が
「
自
然
の
成
り
行
き
」
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
る
と
い
う
楽
観
的
な
見
通
し
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
政
策
を
実
現
す
る
た
め
に
安
倍
晋
三
政
権
が
日
銀

総
裁
人
事
に
介
入
を
行
っ
た
こ
と
は
決
し
て
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
日
銀
の
国
債
買
い
入
れ
は
国
の
借
金
の
累
増
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

お
り
、
日
本
の
公
債
残
高
は
二
〇
一
六
年
時
点
で
八
〇
〇
兆
円
を
超
え

て
い
る
（
一
般
会
計
税
収
の
約
十
五
年
分
、
国
民
一
人
当
た
り
約
六
六
四
万
円

）
13
（

）
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
見
る
と
、
「
市
場
の
力
を
回
復
さ
せ
る
」
と
い
う

理
由
づ
け
に
よ
る
か
ぎ
り
、
ど
ん
な
介
入
で
も
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
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疑
問
が
浮
か
ぶ
。
ど
こ
ま
で
の
ど
の
よ
う
な
介
入
で
あ
れ
ば
自
由
主
義

と
両
立
す
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
な
に
が
自
由
主
義
的
で
な
に
が
そ

う
で
な
い
の
か
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
問
い
が
無
意
味
と
な
る
ほ
ど
、

目
下
の
経
済
政
策
に
は
原
理
原
則
の
動
揺
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
何
ら
か
の
一
貫
性
あ
る
経
済
理
論
の
原
則
や
立
場
に
基
づ
い
て

理
解
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
統
治
の
過
少
と
過
剰
双
方
に
対
し
て
、
あ
る

い
は
国
家
の
無
力
と
過
剰
な
権
力
行
使
の
両
方
に
対
し
て
、
不
信
感
が

募
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
経
済
的
自
由
主
義
の
存
立
根
拠
そ
の
も
の
に

関
わ
る
不
信
で
あ
る
。

3
　

「
穏
和
な
商
業
」

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
『
情
念
の
政
治
経
済
学
』
末
尾
で
、
十
八
世
紀
に

流
行
し
た
「
穏
和
な
商
業
」
の
議
論
の
反
響
を
、
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理

論
』
に
ま
で
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

金
も
う
け
や
蓄
財
の
機
会
は
、
人
の
危
険
な
性
癖
を
比
較
的
無

害
な
水
路
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
こ
の
危

険
な
性
癖
が
他
に
向
か
う
な
ら
、
残
酷
で
容
赦
な
い
個
人
的
権
力

や
権
威
の
追
求
、
あ
る
い
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
顕
示
欲
の
充

足
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
胞
市
民
に
暴
君
と
し
て
ふ
る

ま
う
く
ら
い
な
ら
、
自
分
の
銀
行
口
座
を
専
制
支
配
す
る
方
が
ま

し
だ
。
金
に
こ
だ
わ
る
人
は
し
ば
し
ば
暴
君
よ
り
卑
し
い
と
非
難

さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
暴
君
に
な
ら
ず
に
す
ん
で
い
る

）
14
（

。

　

商
業
や
金
儲
け
、
利
得
を
求
め
る
欲
求
が
、
権
力
欲
や
名
誉
欲
あ
る

い
は
性
欲
な
ど
、
他
の
危
険
な
情
念
よ
り
ま
し
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

議
論
は
、
十
八
世
紀
の
富
と
徳
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
展
開
さ
れ
た
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
に
見
ら
れ
る
こ
の
議
論

）
15
（

で
は
、
国
家
や
君
主
の

政
治
や
政
策
の
穏
和
化
（
「
商
業
は
専
制
政
治
を
抑
制
す
る
」
）
と
、
商
人

的
な
行
動
様
式
に
則
る
個
人
の
情
念
の
穏
和
化
（
貴
族
や
軍
人
の
荒
々
し

い
武
勇
を
過
去
の
も
の
に
す
る
洗
練
や
作
法
の
浸
透
）
と
が
同
時
に
主
張
さ

れ
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
は
、
現
在
で
も
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
持
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
際
的
な
投
機
家
は
か
つ
て
の
貿
易

商
人
に
似
て
、
交
易
や
金
融
取
引
の
自
由
と
拡
大
を
支
持
し
、
財
界
人

は
戦
争
に
よ
る
市
場
の
喪
失
や
軍
事
上
の
損
失
を
嫌
う
。
戦
争
は
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
上
赤
字
を
出
す
無
駄
で
あ
る
と
い
う
割
り
切
っ
た
考
え
や
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
よ
り
販
路
と
取
引
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
も
金
を
重

視
す
る
商
売
人
の
合
理
主
義
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
国
際
関
係
に

お
い
て
も
、
自
由
貿
易
を
世
界
の
平
和
的
発
展
と
協
調
路
線
へ
と
結
び

つ
け
る
言
説
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
保
護
主
義
に
対
抗
す
る
国
際
主

義
と
自
由
主
義
と
し
て
、
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
思
想
史
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
。
ハ
ー
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シ
ュ
マ
ン
に
よ
る
と
、「
穏
和
な
商
業
」
の
主
張
は
、
ま
ず
ス
ミ
ス
に
よ
っ

て
論
点
を
ず
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ

て
反
転
さ
せ
ら
れ
る
。
人
々
の
富
へ
の
執
着
は
公
的
関
心
を
喪
失
さ
せ
、

専
制
へ
の
道
を
拓
く
危
険
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

自
己
利
益
を
追
求
す
る
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
無
害
で
あ
る
と
い

う
考
え
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
は
、
資
本
主
義
の
発
展
が
全
面

的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
十
九
世
紀
と
二
十

世
紀
の
経
済
成
長
は
、
何
百
万
も
の
人
々
を
根
無
し
草
に
し
、
膨

大
な
集
団
を
貧
困
に
陥
れ
る
一
方
、
ご
く
一
部
を
豊
か
に
し
た
だ

け
だ
っ
た
。
ま
た
、
周
期
的
不
況
に
よ
る
大
規
模
な
失
業
が
発
生

し
、
近
代
大
衆
社
会
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
多
く

の
観
察
者
が
見
出
し
た
の
は
、
暴
力
的
な
転
換
に
巻
き
込
ま
れ
た

人
々
が
、
時
と
し
て
情
念
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
ら
は
激

し
くpassionately

怒
り
、
恐
れ
、
恨
み
を
抱
く

）
16
（

。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
の
ち
に
こ
う
し
た
見
方
を
市
場
社
会
に
つ
い
て

の
「
自
己
破
壊
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ
が

）
17
（

、
新
自
由
主
義
が
覇
権
を
握
っ
た

最
近
三
十
年
間
は
、
ふ
た
た
び
市
場
を
道
徳
的
に
擁
護
す
る
穏
和
な
商

業
論
の
あ
い
ま
い
な
現
代
版
が
幅
を
利
か
せ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る

）
18
（

。

し
か
し
、
富
の
偏
在
と
明
ら
か
な
不
平
等
の
進
展
を
前
に
し
て
、
現
在

で
は
、
市
場
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
た
ち
、
市
場
で
成
功
者
と
な
る
人
た

ち
の
人
間
性
は
穏
和
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
の
強
欲
が
世
界
の
多
く
の

人
た
ち
に
致
命
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
認
識
が
強
ま
っ
て
い

る
。
自
己
利
益
の
追
求
は
無
害
と
は
ほ
ど
遠
く
、
他
者
へ
の
無
関
心
と

公
共
心
の
不
在
に
よ
っ
て
、
他
人
の
不
幸
の
上
に
自
ら
の
幸
福
を
築
く
、

お
そ
ろ
し
く
有
害
な
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
他

者
の
も
の
を
奪
い
取
る
貪
欲
な
ふ
る
ま
い
が
、
剥
奪
さ
れ
貧
困
と
排
除

に
さ
ら
さ
れ
た
者
た
ち
の
憎
悪
を
あ
お
り
、
紛
争
を
頻
発
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
衝
突
と
憎
悪
の
ぶ
つ
か
り
合
い
が
歴
史
的
に
く
り
返
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
経
済
的
豊
か
さ
の
追
求
が
人
間
を
穏

和
に
し
、
社
会
を
平
和
に
導
く
と
い
う
主
張
を
真
正
面
か
ら
激
し
く
批

判
し
た
、
ル
ソ
ー
の
一
節
を
引
い
て
お
き
た
い
。

　

社
会
体
に
お
い
て
公
的
理
性
が
説
く
の
と
は
正
反
対
の
格
率
を

個
人
の
理
性
が
命
じ
、
他
人
の
不
幸
で
人
が
得
を
す
る
場
合
に
、

交
易
（
人
と
の
交
流
）
と
い
う
も
の
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
た

ら
い
い
だ
ろ
う
。
貪
欲
な
相
続
人
や
と
き
に
は
自
分
の
子
ど
も
す

ら
も
、
こ
っ
そ
り
そ
の
死
を
願
わ
な
い
裕
福
な
人
は
い
な
い
は
ず

だ
。
ま
た
、
ど
こ
か
の
仲
買
業
者
に
と
っ
て
朗
報
で
な
い
船
の
難

破
な
ど
な
く
、
悪
意
あ
る
債
務
者
が
そ
の
家
に
あ
る
書
類
も
ろ
と

も
燃
え
て
し
ま
え
と
願
わ
な
い
家
も
な
い
。
隣
国
の
災
難
を
喜
ば

な
い
国
民
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
同
胞
の
損
に
自



19　●　〈論文〉市場化する統治と市場に抗する統治――重田園江

ら
の
益
を
見
出
し
、
誰
か
の
損
失
は
ほ
ぼ
い
つ
も
別
の
誰
か
の
繁

栄
に
つ
な
が
る
。
最
も
危
険
な
の
は
、
多
く
の
人
が
公
的
な
災
厄

を
期
待
し
待
ち
望
む
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
。
疫
病
を
望
む
者
も
い

れ
ば
、
大
量
死
、
戦
争
、
あ
る
い
は
飢
餓
を
待
望
す
る
者
も
い
る

）
19
（

。

　

経
済
的
自
由
主
義
と
物
質
的
豊
か
さ
の
追
求
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

の
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
よ
う
に
利
益
を
情
念
に
代
え
る
こ
と
で
人
間
と
社

会
を
穏
和
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
情
念
の
無
際
限
の
拡
大
と

人
々
の
激
し
い
対
立
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
、
終
わ
り
な
き
闘
争
と
奪
い
合

い
を
生
む
と
い
う
ル
ソ
ー
の
直
感
は
、
現
在
の
世
界
を
よ
く
表
現
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ル
ソ
ー
は
奢
侈
と
富
の
追
求
が
全
面
化
す
る
社

会
で
は
、
成
功
す
る
者
も
失
敗
す
る
者
も
、
富
め
る
者
も
貧
し
い
者
も
、

情
念
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
、
や
が
て
は
社
会
そ
の
も
の
を
破
壊
す

る
に
至
る
と
考
え
た
。
富
と
道
徳
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
テ
ー
マ
は
、
十

八
世
紀
以
来
反
復
し
、
同
じ
軸
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
の
だ
。

　

人
間
が
利
得
動
機
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
と
見
な
さ
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と
で
、

社
会
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
編
成
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
動
機
は
無
視
さ

れ
る
。
し
か
し
人
間
の
動
機
は
本
来
多
様
で
あ
り
、
ま
た
利
得
動
機
以

外
の
動
機
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
制
度
に
よ
っ
て
不

可
視
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
人
間
の
社
会
性
と
そ
の
動
機
の
多

元
性
を
前
提
と
し
、
利
得
動
機
＝
現
実
的
、
そ
れ
以
外
の
動
機
＝
理
想

的
と
い
う
「
市
場
経
済
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
疑
問
視
す
る
こ
の
姿
勢
が
、

ル
ソ
ー
の
思
想
の
根
本
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
利
得
動
機
に
動
か
さ

れ
て
親
の
死
す
ら
願
う
人
間
の
行
為
様
式
を
、
誤
っ
た
社
会
化
と
誤
っ

た
制
度
編
成
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
発
想
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
市
場
社
会
批
判
と
驚
く
ほ
ど
の
共
通

性
を
持
っ
て
い
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

社
会
が
そ
の
成
員
に
対
し
て
特
定
の
ふ
る
ま
い
を
期
待
し
、
支

配
的
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
ふ
る
ま
い
を
お
お
よ
そ
強
制
で
き
る
よ

う
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
人
間
本
性
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
現
実

に
対
応
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
そ
の
理
想
型
を
反
映
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
飢
え
と
利
得
が
経
済
的
動
機
と
定
義
さ

れ
、
人
間
が
こ
の
二
つ
の
動
機
に
基
づ
い
て
日
常
的
に
行
動
す
る

と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
他
の
動
機
は
高
尚
で
、
生

存
の
俗
な
事
柄
と
は
か
け
は
な
れ
た
動
機
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

え
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
名
誉
と
誇
り
、
市
民
の

義
務
と
道
徳
的
責
務
、
自
尊
心
や
礼
儀
の
感
覚
さ
え
も
、
生
産
に

は
無
関
係
と
さ
れ
、
「
理
想
」
と
い
う
言
葉
で
意
味
あ
り
げ
に
ま

と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
20
（

。

　

ま
た
、
別
の
箇
所
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
市
場
社
会
に
お
け
る
「
変
動

価
格
」
で
の
交
換
を
、
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
経
済
に
お
け
る
「
設
定

価
格
」
で
の
交
換
と
対
比
し
、
そ
こ
で
の
当
事
者
関
係
の
特
徴
を
次
の
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よ
う
に
示
す
。

　

変
動
価
格
で
の
交
換
は
、
当
事
者
間
の
明
白
な
対
立
関
係
を
含

む
態
度
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
利
得
を
目
標
と
す
る
。
こ

の
種
の
交
換
に
つ
き
ま
と
う
対
立
の
要
素
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に

薄
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
21
（

。

　

市
場
参
加
者
の
利
益
は
分
業
と
交
換
を
通
じ
て
プ
ラ
ス
サ
ム
と
な
る
。

だ
か
ら
市
場
は
敵
対
的
で
な
く
友
好
的
で
平
和
的
な
関
係
を
築
く
も
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
楽
観
的
な
市
場
観
を
、
こ
こ
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
非

市
場
的
な
経
済
と
の
対
比
を
通
じ
て
批
判
し
て
い
る
。
市
場
社
会
の
交

換
当
事
者
は
相
互
に
対
立
す
る
。
そ
れ
は
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
最
も
シ
ン

プ
ル
な
需
給
曲
線
の
想
定
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
市
場
を
擁
護
す
る

経
済
学
者
は
こ
れ
を
マ
ク
ロ
的
な
資
源
配
分
の
合
理
性
（
交
換
に
よ
っ

て
皆
が
よ
い
も
の
を
効
率
的
に
得
ら
れ
る
）
に
よ
っ
て
打
ち
消
す
。
し

か
し
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
利
得
動
機
や
自
己
利
益
と
対
立
の
社
会
的
な

働
き
、
そ
れ
が
社
会
制
度
そ
の
も
の
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
帰
結
は
、
マ
ク
ロ
的
予
定
調
和
に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
非
市
場
社
会
と
経
済
の
よ
り
広
い
定
義

）
22
（

を

持
っ
て
く
る
こ
と
で
、
市
場
社
会
に
お
い
て
自
明
と
さ
れ
る
経
済
的
前

提
を
相
対
化
し
た
。

　

ル
ソ
ー
に
同
じ
よ
う
な
相
対
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
彼
の
有
名
な

「
自
然
人
」
の
仮
説
で
あ
る
。
二
人
の
思
想
家
の
市
場
社
会
批
判
の
方

法
と
徹
底
性
に
は
、
時
代
を
超
え
た
多
く
の
共
通
項
が
見
ら
れ
る
。

　

不
幸
に
し
て
ル
ソ
ー
の
予
言
は
、
そ
の
後
の
歴
史
に
お
い
て
幾
度
も

的
中
し
て
き
た
。
ふ
た
た
び
そ
れ
が
く
り
返
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
市
場
と
統
治
の
関
係
を
再
考
し
、
市
場
の
作
用
が
生
み
出
す
情

念
の
昂
進
を
制
御
す
る
よ
う
な
統
治
の
あ
り
方
を
、
模
索
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

三
　

フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
論

　

こ
こ
か
ら
先
は
紙
幅
が
許
す
か
ぎ
り
、
市
場
と
そ
の
統
治
に
つ
い
て

の
フ
ー
コ
ー
と
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
議
論
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
研
究
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
現

在
の
状
況
へ
の
示
唆
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
壮
大
な
構
想
の
う
ち
注
目

す
べ
き
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
す
る
。

　

フ
ー
コ
ー
が
近
代
の
統
治
性
を
主
題
化
し
た
の
は
、
一
九
七
八
年
と

七
九
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
に
お
い
て
で
あ
る

）
23
（

。
そ

の
う
ち
い
く
つ
か
の
部
分
は
講
演
や
論
文
で
公
刊
さ
れ
た
が
、
全
体
像

を
示
し
た
の
は
講
義
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
講
義
の
構
成
は
錯
綜
し

て
お
り
、
時
代
も
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
期
か
ら
二
十
世

紀
に
至
る
ま
で
を
自
在
に
往
還
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
自
由
主
義
の
統
治
性
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
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そ
の
言
説
あ
る
い
は
思
考
枠
組
と
、
そ
れ
以
前
の
統
治
と
し
て
示
さ
れ

た
国
家
理
性
―

ポ
リ
ス
の
統
治
と
の
関
係
で
あ
る
。
講
義
で
の
叙
述
を

そ
の
ま
ま
た
ど
る
と
、
自
由
主
義
の
統
治
は
国
家
理
性
―

ポ
リ
ス
の
統

治
の
「
過
剰
」
あ
る
い
は
「
機
能
不
全
」
を
批
判
し
、
市
場
と
人
口
の

自
然
性
に
基
づ
く
効
率
的
で
無
駄
の
な
い
統
治
を
推
奨
し
た
と
い
う
筋

書
き
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
家
理
性
と
自
由
主
義
と
の
違
い

が
強
い
印
象
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
ネ
オ

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
フ
ー
コ
ー
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
語
ら
れ
る
際
、
近

世
の
難
解
な
政
治
的
語
彙
に
分
け
入
る
必
要
が
あ
る
国
家
理
性
に
つ
い

て
の
議
論
は
、「
自
由
主
義
以
前
」
と
見
な
さ
れ
、
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
フ
ー
コ
ー
の
議
論
は
、
市
場
を
モ
デ
ル
に
社
会
秩
序
全
体

を
構
成
し
よ
う
と
す
る
自
由
主
義
の
統
治
が
、
国
家
理
性
論
を
通
じ
て

定
式
化
さ
れ
た
「
国
力
」
「
国
富
」
そ
し
て
「
人
口
」
と
い
っ
た
概
念

の
形
成
と
変
容
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
思
考
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
自
由
主
義
の
統
治
性
と
は
、
国
家
そ
の
も
の
が
神
の
国
の

下
に
あ
る
地
の
国
と
い
う
所
与
で
は
な
く
、
一
つ
の
政
治
的
な
構
成
物

と
な
っ
た
近
代
に
お
い
て
、
政
治
を
人
々
の
相
互
行
為
と
関
係
づ
け
る

新
し
い
仕
組
み
で
あ
り
手
法
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
近
代
の
政
治
を
統
治

性
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
構
想
に
お
い
て
、
自

由
主
義
を
そ
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
む
し
ろ
自
由
主
義

の
統
治
こ
そ
が
そ
の
分
析
の
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と

自
体
が
、
経
済
的
自
由
主
義
が
国
家
理
性
論
の
変
奏
と
し
て
政
治
的
に

構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
歴
史
の
中
に
「
自
然
に
」
出
現

し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

フ
ー
コ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
一
方
で
自
由
主
義
の
統
治
が
国

家
理
性
―

ポ
リ
ス
の
統
治
を
批
判
す
る
こ
と
で
自
己
を
主
張
す
る
そ
の

独
自
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
レ
ト
リ
ッ
ク
、
社
会
編
成
の
方
法
で
あ
る
。
だ
が

他
方
で
、
『
君
主
の
鑑
』
論
の
変
形
と
し
て
十
六
世
紀
ご
ろ
か
ら
姿
を

現
し
た
国
家
理
性
を
め
ぐ
る
新
し
い
政
治
論
の
延
長
と
し
て
、
自
由
主

義
の
統
治
を
捉
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
理
性
論
の
目
的

を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を
よ
り
よ
く
、
よ
り
確
実
に
実
現
す
る
た

め
の
新
し
い
統
治
の
技
法
な
の
だ
。
た
と
え
ば
一
九
七
九
年
一
月
十
日

の
講
義
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

政
治
経
済
学
は
、
十
六
・
十
七
世
紀
の
法
的
思
考
と
は
全
く
異

な
り
、
国
家
理
性
の
外
部
で
発
達
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少

な
く
と
も
は
じ
め
は
、
国
家
理
性
に
反
対
し
そ
れ
を
制
限
す
る
た

め
に
出
て
き
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
家
理
性
が
統
治
の
技
法

に
課
し
た
目
標
と
い
う
枠
の
中
で
、
政
治
経
済
学
が
形
成
さ
れ
ま

し
た
。
そ
も
そ
も
政
治
経
済
学
の
目
標
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
国

家
の
富
裕
化
で
す
。
つ
ま
り
、
一
方
に
人
口
、
他
方
に
生
存
の
た

め
の
資
糧
を
置
き
、
両
者
を
適
切
に
調
整
し
関
連
づ
け
る
こ
と
で

と
も
に
増
や
す
こ
と
が
、
政
治
経
済
学
の
目
標
な
の
で
す

）
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（

。
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こ
の
た
め
、
自
由
主
義
の
統
治
は
不
干
渉
と
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
そ
れ
は
出
自
か
ら
し
て
政
治
的
介
入
の
作
法
な
の
だ
。
自
由

主
義
の
統
治
は
、
介
入
の
正
し
さ
を
判
断
す
る
絶
対
的
な
基
準
と
し
て
、

つ
ま
り
「
真
理
の
場
」
と
し
て
の
市
場
を
統
治
の
言
語
に
導
入
す
る
。

こ
こ
で
、
市
場
は
政
治
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
介

入
の
正
し
さ
を
判
定
す
る
基
準
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

「
国
家
理
性
論
以
来
の
近
代
国
家
の
統
治
性
の
展
開
と
し
て
自
由
主

義
と
政
治
経
済
学
を
捉
え
る
」と
い
う
基
本
構
図
の
な
か
で
、
フ
ー
コ
ー

は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
め
に
、
フ
ー

コ
ー
は
自
由
主
義
の
統
治
性
を
、
十
八
世
紀
の
都
市
政
策
と
公
衆
衛
生

な
ど
、
必
ず
し
も
市
場
に
還
元
さ
れ
な
い
よ
り
広
い
統
治
の
変
化
の
中

で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る

）
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（

。
こ
れ
は
、
「
市
場
」
と
い
う
存
在
が
し
ば

し
ば
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
律
性
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

ら
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
「
自
己
調
整
」
の
機
能
が
神
聖
視
さ
れ
る
こ
と

に
対
し
て
、
人
口
の
レ
ベ
ル
で
そ
こ
に
含
ま
れ
る
同
種
の
多
様
な
要
素

の
動
き
を
秩
序
立
て
る
統
治
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
市
場
概
念
の
形

成
時
点
に
立
ち
戻
っ
て
そ
の
成
り
立
ち
を
捉
え
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
統
治
性
の
講
義
の
最
終
回
に
あ
た
る
一
九
七
九
年
四

月
四
日
の
講
義
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
市
民
社
会
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
、
主
に
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
『
市
民
社
会
史

）
26
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』
を
取
り

上
げ
な
が
ら
、
市
民
社
会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
市
民
社
会
と
は
た
と
え
ば
国
家
に
抗
す
る
、
あ
る
い
は
市
場

に
抗
す
る
何
ら
か
の
自
律
的
空
間
と
し
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
む
し
ろ
、
市
場
と
い
う
直
接
管
理
で
き
な
い
「
自
然

な
」
対
象
の
周
囲
に
適
切
な
統
治
の
網
の
目
を
は
り
め
ぐ
ら
せ
る
た
め

に
、
市
民
社
会
が
必
要
と
さ
れ
た
。
市
民
社
会
と
は
、
国
家
の
統
一
性

を
維
持
す
る
と
い
う
古
く
か
ら
の
問
い
、
そ
し
て
十
七
世
紀
に
出
現
し

た
主
権
と
い
う
枠
組
の
中
で
い
か
に
統
治
す
る
か
の
問
い
、
最
後
に
経

済
と
い
う
領
域
を
前
に
し
て
統
治
が
い
か
に
あ
り
う
る
か
の
問
い
、
こ

の
三
つ
の
問
い
に
同
時
に
答
え
る
た
め
に
有
効
な
枠
組
を
提
供
す
る
概

念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
「
市
民
社
会
と
は
、
思
う
に
、

統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
一
概
念
、
あ
る
い
は
統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
相
関
物
な
の
で
す

）
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（

」
と
言
っ
て
い
る
。

　

統
治
性
の
歴
史
の
中
に
自
由
主
義
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
フ
ー

コ
ー
は
近
代
の
市
場
が
「
自
然
に
」
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
市
場
の
自
然
性
と
い
う
言
説
を
利
用
し
た
統
治
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
展

開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

四
　

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
市
場
社
会
論

　

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
市
場
社
会
論
に
つ
い
て
も
、
統
治
の
観
点
か
ら
興
味

深
い
洞
察
を
い
く
つ
か
見
て
い
く
こ
と
に
す
る

）
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。
こ
こ
で
は
主
に
『
大

転
換
』
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
十
九
世
紀
以
降
の
英
国
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
市
場
を
め
ぐ
る
政
治
的
社
会
的
攻
防
の
中
か
ら
、
市
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場
と
統
治
の
関
係
、
あ
る
い
は
市
場
化
す
る
力
と
市
場
に
抗
す
る
力
に

関
す
る
考
察
を
取
り
上
げ
る
。

　

『
大
転
換
』
で
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
叙
述
は
、
一
見
す
る
と
市
場
の
自

己
調
整
対
社
会
に
よ
る
抵
抗
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読

め
る
。
し
か
し
、
市
場
化
を
推
進
す
る
勢
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
市
場

社
会
が
作
ら
れ
、
な
お
か
つ
そ
の
勢
力
は
必
ず
抵
抗
に
遭
う
た
め
、
と

き
に
強
力
な
政
治
的
介
入
が
不
可
避
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入

れ
る
な
ら
、
市
場
対
社
会
の
対
立
は
、
自
己
調
整
す
る
自
然
な
市
場
と

そ
れ
に
抗
す
る
社
会
と
い
う
よ
り
、
市
場
化
を
推
進
す
る
統
治
と
市
場

化
に
抗
う
統
治
と
の
攻
防
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ
る
な
ら
、
市
場
社
会
に
不
可
欠
な
土
地
・

労
働
・
貨
幣
の
商
品
化
は
、
そ
れ
ま
で
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
経

済
を
、
無
理
や
り
そ
こ
か
ら
ひ
き
は
が
す
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
ひ
き
は
が
しdisem

bedding
に
は
強
力
な
人

為
的
介
入
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

市
場
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
経
済
的
自
由
主
義

者
は
必
ず
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
国
家
の
干
渉
を
要
求
す
る
。
さ

ら
に
、
ひ
と
た
び
市
場
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
維

持
す
る
た
め
に
国
家
の
干
渉
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
経
済
的
自
由

主
義
者
は
、
何
ら
の
矛
盾
も
感
じ
ず
に
、
国
家
が
法
的
強
制
力
を

行
使
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
己
調
整
的

市
場
の
前
提
条
件
を
整
え
る
た
め
な
ら
、
内
戦
の
暴
力
に
訴
え
る

こ
と
さ
え
あ
り
う
る

）
29
（

。

　

ま
た
、
市
場
化
の
た
め
の
政
治
と
市
場
化
に
抗
す
る
運
動
の
ど
ち
ら

0

0

0

が
自
然
か

0

0

0

0

を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

自
由
放
任
経
済
は
、
意
図
的
な
国
家
行
動
の
産
物
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
つ
づ
く
自
由
放
任
の
制
限
は
、
自
然
発
生
的
な
形
で
は
じ

ま
っ
た
。
自
由
放
任
は
計
画
さ
れ
、
計
画
化
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
の
だ
。
…
…
一
八
六
〇
年
以
降
の
半
世
紀
に
実
際
に
な
さ
れ
た
、

自
己
調
整
的
市
場
へ
の
対
抗
運
動
の
立
法
上
の
最
先
端
は
、
自
然

発
生
的
な
も
の
で
、
世
論
に
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に

実
践
的
な
精
神
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
…
…

）
30
（

。

　

つ
ま
り
、
「
自
由
放
任
に
自
然
な
と
こ
ろ
は
何
一
つ
な
か
っ
た

）
31
（

」
の

に
対
し
て
、
社
会
防
衛
の
方
は
、
意
図
も
担
い
手
も
異
な
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
に
よ
っ
て
、
自
然
発
生
的
に
起
こ
っ
た
多
様
な
運
動
だ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法
に
つ
い
て
の
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
評
価
の
両
義
性

も
、
こ
の
こ
と
に
関
連
づ
け
て
理
解
で
き
る
。
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法

の
実
施
は
、
労
働
力
の
市
場
化
に
対
す
る
社
会
の
抵
抗
運
動
、
農
民
と

労
働
者
を
む
き
出
し
の
「
悪
魔
の
ひ
き
臼
」
に
投
げ
込
ま
な
い
よ
う
に
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す
る
た
め
の
運
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
運
動
は
、
必
ず
し
も
こ
う

し
た
意
図
か
ら
自
覚
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
急
速
な
工
業
化

に
対
す
る
農
村
労
働
力
維
持
の
た
め
の
方
策
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。

　

こ
の
法
は
結
果
と
し
て
貧
民
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
奪
う
こ
と
に

な
っ
た
。
な
か
で
も
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
重
視
す
る
の
は
、
小
農
を
含
め
、

自
律
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
人
々
の
誇
り
と
自
尊
心
を
根
こ
そ
ぎ
奪
っ

た
点
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
こ
の
法
を
悪
法
と
し

て
一
方
的
に
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
当
時
の
自
由
主
義
的
政
策

は
、
一
方
で
強
制
的
に
全
国
的
労
働
市
場
を
作
り
出
そ
う
と
し
、
他
方

で
労
働
者
が
市
場
化
と
ア
ト
ム
化
に
対
抗
す
る
た
め
「
自
然
に
」
団
結

し
よ
う
と
す
る
試
み
を
厳
格
に
禁
止
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
干
渉

を
通
じ
た
労
働
力
の
市
場
化
を
阻
む
た
め
の
対
抗
運
動
の
一
つ
と
し
て
、

ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法
は
、
急
速
で
容
赦
な
い
市
場
化
の
圧

力
を
緩
和
し
、
そ
の
影
響
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
た
点
で
、

ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
よ
っ
て
一
定
程
度
評
価
さ
れ
て
い
る
。
印
象
深
い
の
は
、

こ
う
し
た
伝
統
的
共
同
体
や
農
村
に
発
す
る
歯
止
め
を
欠
い
た
場
合
の

悲
惨
な
例
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
支
配
さ
れ
た
植
民
地
の
住
民
た
ち

を
挙
げ
て
い
る
こ
と
だ

）
32
（

。

　

市
場
化
す
る
政
治
と
市
場
化
に
抗
す
る
政
治
と
の
攻
防
と
し
て
現
代

史
を
捉
え
る
彼
の
視
点
は
、
社
会
の
抵
抗
と
市
場
化
に
対
抗
す
る
統
治

の
試
み
が
な
け
れ
ば
、
人
々
は
も
は
や
人
間
と
し
て
の
意
味
や
尊
厳
を

欠
い
た
と
こ
ろ
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
認
識
と
一
体
に
な
っ
て

い
た
。
市
場
化
は
つ
ね
に
一
つ
の
政
治
的
な
選
択
で
あ
り
、
決
し
て
そ

れ
が
自
然
に
実
現
さ
れ
た
こ
と
な
ど
な
い
。
市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊

を
描
く
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
現
代
史
は
、
こ
の
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
二
度
の
世
界
大
戦
の
最
大
の
元
凶
は
金
本
位
制
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
失
敗
し
た
試
み
に
あ
る
。
金
本
位
制
は
自
己
調
整
的
市

場
を
維
持
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
国
際
的
な
市
場
シ
ス
テ
ム
を
支

え
る
大
き
な
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
金
本
位
制
こ
そ
、
自

己
調
整
的
市
場
を
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
な
介
入
が
最
も
必
要
と
さ

れ
、
干
渉
と
規
制
な
し
に
は
市
場
社
会
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
端
的
に

示
す
例
で
も
あ
る
。
金
本
位
制
を
維
持
す
る
た
め
に
各
国
が
と
っ
た
貨

幣
・
通
商
・
産
業
・
社
会
政
策
は
、
犠
牲
と
矛
盾
を
蓄
積
し
、
最
終
的

に
金
本
位
制
自
体
が
放
棄
さ
れ
、
戦
争
に
突
入
し
た

）
33
（

。

　

さ
ら
に
『
大
転
換
』
は
、
市
場
化
を
推
進
す
る
統
治
と
そ
れ
に
歯
止

め
を
か
け
よ
う
と
す
る
統
治
と
の
攻
防
の
中
か
ら
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
出

現
し
て
く
る
経
緯
を
描
い
た
著
書
と
し
て
も
読
め
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、

一
方
で
国
際
的
な
市
場
シ
ス
テ
ム
の
猛
威
に
対
立
す
る
よ
う
に
見
せ
な

が
ら
、
実
は
資
本
家
お
よ
び
産
業
家
の
利
益
の
擁
護
と
し
て
機
能
し
た

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
の
展
開

が
破
壊
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
と
く
に
そ
れ
が
国
際
金
融
を
通
じ
て

制
御
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
状
況
を
考
え
る
際
、
き
わ
め
て
示
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唆
に
富
む
も
の
で
あ
ろ
う

）
34
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
現
在
、
反
市
場
・
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
支
持
が
強

ま
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
強
度
は
人
々
の
不
満
や
怒
り
の
蓄
積

の
指
標
で
も
あ
り
、
暴
発
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
現
状
に
お
い
て
は
、
自
由
を
支
持
す
る
側
と
介
入
を
求

め
る
側
と
い
う
対
立
図
式
は
不
十
分
で
、
む
し
ろ
市
場
化
を
推
進
す
る

た
め
の
統
治
と
市
場
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
の
統
治
と
の
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
の
対
立
を
把
握
し
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
全
体
を
「
市
場
を

め
ぐ
る
統
治
」
と
し
て
包
括
的
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

ま
た
、
市
場
へ
の
不
信
感
の
根
深
さ
を
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に
絞
っ

て
示
す
こ
と
で
、
市
場
擁
護
と
市
場
不
信
が
十
八
世
紀
以
来
同
じ
軸
の

周
り
で
く
り
返
さ
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
は
そ
の
振
り
子
が
市
場
不
信

へ
と
大
き
く
振
れ
て
い
る
こ
と
を
概
観
し
た
。

　

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
フ
ー
コ
ー
と
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
市
場
批
判
を
取
り
上

げ
、
現
在
の
状
況
を
理
解
す
る
た
め
に
彼
ら
の
議
論
の
ど
こ
に
注
目
す

べ
き
か
を
考
え
た
。
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
論
は
自
由
主
義
を
統
治
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
自
由
主
義
の
政
治
経
済

学
が
、
形
成
さ
れ
た
当
初
か
ら
一
つ
の
政
治
的
な
干
渉
の
様
式
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
近
代
史
は
、
自
由
主
義
が
必

要
と
あ
ら
ば
強
力
な
政
治
的
介
入
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
抗

す
る
も
の
と
し
て
社
会
の
運
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
市
場
化
を
推
進
す
る
統
治
と
市
場
化
に
抗
す

る
統
治
と
し
て
、
近
代
社
会
に
お
け
る
市
場
と
社
会
の
攻
防
を
捉
え
る

方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、
フ
ー
コ
ー
に
つ
い
て
は
、
国
家
理
性
以
来
の
「
国
家
」

に
つ
い
て
の
諸
言
説
と
経
済
学
と
の
関
係
、
ま
た
市
場
モ
デ
ル
が
そ
れ

に
な
じ
ま
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
導
入
さ
れ
る
様
式
と
効
果
に
関
し

て
充
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
に
つ
い
て
は
、

近
世
以
降
の
救
貧
行
政
に
お
け
る
統
治
の
展
開
、
金
本
位
制
と
貨
幣
の

市
場
化
の
あ
り
方
、
ま
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
全
体
主
義
の
資
本
主
義
や
市

場
社
会
と
の
歴
史
的
関
係
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
も
考
察
で
き
な
か
っ

た
。

　

し
か
し
、
ポ
ス
ト
新
自
由
主
義
と
呼
べ
る
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
、

そ
の
時
代
が
深
刻
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
抱
え
て
お
り
、
楽
観
的
な
未
来

像
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
現
状
を
捉
え
る
た
め
の

枠
組
を
「
統
治
」
と
い
う
観
点
か
ら
構
築
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い

て
、
素
描
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
考
え
る
。

注（
1
） 

人
間
の
生
（
労
働
）
や
土
地
（
自
然
）
と
金
融
の
商
品
化
と
の
対
立
は
、
カ
ー

ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
『
大
転
換
』
（Polanyi K

., Th e G
reat Transform

ation: 
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T
he Political and Econom

ic O
rigins of O

ur Tim
e, Boston: Beacon Press, 

2001 (1st ed., 1944) 

〔
野
口
建
彦
・
栖
原
学
訳
『
［
新
訳
］
大
転
換
―
―
市

場
社
会
の
形
成
と
崩
壊
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
九
年
〕
）
他
で
展
開

し
た
、
労
働
・
土
地
・
貨
幣
の
商
品
化
に
つ
い
て
の
議
論
と
、
市
場
対
社
会

と
い
う
同
書
で
の
対
抗
図
式
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
市
場
対
社
会
と
い
う

構
図
は
、
市
場
化
を
推
進
す
る
統
治
と
市
場
化
に
抗
す
る
統
治
と
い
う
本
稿

の
基
本
構
想
と
は
若
干
異
な
る
。
し
か
し
、『
大
転
換
』は
結
局
の
と
こ
ろ
「
十

九
世
紀
以
降
の
市
場
を
め
ぐ
る
政
治
的
社
会
的
攻
防
」
を
描
い
て
お
り
、
現

在
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ー
ジ
で
何
を
焦
点
に
争
わ
れ
て
い
る
か
を
論
じ

る
こ
と
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
議
論
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
る
。

（
2
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
大
学
改
革
を
例
に
言
及
し
た
が
、

本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
〇
一
六
年
十
一
月
十
九
日
に

東
京
日
仏
会
館
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
・
討
議
を
ま
と
め

た
別
稿
（
福
井
憲
彦
編
『
危
機
に
立
ち
向
か
う
人
文
社
会
科
学
』
（
仮
題
、

近
刊
）
勉
誠
出
版
）
で
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
3
） H

irschm
an, A. O

., A Propensity to Self-Subversion, M
assachusetts and 

London: H
arvard U

niversity Press, 1995, p. 140. 
〔
田
中
秀
夫
訳
『
方
法

と
し
て
の
自
己
破
壊
―
―
〈
現
実
的
可
能
性
〉
を
求
め
て
』
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
二
―
三
頁
〕
（
強
調
原
文
）
。

（
4
） Ibid., p. 216. 

〔
二
五
七
頁
〕
。

（
5
） 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
摂
理
」
の
考
え
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が

ス
ト
ア
主
義
的
立
場
か
ら
富
の
追
求
に
醒
め
た
視
線
を
投
げ
か
け
て
い
た
と

い
う
複
雑
な
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
、
堂
目
卓
生
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
―
―

『
道
徳
感
情
論
』
と
『
国
富
論
』
の
世
界
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
八
年
、

第
二
章
、H

irschm
an, Th e Passion and the Interests: Political Argum

ents for 

C
apitalism

 before Its Trium
ph, N

ew
 Jersey: Princeton U

niversity Press, 
1997 (1st ed., 1977), Part 2. 

〔
佐
々
木
毅
・
旦
祐
介
訳
『
情
念
の
政
治
経

済
学
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
、
第
二
章
〕
を
参
照
。
ま
た
「
摂

理
」
と
「
見
え
ざ
る
手
」
に
つ
い
て
は
、H

arrison P., ‘Adam
 Sm

ith and 
the H

istory of the Invisible H
and, ’ in Journal of the H

istory of Ideas, 72-1 
(January 2011), pp. 29-50

を
参
照
。

（
6
） Sm

ith, A., T
he T

heory of M
oral Sentim

ents, N
ördlingen: K

ohler and 
Leberfi nger, 1986 (reprint) (1st ed., London: M

illar, 1759), pp. 348-9 

〔
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
（
下
）
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
二
―
三

頁
〕.

（
7
） 

奢
侈
の
道
徳
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
、
二
人
の
正
反
対
の
論
者
の
主
張
が

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
は
、
過
度
に
な
ら
な
い
奢
侈
を
、

社
交
を
通
じ
た
洗
練
や
礼
儀
作
法
と
い
っ
た
文
明
の
恩
恵
と
結
び
つ
け
て
評

価
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
り
、
他
方
は
、
奢
侈
を
腐
敗
や
堕
落
、
不
平
等
の
固

定
化
と
権
力
濫
用
に
結
び
つ
け
て
批
判
す
る
ル
ソ
ー
で
あ
る
。

 

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
「
技
芸
に
お
け
る
洗
練
に
つ
い
て
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
奢
侈
は
過
度
に
な
れ
ば
多
く
の
病
の
源
泉
と
な
る
。
し
か
し
一
般
に
は
、

奢
侈
に
代
わ
っ
て
生
じ
が
ち
な
無
為
や
怠
惰
よ
り
ま
し
で
あ
る
…
…
。
無
為

が
蔓
延
す
る
と
、
人
々
の
生
は
野
卑
で
洗
練
を
欠
き
、
社
交
も
楽
し
み
も
な

く
な
っ
て
し
ま
う
」
（H

um
e, D

., Political Essays, C
am

bridge U
niversity 

Press, 1994, p. 114. 

こ
の
論
集
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
のEssays, M

oral and 

Political, 1st ed., 1741-42. 

か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
（
編
者
は
ハ
ー
コ
ン
セ
ン
）
。

訳
本
は
、Essays

の
全
訳
で
あ
る
田
中
敏
弘
訳
『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
二
二
九
頁
を
参
照
し
た)

。

 

　

ル
ソ
ー
の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
の
次
の
一
節
は
こ
れ
と
対
照
的
で
あ

る
。
「
奢
侈
は
そ
れ
が
癒
す
と
称
す
る
病
よ
り
も
悪
い
治
療
薬
で
あ
る
。
奢

侈
は
あ
ら
ゆ
る
悪
の
中
で
も
最
も
悪
い
も
の
で
、
大
き
な
国
家
で
も
小
さ
な

国
家
で
も
、
そ
れ
が
巣
食
う
所
で
は
ど
こ
で
も
、
自
ら
生
み
出
し
た
大
量
の

従
者
や
貧
民
を
養
う
た
め
に
、
農
民
や
都
市
民
を
苦
し
め
破
滅
さ
せ
て
し
ま

う
。
奢
侈
は
南
方
か
ら
吹
く
灼
熱
の
風
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
風
は
昆
虫

が
食
む
緑
の
草
木
を
襲
い
、
家
畜
の
食
べ
物
を
奪
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る



27　●　〈論文〉市場化する統治と市場に抗する統治――重田園江

場
所
に
飢
餓
と
死
を
も
た
ら
す
」
（Rousseau, J-J., Sur l’origine, et les 

fondam
ents de l’inégalité parm

i les hom
m

es, in Œ
uvres com

plètes III, 
Bibliothêque de la Pléiade, Paris: G

allim
ard, 1964, p. 206. 

〔
『
人
間
不
平

等
起
源
論
―
―
付
「
戦
争
法
原
理
」
』
（
坂
倉
裕
治
訳
、
講
談
社
、
二
〇
一
六

年
、
一
六
三
頁
）
〕
。

 

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
二
人
の
議
論
は
注
意
深
く
繊
細
で
、
と
も
に
道
徳

上
の
問
題
を
経
済
社
会
的
条
件
と
切
り
離
す
こ
と
な
く
論
じ
て
い
る
点
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
政
治
制
度
と
の
関
連
が
付
け
加
わ
る
の
で
非
常
に
複
雑

な
論
理
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

（
8
） O

xfam
 Briefing Paper, ‘A

n Econom
y for the 99%

, ’ https://w
w

w.
oxfam

.org/sites/w
w

w.oxfam
.org/files/file_attachm

ents/bp-econom
y-

for-99-percent-160117-en.pdf 
（
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
九
日
閲
覧
）
。
な

お
、
二
〇
一
五
年
度
の
同
報
告
書
で
は
、
人
類
の
半
分
に
匹
敵
す
る
富
を
保

有
す
る
の
は
上
位
六
十
二
人
で
あ
っ
た
。
デ
ー
タ
の
包
括
性
に
違
い
が
あ
る

と
は
い
え
、
こ
の
一
年
で
富
の
集
中
が
さ
ら
に
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

（
9
） 

日
本
に
お
け
る
格
差
の
時
系
列
分
析
は
、
た
と
え
ば
高
田
創
（
み
ず
ほ
総

合
研
究
所
）
「
日
本
の
格
差
に
関
す
る
現
状
」http://w

w
w.cao.go.jp/zei-

cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afi eldfi le/2015/08/27/27zen17kai
7.pdf

（
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
九
日
閲
覧
）
を
参
照
。
そ
こ
で
は
格
差
だ

け
で
な
く
「
格
差
感
」
や
「
格
差
認
識
」
を
含
め
た
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
10
） D

ugald Stuw
art, Biographical M

em
oir of Adam

 Sm
ith, N

ew
 York: K

elly, 
1966 (reprint) (1st ed., 1793), p. 68. 

〔
福
鎌
忠
恕
訳
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

の
生
涯
と
著
作
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
四
年
、
七
八
頁
〕
。
現
存
し
な

い
こ
の
ス
ミ
ス
の
原
稿
（
「
一
七
五
五
年
講
義
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
は
、

同
訳
書
一
四
九
頁
注
30
を
参
照
。

（
11
） Sm

ith, An Inquiry into the N
ature and C

auses of the W
ealth of N

ations, 
O

xford U
niversity Press, 1976, (1st ed., 1776), pp. 687-8. 

〔
山
岡
洋
一

訳
『
国
富
論
―
―
国
の
豊
か
さ
の
本
質
と
原
因
に
つ
い
て
の
研
究
（
下
）
』

日
本
経
済
新
聞
社
出
版
局
、
二
七
七
頁
〕
。

（
12
） 

こ
う
し
た
国
家
観
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
留
意
の
必
要
が

あ
る
。
ス
ミ
ス
に
即
し
て
は
、
次
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
ス
ミ
ス
が
『
国

富
論
』
を
構
想
し
た
時
代
、
英
仏
を
は
じ
め
と
し
て
重
商
主
義
の
経
済
思
想

と
対
外
政
策
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
お
り
、
ス
ミ
ス
の
議
論
は
こ
れ
に
対

抗
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ス
ミ
ス
は
市
場
に
と
っ
て
有
害
だ
と
考

え
ら
れ
る
干
渉
や
規
制
へ
の
反
対
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
。
ま
た
、
『
国

富
論
』
は
彼
の
法
学
体
系
の
一
部
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
議
論
も
、
法
と
統
治

を
全
体
と
し
て
扱
う
、
よ
り
大
き
な
社
会
科
学
体
系
の
中
で
捉
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
水
田
洋
他
訳
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
法
学
講
義

1762~1763

』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。

 

　

な
お
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
政
治
と
経
済
が
単
純
な
対
応
関
係
に
な
い
点
に

つ
い
て
は
、H

irschm
an, Th e Passion, p. 100ff . 

〔
一
〇
〇
頁
以
下
〕
を
参
照
。

 

　

次
に
歴
史
に
即
し
て
は
、
次
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
自
由
主
義
を
支
持

す
る
人
々
が
小
さ
な
政
府
を
原
則
に
掲
げ
る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
市
場
を

形
成
し
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
な
操
作
や
介
入
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な

ら
ず
、
む
し
ろ
市
場
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

フ
ー
コ
ー
に
よ
る
自
由
主
義
の
統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
系
譜
学
に
お
い
て
、

十
八
世
紀
以
来
の
歴
史
と
し
て
描
写
さ
れ
た
（
と
く
に
わ
か
り
や
す
い
の
が

第
二
次
世
界
大
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
オ
ル
ド
自
由
主
義
の
分
析
）
。
ま
た
、
ポ

ラ
ン
ニ
ー
が
描
く
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
的
な
土
地
・
労
働
・
金

融
改
革
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
） 

財
務
省
H 

P http://w
w

w
.m

of.go.jp/tax_policy/sum
m

ary/
condition/004.htm

 

（
二
〇
一
七
年
三
月
二
十
九
日
閲
覧
）
。

（
14
） K

eynes, J. M
., Th e G

eneral Th eory of Em
ploym

ent, Interest and M
oney, 

M
acm

illan, 2007, (1st ed., 1936), p. 374 

〔
塩
野
谷
祐
一
訳
『
雇
用
・
利

子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
三
七
七
頁
〕. 

た
だ
し
こ
の
箇
所
は
、
目
下
み

ら
れ
る
所
得
と
富
の
不
平
等
は
大
き
す
ぎ
、
格
差
の
容
認
を
よ
り
限
定
的
に
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す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
こ

れ
を
、
ケ
イ
ン
ズ
独
特
の
「
控
え
め
な
資
本
主
義
擁
護
」
（H

irschm
an, Th e 

Passion, p. 133. 

〔
一
三
四
―
五
頁
〕
）
と
評
し
て
い
る
。

（
15
） 
『
法
の
精
神
』
第
二
十
篇
。
穏
和
な
商
業
を
め
ぐ
る
十
八
世
紀
の
議
論
は

錯
綜
し
て
い
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
そ
の
議
論
の
政
治
思
想
上
の
背
景
に

つ
い
て
は
、
川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神
―
―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

と
専
制
批
判
の
系
譜
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

（
16
） H

irschm
an, Th e Passion, p. 126 

〔
一
二
六
頁
〕.

（
17
） H

irschm
an, Rival View

s of M
arket Society, V

iking Penguin, 1986, chap.
V. 

こ
こ
で
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
市
場
社
会
に
評
価
を
下
す
四
つ
の
テ
ー
ゼ

を
挙
げ
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
四
つ
と
は
、
「
穏
和
な

商
業
」
「
自
己
破
壊
」
「
封
建
制
の
枷
」
「
封
建
制
の
恩
恵
」
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

競
合
す
る
こ
れ
ら
四
つ
の
テ
ー
ゼ
の
う
ち
、
ど
れ
か
一
つ
が
完
全
に
支
配
す

る
こ
と
な
く
変
転
を
く
り
返
す
と
い
う
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
見
方
は
、
市
場
に

賛
成
か
反
対
か
の
二
項
対
立
を
回
避
で
き
る
よ
う
視
野
を
広
げ
て
く
れ
る
。

反
面
、
四
つ
の
テ
ー
ゼ
そ
れ
ぞ
れ
に
分
類
さ
れ
る
言
説
が
含
む
多
様
性
に
も

留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
そ
ん
な
こ
と
は
承
知
で
あ
ろ
う
が
、

た
と
え
ば
ポ
ラ
ン
ニ
ー
と
マ
ル
ク
ス
は
、
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
自
己
破
壊

テ
ー
ゼ
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
思
想
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
差
異
の
中
に
こ
そ
、
賭
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
る
。

（
18
） 

現
代
版
の
商
業
の
道
徳
的
擁
護
に
は
、
穏
和
な
商
業
論
と
は
異
な
る

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
穏
和
な
商
業
論
は
、
戦
争
と
支
配
に
向
か
う

荒
々
し
い
徳
よ
り
、
信
用
と
愛
想
の
よ
さ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
商
業
社
会
に

お
け
る
穏
和
な
品
性
の
方
が
、
た
と
え
自
己
利
益
と
い
う
動
機
に
か
ら
れ
て

の
こ
と
で
あ
っ
て
も
ま
だ
ま
し
だ
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、

た
と
え
ば
競
争
社
会
に
お
い
て
「
戦
う
人
」
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
描
く

傾
向
や
、
自
己
投
資
を
つ
づ
け
る
こ
と
で
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
図
る
人
間
を

賞
賛
す
る
「
人
的
資
本
」
の
考
え
な
ど
、
一
周
回
っ
た
戦
闘
的
な
比
喩
が
多

用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
ア
メ
リ
カ
新
自
由
主
義
に
お
け
る
人
的
資

本
と
企
業
家
＝
起
業
家
の
モ
デ
ル
の
役
割
に
つ
い
て
は
、Foucault, 

N
aissance, 

三
月
十
四
日
と
三
月
二
十
一
日
の
講
義
を
参
照
。

（
19
） Rousseau, Sur l’origine, pp. 202-3 

〔
一
五
七
頁
〕.

（
20
） Polanyi., ‘O

ur O
bsolete M

arket M
entality, ’ in D

alton, G
., ed., 

Prim
itive, Archaic and M

odern Econom
ics, Essays of Karl Polanyi, N

ew
 York, 

Beacon Press, 1968, p. 69-70. 

（
初
出
は
一
九
四
七
年
）
、
〔
平
野
健
一
郎
訳

「
時
代
遅
れ
の
市
場
志
向
」
玉
野
井
芳
郎
他
訳
『
経
済
の
文
明
史
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
三
年
、
六
四
頁
〕
、M

ichele C
angiani et al., eds., Essais de Karl 

Polanyi, Paris: Seuil, p. 513

も
参
照
し
た
。

（
21
） Polanyi, ‘Th e Econom

y as Instituted Process, ’ in Polanyi et al., eds., 
Trade and M

arket in the Early Em
pires, Th e Free Press, 1957. 

引
用
は
、

D
alton, ed., Prim

itive, p. 155. 

〔
石
井
溥
訳
「
制
度
化
さ
れ
た
過
程
と
し
て

の
経
済
」
『
経
済
の
文
明
史
』
三
八
二
頁
〕
、Polanyi et al., ed, trad. par 

R
ivière et al., Les systèm

es économ
iques dans l’histoire et dans la thórie, Paris: 

Larousse, 1975, p. 248

も
参
照
し
た
。

（
22
） 

「
メ
ン
ガ
ー
に
お
け
る
「
経
済
的
」
の
二
つ
の
意
味
」〔
玉
野
井
芳
郎
訳
『
現

代
思
想
』
一
九
七
七
年
十
月
号
〕
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
経
済
の
発
見
」

〔
平
野
健
一
郎
訳
『
経
済
の
文
明
史
』
第
八
章
〕
、
「
「
経
済
的
」
と
い
う
言
葉

の
二
つ
の
意
味
」
〔
玉
野
井
芳
郎
・
栗
本
慎
一
郎
訳
『
人
間
の
経
済
Ⅰ
』
第

二
章
を
参
照
〕
。

（
23
） Foucault, M

., Sécurité, territoire, population, C
ours au C

ollège de France, 

1977-1978, Paris: G
allim

ard, 2004. 

〔
高
桑
和
巳
訳
『
安
全
・
領
土
・
人
口

―
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義1977-1978

年
度
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
七
年
〕
、Foucault, N

aissance de la biopolitique, C
ours au C

ollège de 

France, 1978-1979, Paris: G
allim

ard, 2004. 

〔
慎
改
康
之
訳
『
生
政
治
の
誕

生
―
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義1978-1979

年
度
』
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
八
年
〕
。
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（
24
） Foucault, N

aissance, p. 16 

〔
『
生
政
治
の
誕
生
』
一
八
頁
〕
。
こ
こ
で
フ
ー

コ
ー
は
、
政
治
経
済
学
が
そ
れ
ま
で
の
統
治
実
践
に
「
内
的
制
限
」
を
加
え

る
も
の
で
、
法
権
利
と
い
う
外
的
な
制
限
と
は
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
統
治
は
、
法
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
、
あ
る
い

は
法
を
凌
駕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
も
っ
と
う
ま
く
統
治
で
き
る
は
ず
だ
、
統
治
の
対
象
に
も
っ
と
内
在

的
に
働
き
か
け
、
も
っ
と
効
率
的
に
よ
い
結
果
（
た
と
え
ば
富
裕
と
秩
序
）

を
得
ら
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
25
） 

一
九
七
八
年
一
月
十
一
日
の
講
義
。
フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
刑
罰
の
例
も
挙

げ
て
い
る
。
こ
の
例
は
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
自
由
主
義
の
刑

罰
論
に
は
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
が
（
一
九
七
九
年
三
月
二
十
一
日
の
講
義
を

参
照
）
、
都
市
政
策
や
公
衆
衛
生
の
例
と
は
時
代
も
話
の
位
相
も
異
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
刑
罰
に
関
連
し
て
は
次
の
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
統

治
性
に
関
す
る
二
年
の
講
義
の
中
で
、
フ
ー
コ
ー
は
た
び
た
び
「
規
律
」
を

統
治
の
歴
史
の
中
に
適
切
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
『
監
獄
の

誕
生
』
と
の
接
続
と
い
う
観
点
、
ま
た
た
と
え
ば
ベ
ン
サ
ム
の
位
置
づ
け
と

い
う
点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
十
分
に
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（
26
） Ferguson, A., An Essay on the H

istory of C
ivil Society, 1767.

（
27
） Foucault, N

aissance, p. 299 

〔
『
生
政
治
の
誕
生
』
三
六
四
頁
〕.

（
28
） 

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
市
場
社
会
批
判
に
は
、
原
理
的
な
側
面
と
歴
史
的
な
側
面

の
二
層
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
原
理
的
・
理
論
的
な
批
判

に
つ
い
て
は
、
私
は
現
在
そ
の
核
心
部
分
を
解
説
す
る
力
量
を
欠
い
て
い
る

の
で
、
こ
こ
で
は
歴
史
的
な
側
面
に
つ
い
て
だ
け
取
り
上
げ
る
。

（
29
） Polanyi, Th e G

reat Transform
ation, pp. 155-6 

〔
『
大
転
換
』
二
六
六
頁
〕.

（
30
） Ibid., p. 147 

〔
同
上
、
二
五
五
頁
〕. 

ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
こ
こ
で
参
照
し
て
い

る
の
は
、
集
産
主
義
を
批
判
し
た
法
学
者
ダ
イ
シ
ー
で
あ
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
ダ
イ
シ
ー
の
使
い
方
は
ダ
イ
シ
ー
自
身
の
叙
述
の
意
図
か
ら
す
る
と
斜
め

か
ら
の
も
の
で
、
そ
の
分
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
主
張
の
説
得
力
を
高
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
個
人
主
義
を
擁
護
す
る
ダ
イ
シ
ー
の
『
法
律
と
世
論
』
（D

icey, A. 
V., Lectures on the Relation betw

een Law
 and Public O

pinion in England 

during the N
ineteenth C

entury, 1905. 

〔
清
水
金
二
郎
訳
『
法
律
と
世
論
』
法

律
文
化
社
、
一
九
七
二
年
〕
）
に
お
け
る
行
政
国
家
批
判
を
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
自
由
主
義
者
の
干
渉
主
義
の
議
論
と
対
比
す
る
と
興
味
深
い
。
両
者
は
と

も
に
、
自
由
主
義
者
が
功
利
主
義
的
な
観
点
か
ら
行
政
に
よ
る
干
渉
を
導
き

入
れ
た
こ
と
を
喝
破
し
て
い
る
。
ま
た
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
ベ
ン
サ
ム
主
義
を
、

自
由
放
任
の
非
自
然
性
と
国
家
の
行
政
権
力
に
よ
る
介
入
と
に
結
び
づ
け
て

お
り
、
こ
の
点
で
は
フ
ー
コ
ー
の
規
律
と
自
由
主
義
と
の
関
係
づ
け
に
比
べ

て
明
快
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
前
掲
注
（
23
）
を
参
照
）
。

（
31
） Polanyi, Th e G

reat Transform
ation, p. 145 

〔
『
大
転
換
』
二
五
二
頁
〕.

（
32
） 

ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
「
現
代
ア
フ
リ
カ
の
い
く
つ
か
の
先
住
部
族
が
置
か
れ

て
い
る
状
況
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
英
国
の
労
働
者
階
級
の
状
況
と
、
ま
が

う
こ
と
な
き
類
似
性
を
示
し
て
い
る
」
（Polanyi, Th e G

reat Transform
ation, 

p. 165 

〔
『
大
転
換
』
二
八
四
―
五
頁
〕.

）
と
述
べ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
か

つ
て
の
社
会
的
紐
帯
や
「
高
貴
な
る
野
蛮
人
」
の
誇
り
を
失
い
、
市
場
の
ゲ
ー

ム
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
人
々
が
、
も
は
や
人
間
で
は
な
い
も
の
、
「
半
家

畜
化
さ
れ
た
人
間
の
亜
種
」
（ibid., 

〔
同
頁
〕
）
へ
と
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
挙
げ
て
い
る
例
は
、
南
ア

フ
リ
カ
の
カ
フ
ィ
ル
族
、
十
九
世
紀
後
半
の
イ
ン
ド
の
村
落
共
同
体
、
一
八

八
七
年
の
土
地
割
当
以
降
の
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
状
況
で
あ
る
。
本
文
中

で
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ミ
ー
ド
と
ト
ゥ
ル
ン
バ
ル
ト
の
研
究
で
あ
る
。

巻
末
の
「
文
献
に
関
す
る
注
解
」
に
は
、
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
と
文
献
参
照

指
示
が
あ
る
。

（
33
） 

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
金
本
位
制
と
貨
幣
の
商
品
化
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
『
大

転
換
』
第
一
、
二
、
六
、
十
七
、
十
八
章
を
参
照
。
ま
た
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の

分
析
に
は
含
ま
れ
な
い
、
銀
本
位
制
か
ら
金
本
位
制
へ
の
移
行
史
に
つ
い
て
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は
、
野
口
建
彦
『
K
・
ポ
ラ
ニ
ー
―
―
市
場
自
由
主
義
の
根
源
的
批
判
者
』

（
文
眞
堂
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
通
貨
制
度
が
市
場

社
会
の
存
続
と
崩
壊
に
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
を
『
大
転
換
』
冒
頭
か
ら
く

り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
彼
の
知
見
は
現
在
の
世
界
経
済
を
捉
え
る
た
め
の

ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
が
、
ウ
ィ
ー
ン
時
代
の
国
際
政
治
経
済
状
況
の
中

で
の
時
事
的
な
論
評
を
含
む
彼
の
金
本
位
制
論
の
全
貌
は
、
い
ま
だ
明
ら
か

に
な
っ
て
い
な
い
。

（
34
） 

ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
、
ま
た
市
場
を
め
ぐ
る
統
治
の
攻
防
の
中

か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
く
る
経
緯
に
つ
い
て
彼
が
述
べ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
考
察
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
な
に
を
破
壊
し
な
に
を
保
護
し
、
ま
た
な
ぜ
急

速
に
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て

い
る
。『
大
転
換
』
以
外
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
を
併
せ
て
読
む
こ
と
で
、
彼
が
フ
ァ

シ
ズ
ム
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
と
考
え
て
い
た
要
素
を
、
同
時
代
の
機
能

的
社
会
主
義
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
考
察

に
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
台
頭
の
経
済
的
条
件
と
同
時
に
、
そ
の
政
治
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
内
実
が
示
さ
れ
て
お
り
、
経
済
的
自
由
主
義
対
社
会
防
衛
と
い
う

次
元
と
、
民
主
主
義
と
個
人
の
自
由
対
民
族
主
義
と
い
う
次
元
と
を
区
別
し

な
が
ら
、
な
お
か
つ
両
者
の
総
体
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
捉
え
る
視
点
が
含

ま
れ
て
い
る
。
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一
　

市
場
経
済
か
資
本
主
義
か

　

近
現
代
の
経
済
社
会
を
指
示
す
る
用
語
と
し
て
「
市
場
経
済
」（m

arket 

econom
y

）
が
普
及
し
始
め
た
の
は
、
実
は
ご
く
最
近
の
二
十
世
紀
末

の
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
こ
の
語
を
使
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
「
資
本
主
義
」
（capitalism

）
の
語
に
つ
い
て

い
え
ば
、
周
知
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
自
身
は
こ
の
語
を
名
詞
形
で
な
く

形
容
詞
形capitalist

に
お
い
て
し
か
使
用
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
や

が
て
二
十
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
ら
を

通
し
て
名
詞
形
の
「
資
本
主
義
」
が
普
及
し
て
い
く

）
1
（

。
そ
し
て
戦
後
期

に
至
る
と
、
こ
の
「
資
本
主
義
」
な
る
語
は
、
近
現
代
の
経
済
社
会
を

指
す
用
語
と
し
て
広
範
に
流
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た

）
2
（

。

　

し
か
し
一
九
九
〇
年
代
あ
た
り
か
ら
、
か
つ
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ

て
い
た
「
資
本
主
義
」
が
減
少
し
、
代
わ
っ
て
「
市
場
経
済
」
の
使
用

頻
度
が
上
昇
し
て
く
る
。
そ
の
あ
た
り
に
関
し
て
当
面
、
二
つ
の
指
標

で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、G

oogle Books N
gram

 V
iew

er

に
よ
る
検
索
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
特
定
の
用
語
が
、
グ
ー
グ
ル

社
が
電
子
化
し
た
全
書
籍
（
ア
メ
リ
カ
で
発
行
さ
れ
た
英
語
文
献
）
の
な

か
で
ど
の
程
度
の
割
合
で
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
つ
の
参
考
資
料
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
時
代
の
趨
勢
を
読
む
一

助
と
は
な
る
。
図
1
に
見
る
と
お
り
、
「
資
本
主
義
」
の
語
の
使
用
は

一
九
三
〇
年
代
の
大
恐
慌
期
に
急
増
し
、
そ
の
後
、
戦
後
期
に
再
び
増

加
傾
向
を
示
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
あ
た
り
を
境
に
し
て
低
下
し
て
ゆ

〈
特
集
〉
市
場
経
済
の
思
想
―
―
市
場
と
資
本
主
義
を
考
え
る
　

〈
論
文
〉

市
場
経
済
を
ど
う
調
整
す
る
か

山
田
鋭
夫
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図 1　「市場経済」と「資本主義」の使用頻度（1880-2000）

く
。
他
方
「
市
場
経
済
」
の
語
は
古
く
は
一
九
四
〇
年
代
あ
た
り
か
ら

使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
急
増
す
る
。

こ
の
時
代
、
「
社
会
主
義
の
市
場
経
済
へ
の
移
行
」
と
か
「
社
会
主
義

市
場
経
済
」
と
か
の
表
現
が
頻
出
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

　

第
二
の
指
標
は
経
済
学
の
世
界
に
限
定
さ
れ
る
話
に
な
る
が
、
代
表

的
な
経
済
学
教
科
書
に
お
け
る
「
市
場
経
済
」
と
「
資
本
主
義
」
の
扱

い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
経
済
学
で
は
第
二
次
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
を
中

心
に
し
て
、
学
生
が
学
ぶ
べ
き
経
済
学
（
と
り
わ
け
経
済
理
論
）
は
教
科

書
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
経
済
学
教
科
書
に
お

い
て
「
市
場
経
済
」
と
「
資
本
主
義
」
の
用
語
（
概
念
）
は
い
か
に
扱
わ
れ

て
き
た
か
。
そ
れ
を
索
引
中
の
項
目
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
よ
う
。

　

い
わ
ゆ
る
戦
後
期
を
代
表
し
た
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
『
経
済
学
』

（Sam
uelson1948/1980

）
に
お
い
て
は
「
市
場
経
済
」
は
登
場
せ
ず
、
む

し
ろ
「
資
本
主
義
」
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九

〇
年
代
以
降
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
（Stiglitz and W

alsh 1993/2006

）
を
中

間
項
と
し
つ
つ
も
、
や
が
て
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
（Blanchard 1997/2016

）

や
マ
ン
キ
ュ
ー
（M

ankiw
 1998/2014

）
の
教
科
書
に
な
る
と
、
逆
に
「
資

本
主
義
」
が
消
え
て
「
市
場
経
済
」
し
か
登
場
し
な
く
な
る
。
現
代
に

お
け
る
経
済
学
は
概
念
と
し
て
の
「
資
本
主
義
」
を
も
た
な
く
な
っ
た
。

少
な
く
と
も
教
科
書
化
さ
れ
た
経
済
学
に
お
い
て
は
、
「
市
場
経
済
」

こ
そ
が
現
代
の
経
済
社
会
を
表
現
す
る
唯
一
か
つ
正
統
な
る
概
念
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

1860

出所：Google Books Ngram Viewer
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な
ぜ
「
市
場
経
済
」
か
「
資
本
主
義
」
か
に
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
両
者
が
同
じ
近
現
代
の
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
を
対
象
と
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
対
象
を
見
る
さ
い
の
見
方
が
異
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
見
方
の
違
い
は
対
象
の
違
い
を
生
む
こ
と
も
あ
る
。
そ
の

あ
た
り
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
た
の
が
、
表
1
で
あ
る
。

　

表
1
は
四
項
目
に
わ
た
っ
て
、
市
場
経
済
ア
プ
ロ
ー
チ
と
資
本
主
義

ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
見
方
の
相
違
を
対
比
し
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で

は
後
論
と
も
強
く
関
係
す
る
一
点
の
み
の
指
摘
に
と
ど
め
る
（
表
中
の

太
字
部
分
）
。
す
な
わ
ち
、
近
代
以
降
に
成
立
し
た
特
定
の
歴
史
的
個

体
な
い
し
体
制
と
し
て
の
経
済
社
会
（
国
民
経
済
）
を
「
市
場
経
済
」

と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
社
会
経
済
関
係
は
概
し
て
、
平
等
な
る

市
場
参
加
者
間
の
水
平
的
な
商
品
取
引
関
係
と
し
て
の
み
表
象
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
資
本
主
義
」
と
い
う
把
握
法
に
あ
っ
て
は
、
水
平
的

な
市
場
関
係
だ
け
で
な
く
、
資
本
―

労
働
の
垂
直
的
な
支
配
関
係
（
賃

労
働
関
係
）
の
存
在
が
明
確
に
視
野
に
お
さ
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
社

会
関
係
に
お
け
る
非
対
称
性
や
政
治
的
・
権
力
的
関
係
の
存
在
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
労
使
関
係
は
決
し
て
自
由
平
等
な
市
場

関
係
に
は
還
元
さ
れ
な
い
し
、
労
働
市
場
な
る
も
の
の
自
己
調
整
に

よ
っ
て
作
動
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
労
働
力
商
品
の
売
買
を
め
ぐ
る

問
題
は
い
わ
ゆ
る
市
場
の
論
理
の
み
で
は
決
し
て
調
整
し
え
な
い
の
で

あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
点
を
ど
こ
ま
で
真
剣
に
理
論
の
う
ち

に
取
り
込
む
か
と
い
う
点
こ
そ
「
市
場
経
済
の
思
想
」
の
リ
ト
マ
ス
試

験
紙
を
な
す
。

　

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
近
現
代
の
経
済
社
会
を
「
資
本
主
義
」
と
し
て

理
解
す
る
。
た
だ
し
「
市
場
経
済
」
と
「
資
本
主
義
」
の
語
は
つ
ね
に

上
記
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
つ
も
り
は

な
い
。
両
語
の
使
用
に
は
個
人
差
や
幅
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
「
市
場

経
済
」
の
語
を
用
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
積
極
的
な

含
意
は
「
資
本
主
義
」
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

二
　

資
本
主
義
の
社
会
的
調
整

　

市
場
経
済
を
ど
う
調
整
す
る
か
。
論
題
を
こ
う
立
て
た
が
、
そ
こ
に

は
市
場
経
済
は
自
己
調
整
的
で
も
自
動
均
衡
的
で
も
な
い
と
い
う
暗
黙

の
想
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
ど
う
調
整
す
る
か
」
の
前
に
―
―
と
い

う
か
、
そ
れ
と
不
可
分
な
問
い
と
し
て
―
―
本
節
で
は
、
そ
も
そ
も
市

場
経
済
な
い
し
資
本
主
義
は
本
来
い
か
な
る
根
本
的
性
格
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
問
う
て
お
き
た
い
。
こ
の
市
場
経
済
観
の
い
か

ん
こ
そ
は
経
済
学
の
諸
学
派
の
分
離
と
対
立
を
生
み
出
す
分
水
嶺
で
あ

り
、
各
学
派
は
そ
れ
ぞ
れ
に
市
場
経
済
を
め
ぐ
る
自
ら
の
背
後
仮
説
（
そ

れ
自
体
は
決
し
て
「
証
明
」
で
き
な
い
仮
説
）
に
立
脚
し
て
、
そ
の
延
長

上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
表
2
参
照
）
。

　

す
な
わ
ち
新
古
典
派
は
「
市
場
は
本
質
的
に
安
定
的
で
あ
る
」
と
い

う
仮
説
に
立
脚
し
、
こ
れ
を
「
均
衡
」
と
い
う
大
枠
の
概
念
で
表
現
す
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る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
政
策
的
含
意
は
、
す
べ
て
を
市
場
に
任

せ
よ
、
政
府
は
経
済
に
介
入
す
る
な
、
そ
う
す
れ
ば
安
定
と
成
長
が
実

現
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
実
に
存
在
す
る
不
況
や
経
済
的
困

難
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
市
場
外
的
な
諸
力
（
政
府
政
策
、
労
働
組
合
な

ど
）
に
よ
っ
て
市
場
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
妨
害
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
生

ず
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
市
場
外
的
圧
力
を
除
去
し
さ
え
す
れ
ば
安
定

と
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る
、と
説
く
。
い
わ
ば
市
場
の
「
見
え
ざ
る
手
」

へ
の
信
頼
で
あ
り
、
市
場
の
自
己
調
整
能
力
へ
の
信
頼
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ケ
イ
ン
ズ
派
は
、
市
場
は
絶
対
不
可
欠
な
シ
ス
テ
ム

で
は
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
市
場
は
新
古
典
派
が
い
う
よ
う
に
は
安

定
的
で
も
均
衡
的
で
も
な
く
、
「
市
場
は
本
質
的
に
不
安
定
で
あ
る
」

と
の
背
後
仮
説
に
立
つ
。
資
本
主
義
が
発
展
す
る
と
「
有
効
需
要
」
が

不
足
化
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
況
に
陥
る
と
、
市
場

は
需
要
不
足
（
と
り
わ
け
労
働
需
要
の
不
足
す
な
わ
ち
失
業
）
を
自
ら
回

復
す
る
力
を
も
た
な
い
。
た
だ
し
こ
の
と
き
、
政
府
に
よ
る
適
切
な
有

効
需
要
政
策
が
あ
れ
ば
、
市
場
は
や
が
て
需
要
回
復
と
経
済
成
長
へ
と

復
帰
し
う
る
。
い
わ
ば
政
府
の
「
見
え
る
手
」
へ
の
信
頼
で
あ
り
、
有

効
需
要
創
出
政
策
へ
の
期
待
で
あ
る
。

　

最
後
に
マ
ル
ク
ス
派
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
資
本
主
義
は
本
質
的
に

矛
盾
的
で
あ
る
」
と
の
仮
説
に
立
つ
。
そ
の
矛
盾
は
私
有
財
産
制
や
利

潤
追
求
制
と
い
う
資
本
主
義
の
本
質
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
れ
は
搾
取
、

支
配
、
貧
富
格
差
を
必
然
的
に
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
し
た
が
っ

表 1　「市場経済」と「資本主義」――概念的内包の相違

市場経済 資本主義

市場の概念 ・ 需給調節という純経済的抽象物
・ 平等な者たちの間の水平的なコー

ディネーション
・理想的には自己均衡的

・社会諸関係のネクサス
・ 水平的関係（企業間競争）および垂

直的関係（賃労働関係）
・不均斉な資本蓄積の伝播

各種領域の結合 ・ 経済領域が完全に切断されうると
いう理想（純粋経済）

・ 経済・社会・政治の相互依存は本
質的なこと

進化の性質 ・ 暗黙のうちに「自然均衡」という
考え方

・せいぜい物理運動的時間

・ 蓄積法則と社会的・経済的諸関係
の変化

・歴史的時間という考え方

一様性／多様性 ・ パレート最適という理想……加え
てベンチマーキング、および競争
による多様性の縮減

・ 歴史的諸段階の継起〔段階論〕と
各種資本主義ブランドの共存〔類
型論〕

出所：Boyer（2007）

表 2　市場経済をめぐる三大経済学派――背後仮説の比較対照

経済学派 市場経済観（仮説） 大枠的概念 危機（不況）からの脱出策

新古典派 本質的に安定 均衡 市場攪乱要因（政府、組合）の除去

ケインズ派 本質的に不安定 有効需要 政府による有効需要創出

マルクス派 本質的に矛盾 搾取 資本主義の打倒・超克
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て
「
市
場
」
で
あ
ろ
う
と
「
政
府
」
で
あ
ろ
う
と
、
資
本
主
義
で
あ
る

か
ぎ
り
矛
盾
や
不
安
定
は
決
し
て
解
決
で
き
な
い
。
む
し
ろ
資
本
主
義

は
、
そ
の
内
的
矛
盾
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
し
崩
壊
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
資
本
主
義
に
代
わ
っ
て
建
設
さ
れ
る
べ
き
社
会
主
義
に
よ
っ
て
こ

そ
、
安
定
と
繁
栄
の
社
会
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
、
と
マ
ル
ク
ス
派
は

信
ず
る
。
あ
え
て
い
え
ば
「
社
会
主
義
」
へ
の
信
頼
の
思
想
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
な
か
に
あ
っ
て
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
は
ケ
イ
ン
ズ
派

や
マ
ル
ク
ス
派
に
は
批
判
点
を
も
ち
つ
つ
も
、
そ
の
よ
い
と
こ
ろ
を
継

承
し
よ
う
と
す
る

）
3
（

。
し
か
し
新
古
典
派
に
は
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
っ

て
、
と
り
わ
け
新
古
典
派
に
よ
る
市
場
の
自
己
調
整
能
力
と
い
う
見
方

）
4
（

に
は
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
ア
グ
リ
エ
ッ
タ
の

次
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
資
本
主
義
と
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
そ
れ

を
調
整
す
る
原
理
を
も
た
な
い
変
化
さ
せ
る
力
で
あ
る
。
資
本
主
義
の

調
整
原
理
は
資
本
蓄
積
を
進
歩
の
方
向
に
誘
導
す
る
社
会
的
媒
介
の
一

貫
性
の
う
ち
に
あ
る
」
（Aglietta 1997: 

訳
（27

）
）
。

　

こ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
資
本
主
義
」
と
「
社
会
的
媒
介
」

（
さ
し
あ
た
り
「
社
会
」
な
い
し
「
社
会
的
制
度
」
）
の
対
抗
と
補
完
の
関
係

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
（
市
場
経
済
）
と
は
人
類
社
会
に
不

断
の
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
変
化
さ
せ
る
力
」
そ

の
も
の
で
あ
る
。
資
本
（
市
場
）
が
あ
っ
て
こ
そ
社
会
は
惰
性
か
ら
抜

け
だ
し
変
化
し
て
い
く
。
し
か
し
逆
に
、
で
は
す
べ
て
を
資
本
（
市
場
）

の
原
理
に
ゆ
だ
ね
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
資
本
そ
れ

自
体
は
必
ず
暴
走
し
、
社
会
を
不
安
定
に
し
、
そ
し
て
時
に
は
こ
れ
を

解
体
し
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
資
本
は
「
変
化
さ
せ
る
力
」
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
資
本
は
自
ら
の
運
動
を
「
調
整
す
る
原
理
を
も
た
な
い
」

の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
調
整
す
る
原
理
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
「
社
会
的
媒
介
の
一
貫
性
」
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
整
合
性
の
あ

る
社
会
的
諸
制
度
の
う
ち
に
し
か
な
い
。
要
す
る
に
「
社
会
」
が
う
ま

く
「
資
本
」
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「
資
本
蓄
積
を
進

歩
の
方
向
に
誘
導
す
る
」
こ
と
が
で
き
、
経
済
社
会
の
安
定
と
成
長
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
資
本
主
義
（
市
場
経
済
）
は
決
し
て
自

己
調
整
的
で
な
く
、
社
会
の
側
か
ら
の
適
切
な
調
整
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
、
市
場
も
社
会
も
安
定
し
、
ま
た
成
長
と
福
祉
も
実
現
す
る
。
―
―

こ
れ
が
ア
グ
リ
エ
ッ
タ
の
言
葉
の
含
意
で
あ
り
、
ま
た
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ

ン
理
論
の
基
本
的
な
市
場
経
済
観
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
一
言
に
要
約
す
れ
ば
、
資
本
主
義
は
社
会
的
に
調
整
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派

の
基
本
的
観
点
で
あ
る
。
他
の
経
済
学
派
と
の
違
い
を
も
う
一
度
確
認

す
れ
ば
、
新
古
典
派
は
市
場
経
済
の
自
己
調
整
を
主
張
し
、
「
社
会
」

を
最
大
限
「
市
場
」
化
し
よ
う
と
す
る
。
反
対
に
旧
マ
ル
ク
ス
派
は
商

品
生
産
（
市
場
経
済
）
の
う
ち
に
自
己
調
整
な
ら
ぬ
無ア

ナ

ー

キ

ー

政
府
性
を
見
て
、

市
場
（
資
本
）
の
廃
絶
を
主
張
し
、
つ
ま
り
は
「
市
場
」
の
「
社
会
」

化
を
、
そ
れ
も
多
く
の
場
合
「
市
場
」
の
「
国
家
」
化
（
国
有
化
、
国

営
化
）
を
主
張
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
派
は
「
市
場
」
を
残
し
つ
つ
も
、
そ
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の
不
安
定
性
を
「
国
家
」
政
策
に
よ
っ
て
救
お
う
と
し
た
。
要
す
る
に
、

「
社
会
な
き
市
場
」
（
新
古
典
派
）
で
も
な
く
、
「
市
場
な
き
社
会
（
む
し

ろ
国
家
）
」
（
旧
マ
ル
ク
ス
派
）
で
も
な
く
、
さ
ら
に
は
「
市
場
へ
の
国
家

的
介
入
」
（
ケ
イ
ン
ズ
派
）
で
も
な
く
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
派
は
「
資
本

主
義
（
市
場
経
済
）
の
社
会
的
調
整
」
と
い
う
基
本
視
点
を
貫
く
。

　

く
ど
い
よ
う
だ
が
、
市
場
経
済
の
「
社
会
的
」
調
整
を
語
る
と
い
う

こ
と
は
、
市
場
経
済
の
「
自
己
」
調
整
―
―
い
わ
ゆ
る
「
自
己
調
整
的

市
場
」
―
―
と
い
う
立
場
を
と
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
に
真
っ
向
か

ら
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
両
者
の
対
立
は
経
済
社
会
観

を
め
ぐ
る
多
く
の
点
で
見
ら
れ
る
が
、
最
も
重
要
か
つ
象
徴
的
な
の
は

「
労
働
力
商
品
」
な
い
し
「
労
働
市
場
」
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
「
労
働

力
商
品
」
は
一
般
の
財
商
品
と
同
等
に
扱
い
う
る
の
か
否
か
。
「
労
働

市
場
」
は
一
般
の
製
品
市
場
と
同
等
に
扱
い
う
る
の
か
否
か
。

　

こ
の
問
い
に
イ
エ
ス
と
答
え
る
の
が
自
己
調
整
的
市
場
の
立
場
で
あ

り
、
ノ
ー
と
答
え
る
の
が
社
会
的
調
整
の
立
場
で
あ
る
。
「
労
働
（
力
）
」

も
他
の
凡
百
の
売
買
対
象
物
と
同
じ
商
品
だ
と
み
る
立
場
に
立
て
ば
、

マ
ル
ク
ス
的
に
い
え
ば
あ
の
三
位
一
体
範
式
（
資
本
―

利
子
、
労
働
―

賃
金
、

土
地
―

地
代
と
い
う
商
品
―

価
格
関
係
）
の
世
界
が
生
ま
れ
る
。
あ
る
い
は

ポ
ラ
ン
ニ
ー
的
に
い
え
ば
労
働
、
土
地
、
貨
幣
の
「
商
品
擬
制
」
が
完

成
し
て
、
そ
れ
ま
で
「
孤
立
し
て
い
た
諸
市
場
が
一
つ
の
市
場
経
済
へ

と
変
え
ら
れ
る
段
階
、
す
な
わ
ち
規
制
さ
れ
た
諸
市
場
が
一
つ
の
自
己

調
整
的
市
場
へ
と
変
え
ら
れ
る
段
階
」
（Polanyi 2001: 

訳100

）
を
み

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
市
場
は
ひ
た
す
ら
「
平
等
者
間
の
水
平
的

関
係
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
違
い
は
た
だ
、
各
自
が
持

ち
よ
る
「
商
品
」
の
使
用
価
値
の
み
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ノ
ー
と
答
え
る
の
が
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
を
は
じ

め
と
す
る
資
本
主
義
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
場
で
あ
る
。
さ
き
の
表
1
で
い

え
ば
、
「
市
場
」
に
は
一
方
で
は
企
業
間
競
争
と
い
う
い
わ
ば
「
水
平

的
関
係
」
も
存
在
す
る
が
、
し
か
し
他
方
、
労
働
市
場
は
た
ん
な
る
水

平
的
関
係
に
は
終
わ
ら
な
い
。
労
働
市
場
は
、
そ
の
内
奥
に
「
賃
労
働

関
係
」
と
い
う
「
垂
直
的
関
係
」
を
包
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
点
を
凝
視
す
る
か
ぎ
り
、
調
整
は
た
ん
に
「
市
場
」
の
レ
ベ
ル
で
完

結
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
調
整
は
、
市
場
を
超
え
た
―
―
市
場
の
根

底
に
あ
る
―
―
「
社
会
」
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
降
り
立
た
ざ
る
を
え
な
い
。

市
場
の
奥
底
に
あ
る
も
の
を
マ
ル
ク
ス
は
、
「
自
由
、
平
等
、
所
有
、

ベ
ン
サ
ム
」
が
謳
歌
さ
れ
る
商
品
交
換
の
部
面
を
去
っ
て
「
隠
さ
れ
た

生
産
の
場
所
」
（
資
本
の
生
産
過
程
）
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で

の
資
本
―

賃
労
働
の
支
配
関
係
す
な
わ
ち
階
級
的
な
搾
取
関
係
と
し
て

暴
露
し
た
。
そ
の
分
析
の
原
点
に
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
労
働
力
」

と
「
労
働
」
の
峻
別
が
あ
り
、
商
品
と
し
て
の
労
働
力
の
―
―
一
般
商

品
と
は
異
な
る
―
―
特
殊
性
の
認
識
が
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
に

も
、
と
り
わ
け
「
非
自
発
的
失
業
」
の
存
在
と
い
う
形
で
労
働
市
場
の

問
題
は
最
大
の
分
析
対
象
を
な
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
屈
折
労
働
供
給
曲

線
」
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
市
場
が
一
般
の
財
市
場
と
異
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な
る
特
殊
な
市
場
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
失
業
問
題
の
解
決
は
新
古
典

派
が
唱
え
る
賃
金
下
落
に
よ
っ
て
で
な
く
、
有
効
需
要
の
創
出
に
よ
る

労
働
需
要
の
拡
大
に
よ
る
べ
き
だ
と
し
た
。

　

レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
は
そ
う
い
っ
た
マ
ル
ク
ス
＝

ケ
イ
ン
ズ
の
認

識
を
継
承
し
、
「
賃
労
働
関
係
」
（rapport salarial

）
と
い
う
概
念
を
設

定
し
て
、
こ
れ
を
経
済
社
会
分
析
の
基
本
に
す
え
る
。
賃
労
働
関
係
を

一
般
の
商
品
市
場
と
同
列
に
扱
い
、
そ
こ
に
「
自
己
調
整
的
市
場
」
を

見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
を
特
殊
な
市
場
と
認
識
し
、
い
わ
ゆ
る
市

場
関
係
で
は
律
し
え
な
い
課
題
―
―
「
社
会
」
や
「
政
府
」
の
課
題

―
―
を
見
る
の
か
。
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
理
論
は
後
者
の
立
場
に
立
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
社
会
的
調
整
と
い
う
視
点
を
堅
持
す
る
。

三
　

労
働
力
商
品
の
売
買
と
日
本
の
市
民
社
会
論

　

市
場
経
済
と
賃
労
働
の
か
か
わ
り
の
問
題
は
、
実
は
日
本
に
お
い
て

独
自
な
市
民
社
会
論
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
論
点
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
日
本
の
市
民
社
会
論
と
は
主
に
内
田
義
彦
の
そ
れ
を
念
頭
に
お

い
て
い
る
。
明
治
期
に
お
け
る
日
本
の
資
本
主
義
化
以
降
、
日
本
の
社

会
科
学
者
が
直
面
し
た
現
実
と
し
て
、
資
本
主
義
の
進
展
は
そ
の
ま
ま

で
は
労
働
力
商
品
に
対
し
て
価
値
法
則
を
貫
徹
さ
せ
は
し
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
労
働
力
商
品
を
め
ぐ
る
「
市
民
」
的
関
係
の

構
築
は
、
こ
れ
を
市
場
の
論
理
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

認
識
に
つ
な
が
る
。
そ
の
認
識
を
内
田
は
、
大
河
内
一
男
の
社
会
政
策

論
と
の
格
闘
の
な
か
で
、
自
ら
見
解
の
動
揺
を
含
み
つ
つ
も
次
第
に
確

固
た
る
も
の
と
し
て
い
っ
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

市
民
社
会
が
「
一
物
一
価
」
の
価
値
法
則
が
貫
徹
す
る
社
会
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
価
値
ど
お
り
の
交
換
は
当
然
に
労
働
力
商
品
に
も
及

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
力
の
売
買
に
も
市
民
社
会
的
関
係
が
貫

徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
力
商
品
に
価
値
法
則
が
浸
透
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
労
働
力
が
販
売
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
（
労
働
力
が
消

費
さ
れ
た
）
の
ち
に
、
ふ
た
た
び
正
常
に
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
再
生
産
と
は
労
働
者
個
人
の
肉
体
的
・
精
神
的
さ
ら

に
は
社
会
的
・
文
化
的
な
再
生
産
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
世
代
の
継
続

的
再
生
産
を
含
む
。
そ
の
た
め
に
は
、
労
働
力
の
使
用
条
件
に
お
い
て

一
般
商
品
と
は
ち
が
っ
て
特
殊
な
条
件
が
課
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た

賃
金
も
右
の
広
い
意
味
で
の
労
働
力
再
生
産
に
必
要
な
条
件
を
満
た
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
資
本
主
義
の
現
実
は
、
労
働
日
の
過
度
の
延
長
、
労
働
力

に
対
す
る
権
力
的
な
支
配
と
酷
使
、
衛
生
的
・
道
徳
的
に
劣
悪
な
労
働

環
境
、
労
働
力
の
価
値
以
下
へ
の
賃
金
の
切
下
げ
（
低
賃
金
）
な
ど
、

労
働
力
の
正
常
な
再
生
産
を
許
さ
な
い
と
い
う
事
態
の
連
続
で
あ
っ
た

し
、
い
ま
も
そ
う
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
点
、
十
九
世
紀
の
イ
ギ

リ
ス
資
本
主
義
に
即
し
て
は
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
が
如
実
に
描
い
て

い
る
と
お
り
で
あ
り
、
明
治
以
来
の
日
本
資
本
主
義
に
か
か
わ
っ
て
は
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大
河
内
一
男
が
「
原
生
的
労
働
関
係
」
と
し
て
す
る
ど
く
摘
発
し
た
と

こ
ろ
で
あ
っ
た

）
5
（

。
戦
時
中
の
内
田
は
大
河
内
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
の
で

あ
る
が
、
そ
の
大
河
内
は
十
五
年
戦
争
の
さ
な
か
、
「
戦
争
が
社
会
政

策
の
発
展
の
推
進
力
と
な
る
」
と
し
て
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
に
、

こ
う
語
る
。

　

ま
こ
と
に
戦
争
は
経
済
社
会
の
発
展
を
集
約
的
に
遂
行
す
る
。

平
時
の
経
済
社
会
が
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
数
十
年
の
歳
月
と
啓

蒙
運
動
と
を
必
要
と
す
る
社
会
政
策
を
、
戦
争
は
一
挙
に
実
現
す

る
の
で
あ
る
。
戦
時
統
制
の
あ
わ
た
だ
し
い
喧
騒
の
中
に
、
我
々

は
か
え
っ
て
社
会
政
策
の
静
か
な
足
ど
り
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

 

（
「
賃
金
統
制
の
理
論
」
一
九
三
九
年
、
大
河
内
（1969: 401-40

）
6
（2

）
）

　

つ
ま
り
戦
争
経
済
は
、
健
全
か
つ
有
能
な
兵
士
や
労
働
力
を
必
要
と

し
、
ま
た
高
度
な
軍
需
産
業
を
発
展
さ
せ
る
べ
く
日
本
資
本
主
義
は
産

業
構
造
的
に
も
生
産
力
的
に
も
高
度
化
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

う
し
て
戦
争
の
遂
行
は
、
結
果
的
に
、
労
働
力
の
「
保
全
」
「
培
養
」

の
た
め
の
社
会
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
力
商
品
の
売

買
に
価
値
法
則
を
浸
透
さ
せ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
「
原
生
的
労
働

関
係
」
の
解
消
な
く
し
て
資
本
主
義
の
高
度
な
発
展
は
あ
り
え
な
い
が
、

戦
争
経
済
は
こ
の
解
消
を
一
挙
に
遂
行
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
労
働
力
商
品
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
統
制
経
済
が
市
民
社
会

を
も
た
ら
す
と
い
う
、
い
さ
さ
か
逆
説
的
で
問
題
含
み
の
―
―
し
か
し

一
概
に
無
視
で
き
な
い
―
―
「
市
民
的
」
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

戦
後
直
後
の
内
田
義
彦
が
取
り
組
ん
だ
の
は
ま
さ
に
こ
の
問
題
で

あ
っ
た
。
一
九
四
八
年
、
雑
誌
『
潮
流
』
掲
載
の
論
文
「
戦
時
経
済
学

の
矛
盾
的
展
開
と
経
済
理
論
」
で
内
田
は
指
摘
す
る
。

　

社
会
民
主
主
義
的
な
主
張
す
ら
許
さ
れ
な
い
戦
時
中
に
お
い
て
、

戦
争
が
社
会
政
策
を
遂
行
す
る
と
い
う
よ
う
な
主
張
が
、
一
つ
の

―
―
少
な
く
と
も
一
面
の
現
実
性
を
持
ち
、
し
か
も
か
ぎ
ら
れ
た

範
囲
に
せ
よ
一
つ
の
進
歩
性
を
持
ち
得
た
の
は
、
ど
う
い
う
根
拠

が
あ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
〔
…
〕
大
河
内
教
授
は
生
産
力
の
名
に

お
い
て
、
前
期
的

0

0

0

原
生
的
労
働
関
係
の
掃
蕩
と
、
労
働
力
の
軍
隊

的
ま
た
は
前
期
的
く
い
つ
ぶ
し
か
ら
の
労
働
力
の
肉
体
と
し
て
の

保
持
を
、
資
本
主
義
の
高
度
化

0

0

0

そ
の
も
の
が
「
内
在
的
」
に
要
求

す
る
労
働
力
の
「
価
値
通
り
」
の
売
買
に
か
か
わ
ら
し
め
て
要
求

し
、
時
局
に
対
す
る
一
つ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
と
な
し
得
た
。

 

（
内
田1989b: 113, 116 

傍
点
は
原
著
者
）

　

こ
こ
で
内
田
は
、
価
値
法
則
的
社
会
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
大

河
内
の
議
論
を
戦
時
日
本
資
本
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

た
し
か
に
そ
う
評
価
し
う
る
余
地
は
あ
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
事
は

済
む
の
だ
ろ
う
か
。
事
実
、
こ
の
内
田
論
文
は
そ
の
後
「
生
産
力
論
」
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（
生
産
関
係
ぬ
き
の
議
論
）
だ
と
の
批
判
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
内
田

は
一
面
で
批
判
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
「
だ
が
批
判
者
の
批
判
で
問
題

が
つ
く
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
」
（
内

田 1971b: 217; 1989a: 529

）
と
い
う
こ
と
で
、
問
題
の
解
決
を
求
め
て

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
に
沈
潜
し
て
い
く
。
問
題
は
「
市
民
社
会
」
を

ど
う
形
成
し
て
い
く
か
に
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
「
市
民
社
会
」
と
は
何

か
の
問
い
に
連
な
る
。
仮
に
大
河
内
理
論
が
「
市
民
社
会
」
的
主
張
を

含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
市
民
社
会
」
は
す
ぐ
れ
て
「
総
資
本

の
立
場
」
か
ら
の
「
国
策
」
と
し
て
、
「
上
か
ら
」
形
成
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
。
あ
る
い
は
、戦
争
や
統
制
に

も
た
れ
か
か
っ
た
価
値
法
則
論
に
終
わ
っ
て
い
な
い
か
。
お
そ
ら
く
こ

の
問
い
が
、
内
田
の
胸
中
に
突
き
刺
さ
っ
た
棘
を
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

や
が
て
内
田
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
こ
れ
を
問
う
。
た
だ
し
大
河
内

そ
の
も
の
に
即
し
て
で
な
く
、
マ
ル
ク
ス
を
材
料
に
し
て
問
い
返
す
。

―
―
大
河
内
が
戦
時
経
済
の
う
ち
に
み
た
社
会
政
策
（
さ
し
あ
た
り
労

働
力
の
価
値
ど
お
り
の
売
買
）
の
必
然
的
進
展
と
い
う
問
題
は
、
実
は
マ

ル
ク
ス
が
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
う
ち
に
み
た
「
工
場
立
法
」

の
必
然
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
通
底
し
て
い
る
。
『
経
済
学
の
生
誕
』
後

の
内
田
は
『
資
本
論
』
の
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
発
言
す
る

よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
時
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
の
が
こ
の
工
場
立
法

の
問
題
で
あ
る

）
7
（

。
労
働
日
の
短
縮
を
め
ぐ
る
労
働
者
の
闘
争
、
そ
し
て

労
働
日
を
法
律
に
よ
っ
て
規
制
す
る
工
場
立
法
に
関
す
る
『
資
本
論
』

の
記
述
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
内
田
は
こ
れ
を
読
み
解
い
て
、

工
場
立
法
が
「
議
会
に
上
程
さ
れ
て
く
る
必
然
性
」
と
、
「
上
程
さ
れ

た
法
案
が
資
本
家
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
る
必
然
性
」
と
、
こ
の
二

つ
の
必
然
性
に
注
目
す
る
。
「
工
場
立
法
」
の
背
後
に
は
、
程
度
は
と

も
あ
れ
、
労
働
力
へ
の
価
値
法
則
の
浸
透
と
い
う
市
民
社
会
的
要
求
が

存
在
す
る
。
労
働
力
の
原
生
的
食
い
つ
ぶ
し
に
対
し
て
、
工
場
立
法
と

い
う
形
で
労
働
力
の
正
常
な
る
再
生
産
を
保
証
し
よ
う
と
い
う
市
民
的

動
き
は
、
大
工
業
制
度
の
時
代
に
い
わ
ば
「
自
然
史
的
過
程
」
と
し
て

必
然
的
に
登
場
し
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
現
は
ま
ず
は
資
本
家
の

利
害
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
他
方
の
必
然
な
の
で

あ
る
。
こ
う
読
み
込
み
つ
つ
内
田
独
自
の
視
点
が
以
下
の
よ
う
に
開
示

さ
れ
る
。

　

工
場
立
法
の
実
現

0

0

が
、
大
工
業
制
度
の
展
開
と
い
う
物
質
的
土

台
か
ら
自
動
的
に

0

0

0

0

出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
議

会
に
上
程
は
さ
れ
る
が
必
ず
骨
抜
き
に
さ
れ
る
。
そ
こ
で
工
場
立

法
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
闘
争
が
起
こ
る
。
工
場
立
法
は
こ
の
「
長

い
内
乱
の
所
産
」
だ
と
い
う
ま
こ
と
に
意
味
深
い
表
現
を
マ
ル
ク

ス
は
と
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
階
級
闘
争
史
観
と
生
産

力
史
観
を
、
見
事
に
統
一
し
た
彼
の
見
方
が
あ
る
。

 

（
内
田 1971a: 192; 1988a: 165 

傍
点
は
原
著
者
）



社会思想史研究　No. 41　2017

〈特集〉市場経済の思想――市場と資本主義を考える　●　40

　

当
面
の
関
心
に
引
き
つ
け
た
用
語
に
直
せ
ば
、
労
働
力
へ
の
価
値
法

則
の
貫
徹
と
い
う
動
き
は
、
大
工
業
制
度
の
も
と
「
工
場
立
法
」
と
い

う
形
で
自
然
必
然
性
を
も
っ
て
出
て
く
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
自
然

必
然
性
は
「
自
動
的
」
に
は
実
現
し
な
い
。
「
実
現
」
の
た
め
に
は
労

働
者
に
よ
る
「
闘
争
」
「
長
い
内
乱
」
が
絶
対
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

労
働
者
の
側
で
の
意
識
的
か
つ
主
体
的
な
努
力
が
な
け
れ
ば
、
価
値
法

則
は
実
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
「
生
産
力
」
的
必
然
は
「
階
級
闘
争
」

の
媒
介
な
し
に
は
実
現
し
な
い
。
こ
う
内
田
は
み
る

）
8
（

。

　

こ
こ
に
は
、
か
つ
て
「
戦
争
は
社
会
政
策
を
遂
行
す
る
」
と
い
う
大

河
内
理
論
を
評
価
し
た
内
田
は
い
な
い
。
価
値
法
則
は
「
上
か
ら
」
与

え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
し
、
事
実
、
「
個
別
資
本
の
立
場
」
は

も
ち
ろ
ん
、「
総
資
本
の
立
場
」
か
ら
も
簡
単
に
は
与
え
ら
れ
は
し
な
い
。

価
値
法
則
は
ま
た
客
観
性
に
も
た
れ
か
か
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
も
な

い
。
客
観
性
や
生
産
力
的
基
盤
を
背
景
と
し
つ
つ
も
、
下
か
ら
の
主
体

的
な
努
力
や
闘
争
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
労
働
力
商
品
の
問
題
を
契
機
と
し
て
、
内
田
市
民
社
会
論
は
こ
こ

に
「
下
か
ら
」
の
、
そ
し
て
「
主
体
的
」
な
社
会
形
成
と
い
う
方
向
へ

と
視
野
を
深
め
て
い
く
。

　

そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
価
値
法
則
の
貫
徹
の
た
め
に
必
要
な

こ
と
は
「
市
場
経
済
」
に
も
た
れ
か
か
る
の
で
な
く
、
「
社
会
」
の
側

か
ら
の
制
度
化
と
調
整
が
不
可
欠
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
労
働
力
商

品
に
お
け
る
価
値
法
則
は
労
使
間
の
「
闘
争
」
「
内
乱
」
を
通
し
て
こ

そ
実
現
す
る
も
の
だ
、
と
マ
ル
ク
ス
工
場
立
法
論
を
読
み
込
ん
だ
内
田

の
視
点
は
、
労
使
関
係
や
労
働
力
再
生
産
過
程
を
「
市
場
」
に
委
ね
る

の
で
な
く
、
社
会
的
・
政
治
的
に
制
度
化
し
て
い
く
必
要
と
必
然
の
議

論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
内
田
市
民
社
会
論
は
そ
の
意
味
で
、
市
場

調
整
万
能
の
思
想
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
「
資
本
主
義
の
社
会
的

調
整
」
を
語
り
だ
す
も
の
で
あ
っ
た

）
9
（

。

四
　

市
場
原
理
と
社
会
原
理

　

以
上
、
市
場
経
済
の
自
己
調
整
で
な
く
、
そ
の
社
会
的
調
整
と
い
う

見
方
を
開
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
だ
「
社
会
的
調
整
」

な
り
「
社
会
」
な
り
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
検

討
の
た
め
に
も
ま
ず
こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
、
経
済
社
会
認
識
に
お

け
る
「
市
場
原
理
」
（
「
資
本
原
理
」
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）

と
「
社
会
原
理
」
と
い
う
視
角
な
い
し
概
念
で
あ
る

）
10
（

。

　

こ
こ
に
「
市
場
原
理
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
的
に
い
え
ば
G
―
W
―

 G’

（
自
己
増
殖
す
る
価
値
）
の
運
動
世
界
で
あ
り
、
貨
幣
、
金
融
、
利
潤
、

対
外
性
、
世
界
、
変
化
と
い
っ
た
語
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
人
間
活
動
の

世
界
で
あ
る
。
他
方
の
「
社
会
原
理
」
と
は
、
P
…
…
P
（
生
産
資
本

循
環
、
つ
ま
り
人
間
と
自
然
と
の
社
会
的
物
質
代
謝
過
程
）
の
世
界
で
あ
り
、

大
地
、
労
働
、
生
活
、
地
域
、
日
常
性
、
連
帯
、
安
定
の
世
界
で
あ
る
。

　

社
会
＝
歴
史
認
識
の
根
底
に
こ
う
し
た
二
つ
の
原
理
を
読
み
と
る
こ
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と
は
格
別
に
新
鮮
な
こ
と
で
は
な
く
、
用
語
こ
そ
異
な
れ
、
こ
れ
ま
で

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

Polanyi
（2001

）
は
「
経
済
的
自
由
主
義
の
原
理
」
と
「
社
会
防
衛
の

原
理
」
と
の
「
二
重
の
運
動
」
と
し
て
近
代
史
を
捉
え
て
い
た
。

Braudel

（1979
）
が
「
物
質
文
明
・
経
済
・
資
本
主
義
」
を
論
じ
た
と
き
、

「
物
質
文
明
（
お
よ
び
経
済
）
」
は
い
わ
ば
社
会
原
理
の
世
界
を
、
「
資
本

主
義
」
は
市
場
原
理
の
世
界
を
含
意
し
て
い
た
。
開
発
経
済
学
の
分
野

に
眼
を
向
け
る
と
、
「
市
場
経
済
と
慣
習
経
済
」
（
石
川 1990

）
、
「
資
本

主
義
と
基
層
社
会
」
（
原 2000
）
と
い
っ
た
表
現
が
し
ば
し
ば
登
場
す

る
が
、
こ
れ
ら
も
い
わ
ば
市
場
原
理
と
社
会
原
理
の
別
様
の
表
現
で
あ

ろ
う
。
市
場
原
理
と
社
会
原
理
と
い
う
視
角
は
、
た
ん
に
低
開
発
や
歴

史
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
今
日
の
経
済
社
会
を
把
握

す
る
た
め
の
基
軸
概
念
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
市
場
原
理
と
社
会
原
理
は
、
歴
史
を
通
じ
て
「
対
抗
」
と
「
補

完
」
の
関
係
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
両
者
の
対
抗
と
補
完
は
た

ん
に
近
代
史
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
人
類
の
文
明
史
を
通
じ
て
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
代
と
い
う
時
代
は
市
場
原
理
が
圧
倒
的
に
強

力
に
な
っ
た
時
代
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
近
代
を
含
め
て
人
類
史
全

般
を
通
じ
て
、
両
原
理
は
対
抗
し
つ
つ
も
補
完
し
あ
い
、
補
完
し
つ
つ

も
対
抗
し
あ
う
と
い
う
形
で
経
済
社
会
の
駆
動
力
と
な
っ
て
き
た
。
社

会
原
理
は
安
定
を
も
た
ら
す
が
、
し
か
し
同
時
に
停
滞
や
退
嬰
に
陥
り

や
す
い
。
そ
れ
に
満
足
で
き
な
い
の
が
人
間
で
あ
っ
て
、
人
間
は
進
取

と
革
新
を
求
め
て
市
場
原
理
の
世
界
に
身
を
投
じ
る
。
市
場
原
理
に

よ
っ
て
人
間
は
貨
幣
や
外
部
の
世
界
へ
と
開
か
れ
、
社
会
を
変
革
し
て

ゆ
く
。
し
か
し
市
場
原
理
は
多
分
に
暴
走
し
、
社
会
を
不
安
定
に
陥
れ

る
。
人
び
と
は
安
定
の
な
か
に
も
変
化
を
求
め
、
変
化
の
な
か
に
も
安

定
を
求
め
る
。
こ
う
し
て
歴
史
は
、
両
原
理
の
対
抗
と
補
完
の
弁
証
法

の
う
ち
に
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
現
代
の
市
場
経
済
社
会
と
て
そ

の
例
外
で
は
な
い
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
二
点
。
第
一
に
、
市
場
原
理
と

社
会
原
理
は
た
ん
に
「
対
抗
」
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
補

完
」
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
両
原
理
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
欠
け

て
も
人
類
社
会
は
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
―
―
そ
れ

ぞ
れ
の
比
重
の
大
小
は
と
も
か
く
と
し
て
―
―
両
者
は
共
存
し
補
完
し

あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
こ
で
市
場
原
理
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
も
の
、
社
会
原
理
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
は
見
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
。
市
場
原
理
の
う
ち
に
ポ
ジ
（
革
新
性
）
と
ネ
ガ
（
不
安
定
性
）
が

あ
る
の
と
同
様
、
社
会
原
理
の
う
ち
に
も
ポ
ジ
（
安
定
性
）
と
ネ
ガ
（
停

滞
性
）
が
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
い
う
視
角
を
設
定
し
て
み
る
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
重
ね

て
い
う
が
、
近
代
と
は
社
会
原
理
に
対
し
て
市
場
原
理
が
圧
倒
的
に
強

力
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
市
場
原
理
は
自
己
調

整
能
力
を
欠
い
て
暴
走
す
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
市
場
原
理
は

社
会
原
理
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ア
グ
リ
エ
ッ
タ
的
に
い
え
ば
「
資
本
主
義
の
調
整
原
理
は
〔
…
〕
社
会

的
媒
介
の
一
貫
性
の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
「
社
会
的
調
整
」
と
か
「
社
会
」
と
は
具
体
的
に
何
な
の
か
。
「
社
会
」

と
か
「
調
整
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
参
考
に
な
る
の
が
図
2
に
み
る
調
整
諸
原
理
の
分
類
図
で

あ
る
。
こ
れ
は
「
調
整
」
原
理
に
関
す
る
分
類
図
な
の
で
「
市
場
」
と

い
う
一
個
の
調
整
制
度
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
「
企
業
」

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
／
市
民
社
会
」
「
国
家
」
そ
し
て
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
」「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、む
し
ろ
「
社
会
」
な
い
し
「
社
会
的
調
整
」

の
諸
形
態
を
表
わ
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る

）
11
（

。ひ
と
く
ち
に
「
社

会
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
基
軸
と
な
る
制
度
は
こ
の
よ
う
に
多
様
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
「
社
会
」
と
い
っ
て
も
実
は
多
様
な
編
成
形
態
が
あ
る
。

見
方
に
よ
れ
ば
「
市
場
」
す
ら
も
社
会
編
成
の
一
形
態
だ
と
も
言
え
る
。

　

一
般
に
、
い
か
な
る
時
代
の
い
か
な
る
経
済
社
会
も
こ
れ
ら
四
～
六

個
の
社
会
編
成
の
原
理
な
い
し
形
態
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
各
経

済
社
会
は
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
比
重
に
お
い
て
組
み
合
わ
さ
っ
た
複
合

体
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
が
中
心
的
な
い

し
基
軸
的
な
調
整
原
理
と
な
る
か
は
、
国
や
時
代
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
市
場
経
済
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
う
し
た
相
違
は
多
分
に

歴
史
・
伝
統
（
経
路
依
存
性
）
、
文
化
・
地
域
性
、
あ
る
い
は
対
外
関
係

（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
）
な
ど
に
由
来
し
て
い
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

各
経
済
社
会
の
あ
り
方
は
、
こ
の
社
会
原
理
を
支
え
る
基
軸
的
な
制
度

図 2　各種調整原理の分類

出所：Hollingsworth and Boyer (1997), Boyer (2004, 2015)

市　場

水平的

アソシエーション

ネットワーク

垂直的

権力の調整・分配様式

企　業

市民社会

コミュニティ

国　家

利
　
益

義
　
務

行
為
の
動
機
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が
何
で
あ
る
か
に
大
い
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
社
会
編
成
が
企
業
中
心

な
の
か
、
国
家
中
心
な
の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
／
市
民
社
会
中
心
な
の

か
、
そ
れ
と
も
ア
ソ
シ
エ
ー
ソ
ン
中
心
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
し
た

社
会
原
理
が
弱
く
て
市
場
原
理
が
―
―
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
と
し
て

―
―
社
会
編
成
の
基
軸
を
な
す
の
か
。

　

話
を
も
っ
と
具
体
化
し
た
方
が
よ
い
。
さ
し
あ
た
り
主
要
O 

E 

C 

D

諸
国
を
対
象
に
し
て
、
各
国
に
お
け
る
経
済
調
整
に
お
い
て
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
制
度
を
特
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
市
場
経
済

（
資
本
主
義
）
を
類
型
化
し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
以
下
の
四
類
型
が
識
別
さ

れ
る
（Boyer 2004: 

訳118-9

）
。

　

第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
原
理
が
弱
く
市
場
原
理
が
社
会
の
全
面
を

覆
い
つ
く
し
、
市
場
原
理
こ
そ
が
社
会
総
体
を
調
整
す
る
基
軸
的
ロ

ジ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
経
済
社
会
が
あ
る
。
資
本
主
義
類
型
と
し
て
は

「
市
場
主
導
型
」
と
呼
ば
れ
、
ア
メ
リ
カ
を
筆
頭
に
し
て
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
多
く
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
社
会
的
調
整
と
よ
び
う
る
も
の
が

ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
強
力
な
「
国
家
」
が
市
場
ル
ー
ル
の

設
定
者
お
よ
び
監
視
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
や
慈
善
団
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
社
会
的
調
整
も
無
視

で
き
な
い
。

　

第
二
に
、
大
企
業
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
部
で
福
祉
（
社
会
的
連
帯
）

や
労
働
移
動
（
内
部
労
働
市
場
）
が
組
織
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
各
種

大
企
業
が
構
成
す
る
業
界
団
体
が
経
済
的
調
整
の
役
を
担
っ
た
り
す
る

経
済
社
会
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
社
会
的
調
整
が
「
企
業
」
中
心
に
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
企
業
が
社
会
編
成
の
中
心
を
な
す
「
企

業
主
導
型
」
（
メ
ゾ
・
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
型
）
の
資
本
主
義
で
あ
る
。

こ
の
と
き
企
業
は
た
ん
に
株
主
中
心
の
利
潤
追
求
組
織
で
あ
る
以
上
に
、

従
業
員
の
共
同
体
と
し
て
あ
る
種
の
社
会
原
理
を
も
体
現
す
る
こ
と
が

あ
る
。
か
つ
て
の
日
本
企
業
が
そ
の
典
型
で
あ
り
、
韓
国
も
こ
れ
に
近

い
（
た
だ
し
日
本
・
韓
国
と
も
、
現
代
で
は
企
業
が
も
つ
「
社
会
原
理
」
的

側
面
は
相
当
に
弱
体
化
し
て
い
る
）
。

　

第
三
に
、
資
本
主
義
類
型
と
し
て
は
「
国
家
主
導
型
」
と
呼
ば
れ
る

諸
国
が
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
陸
欧
州
諸
国

（
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
に
あ
る
程
度
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
、

マ
ク
ロ
経
済
調
整
の
中
心
が
「
国
家
」
に
あ
り
、
い
わ
ば
国
家
が
「
社

会
」
を
代
表
す
る
形
で
調
整
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
付

言
す
れ
ば
、
南
欧
諸
国
（
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
に
あ
っ

て
も
「
社
会
」
は
し
ば
し
ば
「
国
家
」
に
集
約
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
同
時
に
「
家
族
」
や
「
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
も
ま
た
社
会

的
調
整
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

最
後
に
第
四
の
「
社
会
民
主
主
義
型
」
の
資
本
主
義
類
型
に
あ
っ
て

は
、
「
社
会
」
は
政
労
使
、
と
り
わ
け
労
働
組
合
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

て
い
よ
う
。
政
労
使
と
い
う
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
交
渉
に
よ
っ
て
、

社
会
・
経
済
に
関
す
る
多
く
の
ル
ー
ル
が
決
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
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労
働
組
合
は
い
わ
ば
一
種
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
が
、
そ

の
労
働
組
合
と
直
接
間
接
に
関
連
し
つ
つ
、
あ
る
い
は
そ
の
外
部
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
市
民
社
会
」
組
織
が
発
達
し
て
い
る
点
も
注
目
に
値
し

よ
う
。
こ
れ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
北
欧
諸
国
に
見
ら
れ

る
社
会
的
調
整
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
市
場
経
済
の
社
会
的
調
整
は
現
代
世
界
に
共
通
し
て

み
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
実
相
は
、
社
会
的
調
整
が

弱
く
市
場
的
調
整
の
強
い
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
社
会
的
調
整

と
い
っ
て
も
そ
の
基
軸
が
企
業
か
国
家
か
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
に

よ
っ
て
内
容
が
異
な
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
多
様
な
構
図

を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
市
場
経
済
と
い
っ
て

も
時
代
的
に
も
国
民
的
に
も
実
に
多
様
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
に
市
場
経

済
の
一
般
像
も
、
さ
ら
に
は
あ
る
べ
き
市
場
経
済
の
普
遍
的
一
般
像
も

描
き
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、
市
場
経
済
の
多
様
性
を
確
認
し
、
こ
れ
を
類
型
化
し
て
み
た

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
今
日
の
市
場
経
済
に
関
す
る
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト
を
提
供
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
市
場
経
済
の
歴
史
的
動
態
に

つ
い
て
語
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
市
場
経
済
の
空

間
的
可
変
性
の
議
論
か
ら
そ
の
時
間
的
可
変
性
の
議
論
へ
と
視
野
を
深

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
あ
の
「
市
場
原
理
」
と

「
社
会
原
理
」
の
概
念
が
再
び
有
効
な
認
識
装
置
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
二
百
年
ほ
ど
の
世
界
史
は
、
市
場
原
理
が
強
く
な
る

時
代
（
市
場
暴
走
の
時
代
）
と
社
会
原
理
が
強
く
な
る
時
代
（
市
場
経
済

が
社
会
的
に
調
整
さ
れ
た
時
代
）
と
い
う
形
で
、
歴
史
の
ト
レ
ン
ド
が
転

換
（
交
替
）
し
て
き
た
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
十
九
世
紀
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
「
自
由
競
争
」

の
時
代
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
自
己
調
整
的
市
場
」
の
時
代
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
資
本
や
市
場
の
原
理
が
浸
透
し
、
さ
ら
に
は
暴
走
し
て
、
社

会
や
生
活
の
原
理
が
解
体
さ
れ
た
時
代
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
を
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
「
悪
魔
の
ひ
き
臼
」（satanic m

ill

）
と
表
現
し
た
。
古

典
的
自
由
主
義
は
こ
の
時
代
の
市
場
原
理
を
代
弁
し
た
（Polanyi 2001

）
。

　

こ
れ
に
対
す
る
社
会
の
側
か
ら
の
自
己
防
衛
は
、
こ
れ
ま
た
ポ
ラ
ン

ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
よ
う
や
く
一
九
三
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
。
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
（
米
）
、
計
画
経
済
（
露
）
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
日
独
伊
）
と
形
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
し
、
な
か
に
は
歪
ん
だ
形
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

は
と
も
か
く
も
市
場
の
独
走
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ

た
。
や
が
て
世
界
は
第
二
次
世
界
大
戦
へ
と
突
入
し
た
が
、
戦
後
の
先

進
諸
国
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
は
、
社
会
の
側
か
ら
の
市
場
を
調
整
す

る
よ
う
な
経
済
体
制
（
ケ
イ
ン
ズ
＝

フ
ォ
ー
ド
主
義
）
で
あ
っ
た
。
市
場

経
済
の
社
会
的
調
整
が
そ
れ
な
り
に
成
功
し
、
社
会
原
理
が
優
勢
化
し
、

そ
の
結
果
、
経
済
成
長
と
福
祉
国
家
が
両
立
し
え
た
時
代
を
迎
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
そ
の
フ
ォ
ー

デ
ィ
ズ
ム
は
危
機
に
陥
る
。
そ
れ
を
通
し
て
再
び
市
場
原
理
が
強
力
に

復
活
し
、
社
会
原
理
が
弱
体
化
す
る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
今
日
で
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あ
り
、
折
か
ら
の
I 

C 

T
革
命
を
バ
ッ
ク
に
し
て
金
融
主
導
型
の
経
済

が
全
体
を
リ
ー
ド
し
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
し
た
。
そ
れ
ら

全
体
を
背
後
で
支
え
た
経
済
思
想
が
「
新
自
由
主
義
」
で
あ
る
。
そ
の

新
自
由
主
義
的
な
金
融
主
導
型
経
済
は
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
大
い
に
打
撃
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
今

日
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
成
長
体
制
や
調
整
様
式
が
力
強
く
育
っ
て

い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
現
代
は
そ
の
意
味
で
、
依
然
と
し
て
市
場
原

理
優
位
の
時
代
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
近
現
代
の
歴
史
は
、
市
場
原
理
→
社
会
原
理
→
市
場
原

理
と
い
う
形
で
、
二
つ
の
ト
レ
ン
ド
の
間
を
往
復
し
て
き
た
。
近
現
代

は
こ
の
よ
う
な
ト
レ
ン
ド
転
換
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
市

場
原
理
と
社
会
原
理
と
い
う
概
念
は
、
さ
き
に
み
た
市
場
経
済
の
空
間

的
可
変
性
（
類
型
）
を
認
識
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
生
き
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
時
間
的
可
変
性
（
歴
史
な
い
し
段
階
）
の
認
識
用
具
と
し

て
も
有
効
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
示
唆
す
る
も
の
は
、
抽
象
的
普

遍
的
な
―
―
そ
し
て
ワ
ン
・
ベ
ス
ト
・
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
―
―
市
場
経

済
の
理
想
像
を
求
め
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て

は
、
よ
り
ま
し
な
市
場
経
済
の
姿
を
そ
の
時
間
的
空
間
的
可
変
性
の
な

か
で
探
っ
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注（
1
） 

一
例
と
し
て
書
名
を
挙
げ
れ
ば
、
W
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
『
近
代
資
本
主
義
』

（
原
著
一
九
〇
二
年
）
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫

理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
（
初
出
一
九
〇
四
年
）
、
V
・
I
・
レ
ー
ニ
ン
『
資

本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』
（
原
著
一
九
一
七
年
）
、
J
・

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
（
原
著
一
九
四

二
年
）
、
等
々
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

（
2
） 

も
ち
ろ
ん
こ
の
間
、
「
市
場
経
済
」
の
語
が
ま
っ
た
く
使
わ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
戦
後
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
統
一
後
ド
イ
ツ
の

経
済
モ
デ
ル
は
、
し
ば
し
ば
「
社
会
的
市
場
経
済
」
（social m

arket 
econom

y, soziale M
arktw

irtschaft

）
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
か
つ
て
「
資

本
主
義 

対 

社
会
主
義
」
が
時
代
の
最
大
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た
戦
後
期

に
お
い
て
、
こ
れ
を
特
に
経
済
面
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
「
市
場
経
済 

対 

計

画
経
済
」（m

arket econom
y vs. planned econom

y

）
と
い
う
対
比
で
も
っ

て
、
両
者
の
優
劣
が
大
い
な
る
熱
を
帯
び
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
、
あ
る
い
は
「
社
会
的
」
と
い
う
形
容
詞
つ
き
で
あ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
「
計
画
経
済
」
と
い
う
対
立
項
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
り

の
用
法
で
あ
っ
て
、
「
市
場
経
済
」
は
そ
れ
自
体
単
独
で
自
立
し
た
概
念
と

い
う
位
置
を
占
め
て
は
い
な
か
っ
た
。

（
3
） 

レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
派
は
マ
ル
ク
ス
理
論
に
お
け
る
窮
乏
化
理
論
、
利
潤
率

の
傾
向
的
低
下
論
、
そ
し
て
「
収
奪
者
が
収
奪
さ
れ
る
」
式
の
資
本
主
義
の

歴
史
的
傾
向
論
に
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
資
本
―

賃
労

働
関
係
（
階
級
関
係
）
分
析
や
歴
史
の
動
態
的
変
化
を
重
視
す
る
視
点
か
ら

は
学
ぼ
う
と
す
る
。
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
派
に
対
し
て
は
、
そ
の
政
府
に
よ
る
有

効
需
要
政
策
に
偏
っ
た
政
策
的
提
言
の
狭
さ
を
指
摘
す
る
が
、
し
か
し
ケ
イ

ン
ズ
が
問
題
と
し
た
二
十
世
紀
に
お
け
る
巨
大
株
式
会
社
の
出
現
（
供
給
能

力
の
過
剰
）
や
先
進
国
に
お
け
る
海
外
投
資
の
拡
大
（
国
内
需
要
・
雇
用
の

減
退
）
と
い
っ
た
、
資
本
主
義
の
制
度
的
変
化
の
視
点
は
高
く
評
価
し
て
お

り
、
ま
た
金
融
市
場
の
拡
大
に
よ
る
資
本
主
義
の
不
安
定
化
と
い
う
ケ
イ
ン

ズ
的
見
方
に
も
共
感
を
寄
せ
る
。
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（
4
） 

自
己
調
整
的
市
場
の
思
想
は
新
古
典
派
を
も
っ
て
始
ま
る
の
で
は
も
ち
ろ

ん
な
く
、
十
八
、
十
九
世
紀
以
来
の
経
済
学
に
お
い
て
は
む
し
ろ
主
流
を
な

し
た
思
想
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
す
で
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
見
え
ざ
る

手
」
の
思
想
が
あ
る
意
味
で
は
そ
の
嚆
矢
を
な
し
た
と
も
い
え
る
が
、
決
定

的
に
は
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
経

済
的
自
由
主
義
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
。
「
経
済
的
自
由
主
義
は
、
市

場
シ
ス
テ
ム
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
社
会
の
組
織
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
教

義
は
〔
…
〕
や
が
て
自
己
調
整
的
市
場
に
基
づ
く
人
間
の
世
俗
的
な
救
済
に

対
す
る
紛
れ
な
き
信
念
へ
と
転
じ
た
。
〔
…
〕
つ
ま
り
こ
の
教
義
は
、
よ
う

や
く
一
八
二
〇
年
代
に
な
っ
て
、
労
働
は
み
ず
か
ら
の
価
格
を
市
場
に
お
い

て
見
出
す
べ
き
で
あ
る
、
貨
幣
の
創
出
は
自
動
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ゆ
だ
ね

る
べ
き
で
あ
る
、
財
は
妨
害
や
特
恵
な
し
に
国
家
間
を
自
由
に
移
動
す
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
古
典
派
経
済
学
の
三
つ
の
信
条
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

詰
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
労
働
市
場
、
金
本
位
制
、
そ
し
て
自
由
貿
易
を
主

張
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（Polanyi 2001: 

訳247

）
。
「
経
済
的

自
由
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
若
森
（2015: 84
）
の
次
の
指
摘
も
参
照
。
「
経

済
的
自
由
主
義
は
、
市
場
と
社
会
が
完
全
に
同
じ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し

同
じ
も
の
に
は
な
し
え
な
い
、
と
い
う
社
会
科
学
が
前
提
と
し
て
き
た
岩
盤

を
ひ
っ
く
り
返
す
。
そ
し
て
、
市
場
の
原
理
に
よ
っ
て
社
会
が
調
整
さ
れ
る

領
域
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
由
と
富
、
そ
し
て
平
和
な
ど
人
類
が
望
む

こ
と
が
可
能
な
事
柄
の
最
大
限
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
は
ず
だ
、と
主
張
す
る
」
。

（
5
） 

一
九
三
三
年
の
大
河
内
一
男
論
文
「
労
働
保
護
立
法
の
理
論
に
就
い
て
」

（
大
河
内1969: 179-189

）
を
参
照
せ
よ
。

（
6
） 

ほ
か
に
大
河
内
「
社
会
政
策
と
統
制
経
済
」
一
九
三
八
年
（
大
河
内 

1969: 344-345)

も
参
照
。

（
7
） 

『
資
本
論
の
世
界
』
第
Ⅴ
章
（
内
田 1966, 1988a

）
、
『
日
本
資
本
主
義
の

思
想
像
』
第
五
章
（
内
田 1967, 1988b

）
、『
社
会
認
識
の
歩
み
』
む
す
び
（
内

田 1971, 1988a

）
を
見
よ
。

（
8
） 

内
田
義
彦
に
お
い
て
は
、
価
値
法
則
の
展
開
は
た
ん
な
る
外
的
・
客
観
的

事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
意
識
的
・
主
体
的
な
行
動
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
「
労
働
者
の
側
で
の
行
動
が
な

け
れ
ば
労
働
日
の
短
縮
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
内
田
義
彦
の
通
時

的
理
論
の
な
か
で
は
、
資
本
主
義
社
会
の
な
か
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
人
び
と
が
、
等
価
関
係
の
維
持
の
た
め
に
行
動
す
る
か
ど
う
か
が
、

決
定
的
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
」（
杉
山 2012: 22

）
。
ま
た
田
中
（2013: 

122

）
は
、
「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
概
念
の
貫
徹
に
労
働
日
を
め
ぐ
る
闘
争
と

い
う
運
動
の
契
機
を
重
視
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
マ
ル
ク
ス
学
者
で
あ
っ
た
内
田

義
彦
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
内
田
の
核
心
を
つ
い
て
い
る
。

（
9
） 

内
田
市
民
社
会
論
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
こ
の
労
働
力
商

品
へ
の
価
値
法
則
の
貫
徹
、
つ
ま
り
労
働
力
を
含
む
「
交
換
的
平
等
」
と
し

て
の
市
民
社
会
論
に
終
わ
ら
な
い
。
こ
れ
を
出
発
点
と
し
つ
つ
も
、
内
田
は

「
さ
ま
ざ
ま
な
体
制
を
く
ぐ
り
抜
け
な
が
ら
実
現
し
て
ゆ
く
市
民
社
会
と
い

う
か
た
ち
の
も
の
」
（
内
田 1967: 100; 1988b: 84

）
へ
と
視
線
を
注
ぐ
よ

う
に
な
り
、
そ
こ
で
は
「
人
間
は
、
た
だ
人
間
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
理
由

で
生
き
る
権
利
が
あ
る
」
と
い
う
「
人
間
的
平
等
の
観
念
」
（
内
田 1967: 

348-9; 1988b: 287-8

）
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
。
こ
の
人
間
的
平
等
の

世
界
と
さ
き
の
交
換
的
平
等
の
世
界
は
明
ら
か
に
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
内
田
が
最
終
的
に
到
達
し
た
地
点
は
、
人
間
的
平
等
（
生
存
権
の

絶
対
性
）
を
根
底
に
持
ち
つ
つ
も
そ
れ
と
交
換
的
平
等
（
労
働
・
能
力
の
尊

重
）
と
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
共
存
と
い
う
世
界
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
10
） 

以
下
、
山
田
（2008

）
第
8
章
参
照
。

（
11
） 

「
企
業
」
が
「
社
会
」
な
の
か
「
市
場
」
な
の
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
法
人
擬
制
説
的
な
企
業
＝
財
産
観
的
に
み
れ
ば
よ
り
多
く
「
市
場
」

的
な
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
法
人
実
在
説
＝
共
同
体
観
的
に
み
れ
ば
、
企

業
は
あ
る
種
の
「
社
会
」
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
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ま
ず
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
私
の
以
下
の

論
述
は
基
本
的
に
マ
ル
ク
ス
の
論
に
賛
同
す
る
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

今
日
の
資
本
主
義
は
、
「
認
知
資
本
主
義
」
と
い
う
新
し
い
段
階
に

い
た
っ
た
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
論
者
が
い
る
。
だ
が
こ
の
立
場
は
、

ま
っ
た
く
誤
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
誤
り
の
特
質

か
ら
、
今
日
の
資
本
主
義
を
美
化
し
免
罪
す
る
議
論
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
「
認
知
資
本
主
義
」
論
を
冒
頭
に
置
く
か
と
言
え
ば
、
こ

の
論
に
立
脚
す
る
人
び
と
が
、
山
田
鋭
夫
氏
が
報
告
さ
れ
た
レ
ギ
ュ
ラ

シ
オ
ン
学
派
的
な
「
調
整
＝
制
御
」
と
合
一
化
し
て
い
る
た
め
に
ほ
か

な
ら
な
い

）
1
（

。

　

で
は
、
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
の
軌
跡
を
跡
づ
け
て
み
よ
う
。

「
始
ま
り
」
と
言
え
る
の
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
マ
ラ
ッ
ツ
ィ
に
よ

る
一
九
九
四
年
の
著
書
で
あ
っ
た
。
彼
の
著
作
が
も
つ
『
靴
下
置
き
場
』

と
い
う
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
か
ら
案
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

男
性
は
靴
下
が
つ
ね
に
決
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
と
み
な
す
が
、
女

性
は
そ
う
で
は
な
い
。
女
性
は
靴
下
を
、
彼
女
が
正
し
い
と
思
う

場
所
に
移
す
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
経
済
学
が
行
な
お
う
と
し
て
き

た
こ
と
は
、
量
的
側
面
、
「
靴
下
の
置
き
場
」
、
剰
余
―
―
そ
の
背

後
に
は
労
働
す
る
側
と
［
労
働
へ
の
拘
束
を
］
義
務
づ
け
る
側
と

の
間
の
主
体
の
差
異
の
歴
史
が
ひ
そ
ん
で
い
る
―
―
を
排
除
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
済
学
は
、
形
式
的
同
一
性

0

0

0

0

0

0

を
介
し

〈
特
集
〉
市
場
経
済
の
思
想
―
―
市
場
と
資
本
主
義
を
考
え
る
　

〈
論
文
〉

市
場
の
調
整 （
管
理
） 

可
能
性
と
い
う
不
可
能
性

【「
認
知
資
本
主
義
」 論
の
誤
謬
】

崎
山
政
毅
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て
単
純
化
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
権
力
関
係
と
い
う
政
治
的
「
領

域
」
に
か
か
わ
る
内
的
に
異
な
る
弁
証
法
的
範
疇
に
そ
な
わ
っ
た

矛
盾
を
、
論
理
的
に

0

0

0

0

解
消
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ

）
2
（

。

　

マ
ラ
ッ
ツ
ィ
が
企
図
し
た
の
は
、
従
来
の
経
済
学
を
「
権
力
関
係
」

と
い
う
視
座
か
ら
批
判
し
、
そ
の
上
で
、
「
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ

ム
経
済
」
に
お
い
て
は
言
語
―

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
生
産
労

働
が
重
合
し
て
、
言
語
が
直
接
的
に
生
産
力
に
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
示

そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
「
言
語
機
械
」
な
る

無
規
定
な
用
語
を
導
入
し
た
り
、
「
経
済
学
の
言
語
論
的
展
開
」
な
ど

と
概
念
と
し
て
定
立
で
き
な
い
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
的
用
語
を
語
る

の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
言
語
が
直
接
的
に
生
産
力
に
な
る
」
な
ど
と
い

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
し
か
に
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー

ル
以
降
の
言
語
学
は
、
言
語
の
音
声
的
差
異
が
人
間
の
知
覚
を
構
造
化

す
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
知
覚
が
構
造
化
さ
れ
る
に
し
て
も
、
言
語

が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
物
質
的
な
生
産
力
に
転
化
す
る
は
ず
が
な
い
。

　

だ
が
、
マ
ラ
ッ
ツ
ィ
の
根
を
持
た
な
い
発
想
は
、
情
報
通
信
技
術
の

大
き
な
展
開
に
よ
っ
て
見
込
み
生
産
に
因
る
時
間
差
か
ら
発
生
し
て
い

た
在
庫
循
環
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
「
ニ
ュ
ー
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
」
論
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
の
『
資
本
と
言
語
』
に
お

い
て
強
化
さ
れ
た

）
3
（

。
一
九
九
九
―
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る

I 

T
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
っ
て
、
「
ニ
ュ
ー
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
論
は
誤
り

で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
興
経
済
圏
の
危

機
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
好
況
感
が
つ
づ
い
た
こ
と
も
あ
り
、

両
者
が
混
同
さ
れ
た
ま
ま
（
あ
る
い
は
意
識
的
に
混
同
し
た
ま
ま
）
、
「
言

語
＝
生
産
力
」
す
な
わ
ち
「
認
知
」
が
資
本
主
義
に
と
っ
て
重
要
だ
と

す
る
議
論
が
生
き
延
び
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
の
結
果
が
「
認

知
資
本
主
義
」
論
に
凝
集
し
、
さ
ら
に
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
と
合
流
し
た

の
は
、
あ
る
意
味
で
必
然
で
あ
っ
た
。
「
認
知
」
が
情
報
伝
達
技
術
に

お
け
る
「
調
整
」
や
「
制
御
」
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

「
認
知
資
本
主
義
」
論
の
主
唱
者
の
ひ
と
り
、ヤ
ン
・
ム
ー
リ
エ
＝

ブ
ー

タ
ン
は
、『
認
知
資
本
主
義
―
―
新
た
な
大
転
換
』（
二
〇
〇
七
年
）
で
、「
認

知
資
本
主
義
」
に
は
一
五
の
指
標
が
あ
る
と
し
た

）
4
（

。
だ
が
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
可
算
性
の
閉
域
中
に
措
か
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

ビ
ッ
グ
・
デ
ー
タ
で
あ
ろ
う
と
ク
ラ
ウ
ド
・
ソ
ー
シ
ン
グ
で
あ
ろ
う
と
、

産
業
資
本
主
義
の
「
後
」
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」

を
精
確
か
つ
理
論
的
に
解
明
し
て
い
る
訳
で
は
ま
っ
た
く
な
い

）
5
（

。

　

こ
う
し
た
「
認
知
資
本
主
義
」
論
を
一
言
で
特
徴
づ
け
る
と
す
れ
ば
、

主
体
性
論
的
「
構
造
改
革
」
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
マ
ル

ク
ス
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
を
積
極
的
に
誤
読
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

主
体
性
論
が
、
ア

ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
の
理
論
を
積
極
的
に
誤
読
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

「
構
造
改
革
」

論
に
癒
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。だ
が
「
認

知
資
本
主
義
」
論
は
、
最
新
の
も
の
と
は
言
え
、
あ
く
ま
で

0

0

0

0

「
構
造
改

0

0

0

革0

」
論
の
一
つ

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
構
造
改
革
」
論
に
必
然
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的
に
も
と
め
ら
れ
る
要
請
に
従
っ
て
、
資
本
の
開
化
的
側
面
を
実
体
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
支
配
す

る
社
会
に
あ
っ
て
も
、
資
本
の
開
化
的
側
面
が
現
実
に
実
体
的
に
存
在

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
「
陣
地
」
と
し
て

確
保
し
次
第
に
拡
大
し
て
い
く
「
陣
地
戦
」
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
で
は
「
認
知
資
本
主
義
」
論
に
お
け
る
「
陣
地
」
は
ど
こ
に
存

在
す
る
か
？   

そ
れ
は
、
「
一
般
的
知
性
」
な
る
形
で
個
々
の
労
働
者

の
頭
脳
に
あ
る
、と
さ
れ
る
。
「
認
知
資
本
主
義
」
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、

「
陣
地
」
は
個
々
の
労
働
者
の
脳
の
な
か
に
縮
退
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
の
結
果
、
個
々
の
労
働
者
の
労
働
能
力
の
質
に
眼
が
向
け
ら
れ
重
要

視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
主
体
性
論
と
の
癒
着
が
果
た
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
〈
物
質
的
労
働
―

非
物
質
的
労
働
〉
な
る
奇
妙
な
非0

概
念
対
が

発
明
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
た
ん
に
甘
っ
た
る
い
夢
想
に

耽
る
「
ふ
や
け
た
資
本
主
義
論
」と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る
。
だ
が
、「
認

知
資
本
主
義
」
論
に
は
、
決
定
的
な
欠
陥
が
二
つ
存
在
す
る
。
そ
し
て

そ
の
二
つ
の
欠
陥
か
ら
、
今
日
の
資
本
主
義
に
対
す
る
美
化
と
免
罪
と

が
生
ま
れ
る
。
資
本
主
義
批
判
に
背
を
向
け
、
E 

U
の
経
済
顧
問
団
と

な
っ
た
「
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派
」
と
、
「
認
知
資
本
主
義
」
論
が
共

通
の
認
識
を
も
つ
の
も
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

二
つ
の
決
定
的
な
欠
陥
と
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　

①
架
空
資
本
概
念
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。

　

② 

資
本
主
義
の
独
占
段
階
で
あ
る
帝
国
主
義
に
関
す
る
議
論
が
完
全

に
欠
落
し
て
い
る
。

　

今
日
の
資
本
主
義
を
捉
え
る
際
に
要
と
な
る
架
空
資
本
概
念
が
完
全

に
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
厖
大
な
架
空
資
本
の
運
動
が
全
世
界
の
生
産

と
労
働
の
分
配
を
規
定
し
て
い
る
現
実
、
お
よ
び
そ
の
運
動
の
結
果
と

し
て
、
〈
生
産
―

労
働
〉
・
〈
人
間
―

人
間
社
会
〉
を
否
定
し
て
い
こ
う
と

す
る
傾
向
性
と
を
、「
認
知
資
本
主
義
」
論
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
今
日
の
資
本
主
義
が
、
類
と
し
て
の
人
間
の
存
在
自
体
に
根

源
的
な
敵
対
し
て
い
る
現
実
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
「
認
知
資
本
主
義
」
論
は
、
資
本
主
義

批
判
の
今
日
的
「
陣
地
」
と
し
て
の
個
々
の
労
働
者
の
〈
頭
脳
―

一
般

的
知
性
〉
な
る
も
の
を
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
の
資
本
主
義

の
開
化
的
側
面
を
美
化
し
、
人
間
存
在
自
体
へ
の
敵
対
性
を
隠
蔽
す
る

に
い
た
る
。

　

「
一
般
的
知
性
」
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
の
お0

か
げ

0

0

で
「
一
般
的
知
性
」
と
い
う
概
念
が
、
何
の
根
拠
も
な
く
ま
か
り

と
お
っ
て
い
る
。
だ
が
、
ネ
グ
リ
が
こ
の
概
念
を
引
い
て
き
た
元
で
あ

る
『
経
済
学
批
判
要
綱
』で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
ノ
ー

ト
Ⅶ 
固
定
資
本
と
社
会
の
生
産
諸
力
の
発
展
」
に
お
け
る
叙
述
で
あ
る
。

自
然
は
機
械
を
作
ら
ず
、
機
関
車
・
鉄
道
・
電
信
・
ミ
ュ
ー
ル
自

動
紡
績
機
な
ど
作
り
は
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
産
業
の
生
み
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出
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
然
素
材
が
、
自
然
を
支
配
す
る
人
間
の

意
志
の
器
官
に
、
あ
る
い
は
自
然
の
中
に
あ
る
人
間
の
意
志
の
実

証
の
器
官
に
転
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
手
で

0

0

0

0

0

創
造
さ
れ
た

0

0

0

0

0

、
人
間
の
頭
脳
の
器
官

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
対
象
化
さ
れ
た

知
力
な
の
で
あ
る
。
固
定
資
本
の
発
展
は
、
い
か
な
る
程
度
ま
で
、

一
般
的
社
会
的
知
能
す
な
わ
ち
知
識
が
、
直
接
的
な
生
産
力

0

0

0

0

0

0

0

に

な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
い
か
な
る
程
度
ま
で
社

会
的
生
活
過
程
の
諸
条
件
そ
れ
自
体
が
、
一
般
的
知
性general 

intellect

の
制
御
下
に
入
り
、
こ
の
知
性
に
も
と
づ
い
て
改
造
さ

れ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る

）
6
（

。

　

こ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
に
お
い
て
、
〈
固
定

資
本
―

流
動
資
本
〉
な
る
概
念
対
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

と
く
に
、
固
定
資
本
の
概
念
に
関
し
て
こ
の
「
一
般
的
知
性
」
と
い
う

も
の
が
、
「
一
般
的
社
会
的
知
識
」
、
「
一
般
的
社
会
的
労
働
」
、
「
一
般

的
科
学
的
労
働
」
、
「
社
会
的
頭
脳
の
一
般
的
生
産
諸
力
で
あ
る
知
識
と

熟
練
の
蓄
積
」
な
ど
と
と
も
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
核
心

は
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
す
べ
て
固
定
資
本
の
概
念
内
容
を
示
す
も
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
の
一
様
態
た
る
固
定
資
本
が
論
題

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

「
一
般
的
知
性
」
と
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
下
で
は
、
あ
く

ま
で
固
定
資
本
に
現
わ
れ
る
、
類
と
し
て
の
人
間
の
社
会
的
な
力
能
総

体
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た

ち
は
、
資
本
の
一
様
態
た
る
固
定
資
本
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
議
論
を
、

機
械
に
関
す
る
議
論
だ
と
捉
え
る
。
資
本
の
生
産
過
程
で
は
な
く
、
た

ん
な
る
労
働
過
程
の
問
題
だ
と
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
上
で
「
認

知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、
「
一
般
的
知
性
」
を
労
働
手
段
た
る
機

械
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
個
々
の
労
働
者
の
方
に
、
そ
の
頭
脳
の
方

に
見
る
の
で
あ
る
。
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、
〈
商
品
―

貨
幣

―

資
本
〉
の
運
動
を
捉
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
あ
く
ま
で
価
値
の
系
を
軸

に
対
象
を
捉
え
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
議
論
を
使
用
価
値
の
系
に
移
し

て
し
ま
う
。
資
本
の
生
産
過
程
―

資
本
の
生
産
手
段
で
は
な
く
、
労
働

過
程
―

労
働
手
段
・
労
働
対
象
を
問
題
に
し
、
労
働
過
程
に
お
け
る
生

き
た
労
働
、
つ
ま
り
具
体
的
有
用
労
働
を
問
題
に
す
る
。
資
本
主
義
へ

の
批
判
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
展
段
階
を
、
①
資
本
の
下
へ

の
労
働
の
形
式
的
包
摂
段
階
、
②
資
本
の
下
へ
の
労
働
の
実
質
的
包
摂

段
階
（
産
業
資
本
主
義
段
階
―

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
段
階
）
、
③
「
認
知
資
本

主
義
」
段
階
、
と
し
、
そ
れ
を
労
働
者
の
側
か
ら
捉
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
一
般
的
知
性
」
な
る
も
の
が
、
個
々
の
労
働
者
の
側
に
現

実
に
在
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

現
存
す
る
帝
国
主
義
に
よ
る
支
配
の
残
虐
性
と
狡
猾
さ
と
を
無
視
し

て
、
「
一
般
的
知
性
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

主
義
的
な
無
神
経
さ
と
傲
慢
さ
に
は
、
あ
き
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
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ろ
が
、
ネ
グ
リ
ら
が
そ
れ
を
「
生
き
た
労
働
」
の
問
題
に
す
り
か
え
る

や
、
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
「
一
般
的
知
性
」

の
下
で
の
制
御
の
核
心
は
固
定
資
本
す
な
わ
ち
機
械
制
に
あ
る
の
で
あ

り
、
上
記
の
引
用
を
含
む
叙
述
に
は
、
次
の
よ
う
な
前
提
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
。

労
働
の
生
産
力
の
増
大
と
必
要
労
働
の
最
大
限
の
否
定
と
が
、
資

本
の
必
然
的
傾
向
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
の
実
現
が
労
働
手
段
の
機
械
装
置
へ
の
転
化
な
の
で
あ

る
。
機
械
装
置
で
は
、
対
象
化
さ
れ
た
労
働
が
、
素
材
的
に
、
支

配
す
る
力
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
、
自
己
の
下
へ
の
生
き
た
労
働

の
能
動
的
な
包
摂
―
―
生
き
た
労
働
の
取
得
に
よ
る
ば
か
り
で
な

く
、
実
質
的
な
生
産
諸
過
程
そ
れ
自
体
に
お
け
る
包
摂
―
―
と
し

て
、
生
き
た
労
働
に
対
抗
す
る
の
で
あ
る

）
7
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
最
終
部
に
補
遺
と
し
て
、
次
の
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

格
別
の
明
敏
さ
が
な
く
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
機
械

は
、
た
と
え
ば
農
奴
制
の
解
体
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
自
由
な
労
働

つ
ま
り
賃
労
働
を
出
発
点
と
し
て
、
生
き
た
労
働
に
対
立
し
て
、

生
き
た
労
働
に
対
し
て
疎
遠
な
所
有
で
あ
る
と
と
も
に
敵
対
的
な

力
と
し
て
、
対
立
的
に
の
み
発
生

0

0

し
う
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
機
械
は
生
き
た
労
働
に
対
し
て
、
資
本
と
し
て
対
立
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
同
様
に
見
抜
く
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
機
械
は
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
連
合
し
た
労
働
者
の
所

有
に
な
っ
て
も
、
社
会
的
生
産
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
当
事
者
で
あ

る
こ
と
を
や
め
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
場

合
に
は
、
し
か
し
、
機
械
の
分
配
、
つ
ま
り
そ
れ
が
労
働
者
に
属0

し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
、
同
様
に
、
賃
労
働
に
も
と
づ
く
生

産
様
式
の
条
件
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ

こ
で
の
変
化
し
た
分
配
は
、
歴
史
過
程
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立

す
る
、
変
化
し
た

0

0

0

0

生
産
の
新
た
な
基
盤
か
ら
生
じ
る
こ
と
と
な
る

だ
ろ
う

）
8
（

。

　

こ
こ
で
は
、
機
械
と
い
う
生
産
手
段
が
、
資
本
主
義
社
会
と
低
い
度

合
い
の
共
産
主
義
社
会
に
お
い
て
占
め
る
位
置
と
意
義
と
が
、
対
比
さ

れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
後
者
の
社
会
に
つ
い
て
は
、
「
そ
れ
が
た
と

え
ば
…
…
な
っ
て
も
」
「
…
…
と
す
れ
ば
、
…
…
歴
史
過
程
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
成
立
す
る
…
…
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
条
件
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
一
般
的
知
性
」

は
、
資
本
主
義
を
根
底
か
ら
廃
絶
す
る
変
革
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ

の
全
面
開
花
を
遂
げ
る
準
備
を
整
え
る
。
い
か
に
機
械
制
が
―
―
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
の
よ
う
に
―
―
展
開
し
て
も
、
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資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
支
配
と
拘
束
の
下
に
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は

労
働
者
か
ら
疎
遠
な
所
有
下
で
「
生
き
た
労
働
」
に
敵
対
す
る
の
で
あ

る
。

　

さ
て
、
再
度
「
認
知
資
本
主
義
」
論
批
判
に
筋
を
戻
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
「
認
知
資
本
主
義
」
論
は
、
架
空
資
本
の
運
動
が
、
〈
い
ま
・

こ
こ
〉
の
徹
底
し
た
収
奪
と
廃
棄
と
を
つ
う
じ
て
〈
未
来
〉
を
幾
重
に

も
食
い
物
に
し
て
い
る
現
実
を
と
ら
え
な
い
。
そ
の
代
替
物
と
し
て
、

「
レ
ン
ト
」
論
な
る
、
ま
っ
た
く
非
現
実
的
で
無
概
念
的
な
物
言
い
を

持
ち
出
し
、
こ
の
悲
惨
極
ま
り
な
い
現
実
を
隠
蔽
す
る

）
9
（

。

　

「
レ
ン
ト
」
論
の
代
表
例
と
し
て
、
カ
ル
ロ
・
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
ー

ネ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見
て
み
よ
う
。
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
ー
ネ
は
、
そ

の
論
考
「
価
値
法
則
の
危
機
と
利
潤
の
レ
ン
ト
化
―
―
認
知
資
本
主
義

の
シ
ス
テ
ム
危
機
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
で
、
「
価
値
法
則
の
危
機

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
言
葉
で
理
解
す
べ
き
こ
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

？
」
と

自
問
し
自
答
す
る

）
10
（

。
そ
れ
は
①
資
本
主
義
が
生
産
を
合
理
化
す
る
基
準

と
し
て
の
価
値
法
則
が
枯
渇
し
た
こ
と
、
②
商
品
の
も
つ
論
理
を
主
要

な
基
準
と
し
て
用
い
な
が
ら
も
、
使
用
価
値
生
産
と
使
用
価
値
へ
の
欲

求
と
の
実
現
を
累
進
的
に
発
展
さ
せ
る
社
会
的
関
係
と
み
な
さ
れ
て
い

た
価
値
法
則
が
枯
渇
し
た
こ
と
―
―
こ
れ
が
「
価
値
法
則
の
危
機
」
と

い
う
の
で
あ
る

）
11
（

。
こ
の
「
危
機
」
に
「
曖
昧
さ
を
残
さ
な
い
た
め

）
12
（

」
、
ヴ
ェ

ル
チ
ェ
ッ
ロ
ー
ネ
は
急
い
で
論
を
付
け
足
す
。

こ
の
こ
と
は
、
労
働
が
今
や
価
値
お
よ
び
剰
余
価
値
を
生
み
出
す

本
質
つ
ま
り
源
泉
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
の
意
味
と
は
、
価
値
・
剰
余
価
値
法
則
と
搾
取
法

則
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
―
―
そ
の
正
否
は
措
く
と
し
て
―
―

資
本
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
進
歩
的
機
能
を
失
っ
た

抜
け
殻
と
し
て
生
き
延
び
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う

進
歩
的
機
能
と
は
、
労
働
を
組
織
化
し
、
生
産
諸
力
を
発
展
さ
せ

る
際
に
、
稀
少
性
と
闘
い
、
「
必
然
の
王
国
か
ら
自
由
の
王
国
へ
」

の
移
行
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
資
本
が
果
た
す
積

極
的
か
つ
創
造
的
な
役
割
の
こ
と
で
あ
る
。
／
こ
の
こ
と
は
同
時

に
、
資
本
―

労
働
関
係
の
敵
対
性
が
、
知
識
に
も
と
づ
く
諸
基
盤

上
で
経
済
を
支
え
る
共

コ
モ
ン

の
諸
制
度
、
お
よ
び
、
レ
ン
ト
の
形
態
の

下
で
自
ら
を
展
開
す
る
認
知
資
本
主
義
に
お
け
る
収
奪
の
論
理
と

し
て
、
徐
々
に
現
れ
出
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。

こ
の
際
の
レ
ン
ト
は
金
融
の
諸
表
現
の
ひ
と
つ
だ
が
、
架
空
諸
商

品
を
架
空
資
本
に
転
化
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
ら
の
表
現

を
綜
合
す
る
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
一
表
現
に
す
ぎ
な
い

）
13
（

。

　

「
剰
余
価
値
法
則
」
と
い
う
語
は
、
『
資
本
論
』
初
版
か
ら
現
行
版
全

三
部
ま
で
を
つ
う
じ
て
、
た
だ
一
箇
所
「
剰
余
価
値
率
」
の
脚
注
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

）
14
（

。
「
搾
取
法
則
」
な
る
概
念
は
、『
資
本
論
』

に
お
い
て
は
ど
の
版
で
も
、
一
度
た
り
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
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た
、
レ
ン
ト
は
『
資
本
論
』
現
行
版
に
あ
っ
て
は
地
代
に
の
み
用
い
ら

れ
、
一
八
六
三
―
一
八
六
七
年
草
稿
で
も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
（
は
っ

き
り
と
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
行
版
第
三
部
第
七
篇
第
48
章
「
三

位
一
体
的
定
式
」
の
冒
頭
で
あ
る
）
。

　

そ
し
て
思
想
史
的
文
脈
を
完
全
に
無
視
し
た
空
理
に
、
制
御
―

調
整

可
能
な
も
の
と
想
定
さ
れ
る
〈
共

コ
モ
ン

〉
の
潜
在
的
可
能
性
を
読
み
取
ろ
う

と
す
る
論
が
重
ね
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
帝
国
主
義
論
の

完
全
な
欠
落
の
問
題
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
、

定
式
化
さ
れ
た
帝
国
主
義
論
を
、「
認
知
資
本
主
義
」
論
は
完
全
に
無
視
・

否
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
日
な
お
、
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
帝

国
主
義
の
支
配
・
収
奪
・
抑
圧
を
捉
え
ず
、
結
果
と
し
て
そ
の
現
実
を

隠
蔽
す
る
。
こ
の
点
で
言
え
ば
、
「
認
知
資
本
主
義
」
論
は
、
度
し
難

い
西
欧
（
欧
米
日
の
帝
国
主
義
）
中
心
主
義
の
議
論
で
あ
る
。

　

さ
て
、
「
レ
ン
ト
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
お
こ
う
。

　

「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、
「
利
潤
の
レ
ン
ト
化
」
な
る
事
態

に
つ
い
て
語
る
。
こ
れ
は
、
〈
利
子
生
み
資
本
―

架
空
資
本
〉
概
念
が

完
全
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

）
15
（

。

　

利
子
生
み
資
本
の
概
念
は
、
「
G
―

　G′
」
と
い
う
無
概
念
的
定
式
に

よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
架
空
資
本
で
は
こ
れ
が
さ
ら
に
「
発
展
」
し
、

何
も
な
い
〈
無
〉
か
ら
突
如

　G′
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
運
動
こ
そ
が
、
今

日
、
全
世
界
を
覆
っ
て
お
り
、
現
実
の
生
産
と
労
働
の
分
配
を
規
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、
こ
の
現
実
に

右
往
左
往
し
途
方
に
く
れ
て
、
「
レ
ン
ト
」
に
し
が
み
つ
く
の
だ
。
認

知
資
本
主
義
論
者
た
ち
の
「
レ
ン
ト
論
」
は
、
架
空
資
本
が
全
世
界
を

席
巻
し
て
い
る
現
実
を
ま
っ
た
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
そ
の
現
実
を
「
生
経
済
」
と
い
っ
た
新
語
の
多
用
に
よ
っ

て
精
確
な
批
判
的
解
明
か
ら
遠
ざ
け
る
。

　

こ
こ
で
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
「
生
政
治
」
を
語
源
と
し
た
没0

概
念
的
用
語

0

0

0

0

0

「
生
経
済
」
に
う
つ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
の
一
九
七
八
―
一
九
七
九
年
度
講
義
「
生
政
治
の
誕
生
」
に

お
い
て
、
数
回
マ
ル
ク
ス
に
触
れ
て
い
る
。
彼
の
言
を
見
て
お
こ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
あ
る
い
は
論
理

そ
の
も
の
を
［
労
働
者
の
賃
労
働
の
中
に
］
見
る
わ
け
で
す
が
、
そ

の
論
理
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
？   

そ
れ
は

〔
…
〕
そ
の
よ
う
な
労
働
が
「
抽
象
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
労
働
は
、
具
体
的
労
働
が
労
働
力
に
変
形
さ

れ
、
時
間
に
よ
っ
て
測
ら
れ
、
市
場
に
置
か
れ
て
賃
金
と
し
て
支

払
い
を
受
け
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
具
体
的
な

労
働
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
人
間
的
現
実
の

総
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
質
的
可
変
項
の
す
べ
て
か
ら
切
断

さ
れ
た
労
働
で
す
。
〔
…
〕
資
本
主
義
は
労
働
を
商
品
と
し
、
生

産
さ
れ
た
価
値
の
諸
効
果
し
か
考
慮
に
入
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
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で
す
。
／
と
こ
ろ
で
〔
…
〕
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
「
捨

象
（
抽
象
化
）
」
の
原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
資
本
主

義
で
す
。
資
本
の
論
理
、
そ
の
歴
史
的
現
実
が
、
労
働
を
「
捨
象
」

す
る
原
因
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

 

（
一
九
七
九
年
三
月
十
四
日
講
義

）
16
（

）

　

フ
ー
コ
ー
は
き
わ
め
て
誠
実
か
つ
慎
重
に
マ
ル
ク
ス
に
向
き
合
っ
て

お
り
、
彼
の
議
論
の
ア
リ
ー
ナ
は
「
社
会
」
で
あ
る
。
「
生
政
治
」
に

つ
い
て
は
、
彼
自
身
が
提
起
す
る
概
念
で
あ
る
ゆ
え
に
、
な
お
さ
ら
慎

重
で
あ
る
。
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
の
細
心
さ
と
精
確
さ
を
ど
こ
か
に
取
り

去
っ
て
し
ま
え
ば
、
問
題
は
じ
つ
に
容
易
く
可
変
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
「
生
権
力
」
が
そ
の
好
例
と
言
え
る

）
17
（

。
「
生
経
済
」
に
い
た
っ

て
は
、
内
容
規
定
さ
え
見
ら
れ
な
い
。
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、

「
生
き
た
労
働
」
を
「
生
経
済
」
の
基
礎
と
で
も
考
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
と
こ
ろ
で
「
生
経
済
」
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
六
日
に
同

志
社
大
学
で
A
・
フ
マ
ガ
ッ
リ
が
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
・
日
本

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
創
設
を
記
念
し
て
行
な
っ
た
報
告
に
よ
れ
ば
、「
認

知

資

本

主

義

」

と

一

体

化

す

る

こ

と

で
「

生

資

本

主

義

Biocapitalism

」
と
な
る
、
と
い
う

）
18
（

。

　

さ
ら
に
、
〈
共

コ
モ
ン

〉
な
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

　

「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、
「
一
般
的
知
性
」
の
誤
読
に
結
び

付
け
て
〈
共

コ
モ
ン

〉
な
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
『
経
済

学
批
判
要
綱
』
の
誤
読
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
労
働
の

社
会
的
生
産
力
の
発
展
、
と
り
わ
け
結
合
労
働
の
生
産
力
の
発
展
に

よ
っ
て
、
価
値
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
資
本
主
義
的
富
と
現
実

の
富
と
の
差
が
厖
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
労
働
の
社
会
的

生
産
力
、
そ
こ
に
お
い
て
ま
す
ま
す
意
義
を
増
大
さ
せ
る
結
合
労
働
の

生
産
力
は
、
あ
く
ま
で
〈
使
用
価
値
〉
の
系
に
属
す
る
の
で
、
け
っ
し

て
価
値
と
そ
の
大
き
さ
に
は
反
映
し
な
い
。
価
値
の
大
き
さ
は
あ
く
ま

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
個
々
の
労
働
者
の
社
会
的
必
要
労
働
時
間
の
単
純
な
算
術
和
で
測
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

れ
る

0

0

。
し
か
し
結
合
労
働
の
生
産
力
が
生
み
出
す
結
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
算
術
和
で

は
な
く
、
そ
う
し
た
価
値
の
大
き
さ
と
は
ま
っ
た
く
独
立
し
て
増
大
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。
こ
う
し
て
、
資
本
主
義
的
富
の
大
き
さ
と
、
現
実
的
な
富
の
大
き

さ
と
の
乖
離
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
そ
こ
に
、
資
本

主
義
的
生
産
様
式
を
止
揚
す
る
条
件
を
捉
え
た
。
し
か
し
、
資
本
主
義

的
生
産
様
式
が
支
配
す
る
社
会
に
あ
っ
て
は
、
労
働
の
社
会
的
生
産
力

の
一
切
、
結
合
労
働
の
生
産
力
の
一
切
は
、
資
本
の
力
と
し
て
現
わ
れ

る
。
社
会
的
富
を
生
み
出
す
力
は
、
個
々
の
労
働
者
の
力
と
し
て
、
決

し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
冷
厳
な
現
実
を
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
捉
え
な
い
。

む
し
ろ
か
の
富
の
乖
離
に
、
〈
共

コ
モ
ン

〉
な
る
も
の
を
「
発
見
」
す
る
の
だ
。

主
体
性
論
的
「
構
造
改
革
」
論
者
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、E 

U
に
お
け
る
架
空
資
本
の
「
ガ
ヴ
ァ

ナ
ン
ス
」
や
「
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
」
な
ど
と
い
う
夢
に
耽
り
、「
ベ
ー
シ
ッ
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ク
・
イ
ン
カ
ム
」
を
は
じ
め
と
し
た
貨
幣
の
道
具
的
操
作
に
過
大
な
思

い
入
れ
を
す
る
は
め
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　

「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
は
、
「
一
般
的
知
性
」
や
「
非
物
質
的

労
働
」
や
「
共

コ
モ
ン

」
と
い
っ
た
、
彼
ら
の
主
観
で
は
「
資
本
主
義
を
超
え

る
こ
と
ど
も
」
を
、
個
々
の
労
働
者
の
在
り
様
に
「
発
見
」
し
た
つ
も

り
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
」
運

動
を
生
み
出
す
程
度
の
底
の
浅
い
「
夢
」で
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、「
ベ
ー

シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
」
を
使
い
こ
な
す
た
め
の
「
生
き
抜
く
技
法
」
の

徹
底
し
た
取
得
が
、
窮
乏
に
あ
え
い
で
い
る
者
た
ち
に
こ
そ
必
要
な
の

だ
と
、
想
像
さ
え
し
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
認
知
資
本
主
義
」
論
は
、
現
実
に
は
、
厖
大
な
架

空
資
本
の
運
動
が
全
世
界
を
徘
徊
し
て
、
〈
生
産
―

労
働
〉
・
〈
人
間
―

人

間
社
会
〉
を
不
要
の
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い
く
現
実
を
背
景
に
し
な

け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
。

　

最
後
に
イ
ス
ラ
ー
ム
金
融
に
つ
い
て
の
短
評
を
付
け
加
え
て
お
き
た

い
。
フ
ー
コ
ー
は
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
に
注
目
し
た
が
、
そ
の

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
は
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
市
場
に
お
い
て
実
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
西
洋
型
金
融
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
金

融
は
ま
さ
し
く
「
ク
ラ
ウ
ド
」
的
な
無
数
の
金
融
取
引
（
破
戒
が
ゆ
る

さ
れ
ぬ
「
シ
ャ
リ
ー
ア
」
に
適
格
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
条
件
だ
が
）
と
し
て

運
動
し
て
お
り
、
相
互
に
補
完
し
合
っ
て
い
る
。
す
で
に
無
視
し
え
ぬ

一
大
勢
力
と
な
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
金
融
を
無
視
し
た
「
市
場
経
済
」

は
、
今
後
ま
す
ま
す
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う

）
19
（

。

注（
1
） 

た
と
え
ば
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
グ
リ
エ
ッ
タ
と
ア
ン
ド
レ
・
オ
ル
レ
ア
ン
の
言

い
分
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
彼
ら
は
、
「
債
権
者
の
権
力
と
力
能
は
〔
…
〕

貨
幣
を
負
債
に
変
え
、
負
債
を
所
有
に
変
え
、
そ
う
す
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ

の
社
会
を
構
造
化
す
る
社
会
的
諸
関
係
に
直
接
働
き
か
け
る
能
力
を
も
と
に

測
定
さ
れ
る
」
（Aglietta, M

ichel et Aandré O
rléan, La m

onnaie entre 

violence et confi ance, Paris, O
dile Jacob, 2002, p. 182.

）
と
述
べ
る
。
だ
が
、

貨
幣
→
負
債
→
所
有
と
い
う
よ
う
な
移
行
は
存
在
し
な
い
。
架
空
資
本
に

よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
労
働
者
は
そ
の
賃
金
を
「
利
子
」
に
変
換
さ
れ
、「
所

有
」
し
て
も
い
な
い
「
資
本
」
を
背
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

一
切
無
視
し
資
本
と
の
「
調
整
」
や
「
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」
を
企
図
す
る
姿
勢

に
、
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
派
の
問
題
性
が
如
実
に
顕
れ
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
、

「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た
ち
の
提
言
す
る
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
」
と
、
き

わ
め
て
近
似
的
で
あ
る
。

（
2
） M

arazzi, C
hristian, Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’econom

ia 

e I suoi eff etti sulla politica, Bellinzona, Edizioni C
asagrande, 1994, pp. 

57-58. 

強
調
は
マ
ラ
ッ
ツ
ィ
。

（
3
） idem

, C
apitale &

 linguaggio. D
alla N

ew
 Econom

y all’econom
ia di guerra, 

Soveria M
annelli, Rubbettino Editore, 2001.

（
4
） 

ム
ー
リ
エ
＝

ブ
ー
タ
ン
の
示
す
指
標
と
は
、
大
略
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

①
「
非
物
質
的
な
る
も
の
」
の
増
大
に
よ
る
経
済
の
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
化
、
②

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
進
展
に
よ
る
「
非
物
質
的
な
る
も
の
」
の
前
景
化
、
③

科
学
技
術
の
指
導
性
、
④
と
め
ど
な
い
技
術
進
展
に
よ
る
、
問
題
へ
の
対
策

思
案
の
遅
れ
、
⑤
国
際
分
業
を
は
じ
め
と
し
た
労
働
形
態
の
認
知
へ
の
従
属
、

⑥
諸
市
場
の
複
雑
化
、
⑦
売
買
サ
イ
ク
ル
の
転
倒
に
よ
る
生
産
過
程
の
革
命
、

⑧
価
値
尺
度
の
労
働
か
ら
還
元
不
可
能
な
多
数
性
へ
の
転
換
、
⑨
諸
過
程
の
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デ
ィ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
「
一
貫
し
た
総
体un em

sem
ble cohérent

」
の
圧

倒
的
強
化
、
⑩
個
々
の
労
働
者
の
「
頭
脳
間
協
業« coopération entre les 

cerveaux »

」
の
勃
興
、
⑪
生
き
た
労
働
へ
の
資
本
の
依
拠
の
増
大
に
よ
る
「
生

生
産
的« bioproductif »

」
局
面
に
も
と
づ
く
、
搾
取
と
認
知
資
本
主
義
に

よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
剰
余
価
値
の
特
殊
な
形
態
規
定
、
⑫
労
働
現
場
の
シ
フ

ト
と
ク
ラ
ス
タ
ー
化
、
⑬
認
知
資
本
主
義
の
非
物
質
的
本
性
に
よ
る
情
報
財

の
さ
ら
な
る
導
入
、
⑭
資
本
主
義
に
と
っ
て
の
「
外
部
」
に
そ
な
わ
る
周
辺

性
の
停
止
、
⑮
産
業
資
本
主
義
下
で
の
「
商
品
に
よ
る
商
品
の
生
産
」
か
ら
、

認
知
資
本
主
義
下
で
の
「
知
識
に
よ
る
知
識
の
生
産
」
へ
の
シ
フ
ト
。C

f. 
M

oulier-B
outang, Yann, Le capitalism

e cognitif: La N
ouvelle G

rande 

Transform
ation, Paris, Éditions Am

sterdam
, 2007, pp. 84-95. 

だ
が
そ
れ

ら
は
指
標
と
し
て
は
、
産
業
資
本
主
義
的
「
資
本
主
義
」
観
に
あ
ま
り
に
束

縛
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
産
業
構
造
の
一
部
で1990

年
代
以
降
に
生
じ
た

変
化
の
現
象
叙
述
で
し
か
な
い
。
さ
ら
に
「
認
知
資
本
主
義
」
を
画
定
す
る

指
標
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
認
知
資
本
主
義
」
を
「
認
知
資
本
主
義
」

で
括
り
出
そ
う
と
す
る
（
⑪
、
⑬
、
⑮
）
な
ど
、
論
理
的
な
混
乱
が
明
ら
か

で
あ
る
。

（
5
） 

ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
に
お
い
て
も
、
実
証
分
析
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
「
認
知
資

本
主
義
」
論
者
た
ち
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
て
進
展
し
て
い
る
。C

f. 
Einav, Lilan, and Jonathan Levin, “Econom

ics in the Age of Big D
ata ”, 

in Science, vol. 346, no. 6210 (2014), pp. 1243089-1~1243089-6.; 
P

in
kovskyi, M

axim
, an

d X
avier Sala-i-M

artin
, “L

igh
t, 

C
am

era,...Incom
e! Illum

inating the N
ational A

ccounts-H
ousehold 

Surveys D
ebate ”, in Q

uarterly Journal of Econom
ics, vol. 131, no. 2 

(2016), pp. 579-632. 

だ
が
そ
れ
ら
は
、
異
様
な
速
度
と
密
度
を
そ
な
え
て

自
己
増
殖
し
て
い
る
架
空
資
本
の
運
動
を
追
認
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
次

を

参

照
。Bookstaber, R

ichard, Th e End of Th eory: Financial C
rises, the 

Failure of Econom
ics, and the Sw

eep of H
um

an Interaction, Princeton and 

O
xford, Princeton U

niversity Press, 2017.

（
6
） 

グ
ラ
ム
シ
に
あ
っ
て
は
、
「
機
動
戦guerra di m

ovim
ento (guerra 

m
anovrata)

」
と
「
陣
地
戦guerra di posizione

」
の
概
念
対
の
定
立
は
、
ロ
ー

ザ
（
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
、
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
（
レ
オ
ン
・
ト
ロ
ツ
キ
ー
）

お
よ
び
ロ
シ
ア
白
軍
コ
サ
ッ
ク
兵
団
長
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ク
ラ
ス
ノ
フ
な
ど
の

戦
争
論
と
「
対
比
」
の
上
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
対
比
」

は
偽
装
で
あ
る
。
《
ス
タ
ー
リ
ン
の
長
い
手
》
が
、
自
分
だ
け
で
な
く
家
族
・

友
人
・
同
志
に
届
く
危
険
性
を
感
じ
た
グ
ラ
ム
シ
は
、
『
獄
中
ノ
ー
ト
』
に

お
い
て
も
、
ロ
ー
ザ
を
フ
ル
ネ
ー
ム
で
は
書
か
ず
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
に
は
本
名

の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ネ
ー
ム
だ
け
で
言
及
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
大
粛
清
の
対
象

と
な
っ
た
赤
軍
の
ミ
ハ
イ
ー
ル
・
ト
ハ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
を
「
ク
ラ
ス
ノ
フ
」

と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。
グ
ラ
ム
シ
が
遺
し
た
も
の
は
、
後
の
「
構
造
改
革
」

論
と
呼
ば
れ
る
潮
流
が
提
示
し
た
内
容
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

G
ram

sci, A
ntonio, Q

uaderni carcere, A
 cura di Valentino G

erratana, 
Torino, Einaudi, 1975, pp. 801-802; 865-866; 1228-1229; 1628-
1629.

（
7
） M

EG
A

②
II/1, S.582-583. 

強
調
は
マ
ル
ク
ス
。

（
8
） ebenda, S. 572-573.

（
9
） ebenda, S. 699. 

強
調
は
マ
ル
ク
ス
。

（
10
） 

こ
の
場
合
の
「
レ
ン
ト
」
は
高
額
利
潤
の
こ
と
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経

済
学
の
錚
々
た
る
面
子
が
そ
の
動
態
解
明
を
介
し
た
「
効
率
的
レ
ン
ト
・

シ
ー
キ
ン
グ
」
の
探
究
に
努
め
た
挙
句
、
み
ご
と
に
失
敗
し
た
結
果
を
論
集

化
し
た
以
下
の
書
が
焦
点
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。こ
の
書
は
、「
失
敗
学
」

の
み
ご
と
な
模
範
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。Lockard, Alan, and 

G
ordon Tullcock (eds.), Efficient Rent-Seeking: A

 C
hronicle of an 

Intellectual Q
uagm

ire, D
ordrecht, Th e N

etherlands, K
luw

er Academ
ic 

Publishers, 2001. 

編
者
の
一
人
ゴ
ー
ド
ン
・
タ
ロ
ッ
ク
は
、
「
レ
ン
ト
・

シ
ー
キ
ン
グ
」
の
概
念
を
生
み
出
し
、
そ
の
非
効
率
性
を
あ
き
ら
か
に
し
た
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上
で
「
公
共
選
択Public C

hoice

」
論
を
提
唱
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
学
派
の

中
心
的
研
究
者
で
あ
る
。
上
記
論
集
で
は
、
い
ず
れ
の
論
者
も
自
己
回
帰
型

命
題
―
―
い
わ
ゆ
る
「
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
―
―
で
袋
小
路
に
突
き
当

た
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
対
し
て
は
、
ニ
ー

ル
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
と
メ
リ
ッ
サ
・
シ
ェ
ラ
イ
ン
の
「
直
覚
的
解
決Th e 

Intuitive Solution

」
な
る
も
の
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
解
決
」

は
論
理
哲
学
の
「
じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
が
可
能
」
な
人
間
的
時
間
に
お
い

て
の
み
意
味
を
持
つ
（Lefebvre, N

eil, and M
elissa Schehlein, “Th e Liar 

Lied ”, in Philosophy N
ow, issue 51 (2005), pp. 12-15.

）
。
G
―

　G′
と
い
う

無
概
念
的
定
式
に
よ
っ
て
価
値
増
殖
を
「
瞬
時
」
に
と
げ
る
架
空
資
本
の
運

動
に
あ
っ
て
は
、
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
ら
の
「
直
覚
的
解
決
」
も
無
力
な
の
で
あ

る
。

（
11
） Vercellone, C

arlo, “C
risi della legge del valore e divenire rendita del 

profitto. A
ppunti sulla crisi sistem

ica del capitalism
 cognitivo ”, in 

Andrea Fum
agalli e Sandro M

ezzadra (a cura), Crisi dell’econom
ia globale, 

Rom
a, O

m
bre C

orte, 2009, p. 75. 

な
お
、
同
書
で
は
「
認
知
資
本
主
義
」

な
る
も
の
に
つ
い
て
の
厳
密
な
規
定
は
一
切
な
い
（
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン
学
派

と
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
結
び
付
い
た
、
後
の
「
認
知
資
本
主
義
」
論
者
た

ち
の
在
り
よ
う
は
以
下
の
書
に
明
ら
か
で
あ
る
。Agliettta, M

., et al., École 
de la régulation et critique de la raison économ

ique, Paris, L ’H
arm

attan, 
1994.

）
。
ヤ
ン
・
ム
ー
リ
エ
＝

ブ
ー
タ
ン
や
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
コ
レ
テ
ィ
と

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ポ
ー
ル
レ
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
フ
マ
ガ
ッ
リ
ら
こ
う
し
た
傾
向

の
論
者
た
ち
に
は
、
一
定
の
曖
昧
な
閾
内
に
お
け
る
「
認
知
資
本
主
義
」
な

る
も
の
に
つ
い
て
の
共
有
認
識
が
―
―
さ
ほ
ど
の
議
論
も
な
く
―
―
で
き
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
12
） Vercellone, op. cit., p. 76.

（
13
） ibid., pp. 76-77.

（
14
） M

EG
A

② II/5, S. 162. Fußnote 28).; M
EG

A II/6, S. 225. Fußnote 

28).; M
EG

A
② II/7, S. 177. Fußnote 31).; M

EG
A

② II/10, S. 194. 
Fußnote 28). 

た
だ
し
初
版
で
はM

ehrw
erth

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 

ヴ
ェ
ル
チ
ェ
ッ
ロ
ー
ネ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
マ
ル
ク
ス

は
「
資
本
家
と
賃
労
働
者
の
二
者
の
み
が
生
産
の
代
表
者
で
あ
る
」
一
方
で

「
土
地
所
有
者
は
、
古
代
や
中
世
に
お
い
て
は
実
に
重
要
な
生
産
の
機
能
者

だ
っ
た
が
、
工
業
時
代
に
お
い
て
は
無
用
の
長
物
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
の

で
あ
る
」
（Vercellone, op. cit., p. 80.

）
。
マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
の
前
半

部
は
、
イ
タ
リ
ア
語
訳
版
に
は
あ
る
が
、M

EW

の
『
剰
余
価
値
学
説
史
』

に
は
見
当
た
ら
な
い
。
じ
つ
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ル

チ
ェ
ッ
ロ
ー
ネ
が
自
論
を
権
威
づ
け
る
た
め
に
借
り
て
き
た
マ
ル
ク
ス
の
叙

述
は
、
引
用
部
の
後
、
こ
う
続
く
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
急
進
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア

は
（
さ
ら
に
あ
ら
ゆ
る
他
の
租
税
を
抑
制
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
）
。
理
論

の
上
で
は
私
的
土
地
所
有
の
否
定
に
向
か
っ
て
進
み
、
そ
れ
を
固
有
の
形
態

に
お
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
、
つ
ま
り
資
本
の
共
有
に
し
よ
う
と
欲
す

る
。
け
れ
ど
も
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
勇
気
な
ど
は
な
い
の
で
あ
る
」

（M
EW

 Band 26-2, S. 38-39.

）
。

（
16
） Foucault, M

ichel, N
aissance de la biopolitique. C

ours au C
ollège de 

France. 1978-1979, Paris, G
allim

ard/Seuil, 2004, p. 79, p. 92, pp. 227-
228.

（
17
） 

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
は
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
い
て
、

フ
ー
コ
ー
か
ら
の
「
引
用
」
を
も
と
に
、
ま
ず
「
生
権
力
」
を
提
示
す
る
。

彼
ら
の
言
い
分
は
こ
う
で
あ
る
。
「
フ
ー
コ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
生

は
今
や
…
…
権
力
の
一
対
象
と
な
っ
て
い
る
」
。
こ
の
権
力
の
最
高
機
能
は
、

徹
頭
徹
尾
、
生
を
投
資
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
最
優
先
任
務
は
生
を
管
理

運
営
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
権
力
は
、
か
く
し
て
、
権
力
に
お
い
て
直
接
的

に
問
題
の
核
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
生
そ
の
も
の
の
生
産
と
再
生
産
で
あ

る
よ
う
な
状
況
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（H

artdt, M
ichael, and 

A
ntonio N

egri, Em
pire, C

am
bridge, M

A
., H

arvard U
niversity Press, 
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）
。
だ
が
、
途
中
が
省
略
さ
れ
た
フ
ー
コ
ー
の
論
述
は
、
精
確

に
は
「
十
八
世
紀
こ
の
か
た
、
生
命
が
権
力
の
対
象
に
な
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
生
命
お
よ
び
身
体
で
す
。
か
つ
て
権
力
は
諸
主
体
に
、
つ
ま
り
司
法

的
諸
主
体
に
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
よ
そ
も
の
の
財
産
没
収
や
生
命
そ
の
も
の

の
処
分
を
可
能
と
す
る
も
の
で
し
た
」
（Foucault, M

ichel, D
its et écrits, 

tom
e IV, Paris, G

allim
ard, 1994, p. 194.

）
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ジ
ル
・
バ
イ
ア

大
学
哲
学
部
で
行
な
わ
れ
た
学
会
で
の
「
権
力
の
網
の
目“As m

alhas do 
poder ”

」
と
題
さ
れ
た
講
演
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
一
九
七
九
年
の

「
十
八
世
紀
に
お
け
る
健
康
政
策“La politique de la santé au X

V
III e 

siècle ”

」
（Foucault, M

ichel, D
its et écrits, tom

e III, Paris, G
allim

ard, 
1994, pp. 725-742.

）
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
「
生

権
力
」
と
は
位
相
を
異
に
す
る
も
の
な
の
だ
。
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
け
る
ネ
グ

リ
と
ハ
ー
ト
の
「
概
念
」
濫
用
は
、
そ
の
他
に
も
「
一
般
的
知
性
と
生
権
力
」

と
い
っ
た
節
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
（H

ardt and N
egri, op. cit., pp. 364-

367.

）
。

（
18
） Fum

agalli, A
ndrea, “B

iocapitalism
 and B

asic Incom
e ”, paper 

presented at the keynote speech of the founding sym
posium

 of the 
Basic Incom

e Japan N
etw

ork, D
ōshisha U

niversity, M
arch 26, 2010. 

こ
の
引
用
に
は
次
の
よ
う
な
註
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
生
資
本
主
義
へ
の

移
行
に
と
も
な
い
、
具
体
的
有
用
労
働
と
抽
象
的
人
間
労
働
と
の
関
係
は
変

成
を
こ
う
む
る
の
み
な
ら
ず
、
正
の
価
値
を
抽
出
す
る
労
働
と
し
て
の
生
産

的
労
働
の
概
念
も
ま
た
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
こ
れ
以
上

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
り
あ
つ
か
う
十
分
な
余
白
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
生
資
本
主
義
的
蓄
積
が
、
再
生
産
や

習
得
教
育
や
消
費
の
時
間
に
ま
で
拡
張
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、

さ
し
あ
た
っ
て
十
分
で
あ
る
」（note 12. 

強
調
は
引
用
者
）
。
ま
る
で
ピ
エ
ー

ル
・
ド
・
フ
ェ
ル
マ
が
か
の
「
最
終
定
理
」
に
つ
い
て
書
い
た
よ
う
な
物
言

い
で
は
な
い
か
。
だ
が
フ
マ
ガ
ッ
リ
の
「
問
題
」
は
、
フ
ェ
ル
マ
の
そ
れ
と

は
違
い
、
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
19
） 

イ
ス
ラ
ー
ム
金
融
の
批
判
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
崎
山
政
毅
・
井
上
康
『
マ

ル
ク
ス
と
商
品
語
』
（
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
の
第
Ⅷ
章
第
ⅴ
節
を

参
照
さ
れ
た
い
。
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二
〇
一
六
年
度
社
会
思
想
史
学
会
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
は
、

「
市
場
経
済
の
思
想
―
―
市
場
と
資
本
主
義
を
考
え
る
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
筆
者
は
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
発
言

す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
筆
者
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
市
場
と

資
本
主
義
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
中

で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
発
言
し
た
。
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け

る
コ
メ
ン
ト
の
前
提
と
な
っ
た
論
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

一
　

物
象
化
と
「
資
本
の
無
償
自
然
力
」

（
1
）
物
象
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
資
本
主
義
的
市
場

　

マ
ル
ク
ス
の
立
場
か
ら
市
場
を
把
握
す
る
場
合
、
基
軸
と
な
る
規
定

は
、
市
場
と
は
人
間
相
互
の
経
済
的
関
係
が
物
象
（
モ
ノ
）
相
互
の
経

済
的
関
係
に
転
倒
す
る
物
象
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

経
済
関
係
が
物
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
根
拠
を
、
マ
ル
ク
ス
は
「
私
的

労
働
」
に
求
め
て
い
る
。

　

私
的
労
働
と
は
、
相
互
に
独
立
し
て
私
的
に
営
ま
れ
な
が
ら
、
し
か

し
同
時
に
社
会
的
分
業
の
構
成
部
分
と
し
て
相
互
に
依
存
せ
ざ
る
を
え

な
い
（
社
会
的
性
格
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
労
働
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
特
集
〉
市
場
経
済
の
思
想
―
―
市
場
と
資
本
主
義
を
考
え
る
　

〈
論
文
〉

市
場
経
済
の
思
想

【
市
場
と
そ
の
外
部
】

平
子
友
長



61　●　〈論文〉市場経済の思想――平子友長

私
的
労
働
が
社
会
的
分
業
の
自
然
発
生
的
シ
ス
テ
ム
の
構
成
部
分
と
し

て
通
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
二
重
の
社
会
的
性
格

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
各
私
的
労
働
は
特
殊
な
具
体

的
有
用
労
働
と
し
て
特
殊
な
社
会
的
欲
求
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
二
に
、
特
殊
な
私
的
労
働
は
相
互
に
同
等
な
労
働
と
し
て
妥
当

し
、
交
換
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
労
働
は
、
そ

れ
ら
が
全
く
他
者
の
労
働
を
顧
慮
せ
ず
に
独
立
に
遂
行
さ
れ
る
た
め
、

そ
の
労
働
行
為
そ
れ
自
体
に
お
い
て
労
働
の
社
会
的
性
格
を
実
証
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
私
的
労
働
は
そ
の
生
産
物
を
相
互
に
交
換

し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
社
会
的
分
業
の
構
成
部
分
と
し
て
の
社

会
的
性
格
を
事
後
的
に
証
明
す
る
ほ
か
な
い
。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
生
産
に
お
け
る
人
間
相
互
の
社
会
的
関
係
が
生
産
物

（
モ
ノ
）
相
互
の
社
会
的
関
係
に
転
倒
す
る
こ
と
を
物
象
化
と
規
定
し
た
。

私
的
労
働
の
二
重
の
社
会
的
性
格
を
労
働
生
産
物
の
物
的
な
性
質
と
し

て
物
化
さ
せ
た
も
の
が
商
品
の
二
要
因
す
な
わ
ち
使
用
価
値
と
価
値
で

あ
る
。
物
化
と
は
、
人
間
相
互
の
社
会
的
関
係
の
諸
契
機
を
モ
ノ
の
自

然
的
諸
性
質
と
し
て
現
象
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
化
に
よ
っ
て
社
会

的
関
係
が
モ
ノ
の
性
質
に
転
化
す
る
と
同
時
に
、
モ
ノ
の
社
会
的
形
態

的
規
定
と
自
然
的
素
材
的
規
定
と
の
「
癒
着
」
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
社
会
的
形
態
規
定
が
消
失
す
る

）
1
（

。
こ
こ
か
ら
資
本
主
義
的
市
場

シ
ス
テ
ム
を
人
間
の
自
然
本
性
に
最
適
の
、
理
想
的
に
は
永
遠
に
持
続

さ
せ
る
べ
き
経
済
制
度
で
あ
る
と
観
念
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
日
常
的

意
識
（
「
物
神
崇
拝
」
）
が
生
成
す
る
。

　

価
値
は
、
生
産
者
の
私
的
労
働
の
社
会
的
性
格
―
―
各
人
の
労
働
が

ど
の
程
度
ま
で
社
会
的
分
業
の
構
成
部
分
と
し
て
妥
当
す
る
か
と
い
う

価
値
評
価
―
―
を
物
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
価
格
と
は
、
価
値
を
貨

幣
商
品
の
一
定
重
量
名
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
価
値
を
媒
介
に
す

る
以
外
に
は
私
的
労
働
の
社
会
的
存
在
意
義
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
各
商
品
生
産
者
は
無
数
の
他
人
の
労
働
の
生
産
物
に
依
存
し
て

生
命
を
維
持
せ
ざ
る
を
え
ず
、
他
人
の
生
産
物
は
相
互
の
生
産
物
の
価

値
に
基
づ
く
交
換
に
よ
っ
て
取
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
て
資
本

主
義
的
市
場
に
お
い
て
は
モ
ノ
が
人
間
を
支
配
す
る
。
な
ぜ
な
ら
モ
ノ

が
人
間
の
生
産
・
生
活
の
社
会
性
を
独
占
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
価

値
は
、
本
質
的
に
、
人
間
の
労
働
お
よ
び
そ
の
生
産
物
を
支
配
す
る
社

会
的
権
力
で
あ
る
。
価
値
は
、
商
品
段
階
に
お
い
て
は
モ
ノ
の
一
性
質

（
「
社
会
的
自
然
性
質
」
）
で
あ
っ
た
が
、
貨
幣
に
お
い
て
価
値
は
自
立
化

し
（
貴
金
属
の
社
会
的
形
態
規
定
と
自
然
的
素
材
的
規
定
の
癒
着
）
、
最
後
に
、

資
本
に
お
い
て
は
自
己
増
殖
す
る
価
値
に
ま
で
発
展
す
る
。
価
値
の
自

己
増
殖
が
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
の
自
己
目
的
、
存
在
理
由
と
な

る
。

（
2
）
資
本
の
無
償
自
然
力

　

資
本
は
、
労
働
者
が
生
産
す
る
価
値
と
労
働
力
商
品
の
価
値
と
の
差

（
剰
余
価
値
）
の
取
得
に
よ
っ
て
価
値
増
殖
を
行
う
だ
け
で
は
な
い
。
資
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本
は
、
市
場
の
外
部
に
存
在
し
、
市
場
が
機
能
す
る
た
め
の
環
境
を
な

し
て
い
る
自
然
生
態
系
お
よ
び
人
間
の
文
化
的
力
を
「
資
本
の
無
償
自

然
力
」
と
し
て
領
有
・
酷
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
増
大
さ
せ
る
。

し
た
が
っ
て
市
場
と
は
、
無
数
の
私
的
労
働
を
一
つ
の
経
済
シ
ス
テ
ム

と
し
て
社
会
的
に
編
成
す
る
た
め
の
調
整
装
置
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

同
時
に
、
市
場
の
外
部
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
自
然
力
」
を
無
償

で
利
用
す
る
制
度
で
も
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
問
題
を
「
資
本
の

無
償
自
然
力
」
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
い
る
。

　

費
用
が
か
か
ら
ず
に
作
用
因
と
し
て
生
産
に
入
り
込
む
自
然
諸

要
素
は
、
そ
れ
ら
が
生
産
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
そ

う
と
も
、
資
本
の
構
成
部
分
と
し
て
生
産
に
入
り
込
む
の
で
は
な

く
、
資
本
の
無
償
自
然
力
（G

ratisnaturkraft des C
apitals

）
と
し

て
、す
な
わ
ち
労
働
の
無
償
自
然
力
（G

ratis N
aturproductivkraft 

der Arbeit

）
と
し
て
生
産
に
入
り
込
む
。

 

（M
EG

A II/4.2: 83

）
2
（3 

傍
点
は
マ
ル
ク
ス
）

　

資
本
主
義
的
生
産
過
程
は
、
自
然
に
存
在
す
る
資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
。
資
本
は
、
労
働
対
象
お
よ
び
労
働
手
段
が
過

去
の
労
働
の
産
物
で
あ
り
、
商
品
と
し
て
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

限
り
、
そ
の
費
用
を
支
払
う
。
し
か
し
労
働
対
象
・
労
働
手
段
が
生
産

過
程
に
お
い
て
加
工
さ
れ
る
際
に
利
用
さ
れ
る
物
理
的
・
化
学
的
作
用

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
自
然
法
則
な
ど
）
に
つ
い
て
は
何
も
支
払
わ
な
い
。
こ

れ
ら
は
「
無
償
自
然
力
」
と
し
て
資
本
の
価
値
増
殖
の
た
め
に
利
用
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
外
部
に
「
自
然
の

賜
物
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
自
然
を
資
本
が
包
摂
し
、
価
値
増
殖
の

た
め
に
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
単
純
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

お
よ
そ
人
間
自
身
の
身
体
的
自
然
も
含
め
自
然
の
資
源
お
よ
び
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
利
用
し
て
生
産
し
、
生
活
手
段
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
人
類
の

あ
ら
ゆ
る
時
代
の
生
産
に
共
通
し
て
い
る
。
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の

独
自
性
は
、
「
無
償
自
然
力
」
を
目
的
意
識
的
、
体
系
的
か
つ
科
学
的

に
引
き
出
し
利
用
す
る
た
め
の
装
置
と
シ
ス
テ
ム
を
人
類
史
上
初
め
て

確
立
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

大
量
生
産
―
―
機
械
を
充
用
す
る
大
規
模
協
業
―
―
が
は
じ
め

て
自
然
諸
力
―
―
風
、
水
、
蒸
気
、
電
気
―
―
を
直
接
的
生
産
過

程
に
従
わ
せ
、
自
然
諸
力
を
社
会
的
労
働
の
作
用
因
に
転
化
す
る
。

…
…
こ
れ
ら
の
自
然
諸
力
そ
の
も
の
は
、
何
の
費
用
も
か
か
ら
な

い
。
そ
れ
ら
は
人
間
労
働
の
産
物
で
は
な
い
。
し
か
し
自
然
諸
力

は
機
械
の
媒
介
に
よ
っ
て
し
か
充
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

機
械
は
費
用
が
か
か
る
、
つ
ま
り
そ
れ
自
身
過
去
の
労
働
の
産
物

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
諸
力
は
、
機
械
に
よ
っ
て
の
み
、
か

つ
機
械
の
所
持
者
に
よ
っ
て
の
み
、
労
働
過
程
の
作
用
因
と
し
て

領
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（M
EG

A II/3.6: 2059f. 

傍
点
は
マ
ル
ク
ス
）

　

肥
沃
度
の
等
し
い
土
地
に
お
い
て
、
同
じ
自
然
的
肥
沃
度
が
ど

の
程
度
ま
で
利
用
可
能
に
さ
せ
ら
れ
る
か
は
、
一
部
は
農
業
の
化

学
的
発
展
に
依
存
し
、
一
部
は
そ
の
機
械
的
発
展
に
依
存
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
肥
沃
度
は
、
土
地
の
客
観
的
性
質
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
に
は
つ
ね
に
関
係
を
、
す
な
わ
ち
農
業

の
所
与
の
化
学
的
お
よ
び
機
械
的
な
発
展
状
態
に
た
い
す
る
関
係

を
含
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
発
展
状
態
に
つ
れ
て
変
化
す

る
の
で
あ
る
。 

（M
EG

A II/4.2:763 

傍
点
は
マ
ル
ク
ス
）

　

「
無
償
自
然
力
」
は
、
そ
れ
を
発
動
さ
せ
制
御
す
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
機
械
装
置
が
存
在
し
て
初
め
て
利
用
可
能
と
な
る
。
農
業
に
お
い

て
は
土
壌
お
よ
び
気
候
が
持
っ
て
い
る
自
然
的
諸
性
質
を
特
定
作
物
の

栽
培
の
た
め
に
充
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
化
学
的
・
物
理
的
な
ど

の
自
然
科
学
的
知
識
、
そ
れ
を
農
業
に
充
用
す
る
技
術
・
肥
料
も
含
め

た
各
種
の
労
働
手
段
が
、
土
壌
の
肥
沃
度
を
決
定
す
る
契
機
と
な
る
。

　

資
本
は
モ
ノ
で
は
な
く
、
特
殊
な
生
産
関
係
で
あ
る
。
特
殊
な
生
産

関
係
と
し
て
資
本
は
、
歴
史
貫
通
的
な
生
産
諸
要
素
で
あ
る
労
働
対
象
、

労
働
手
段
、
労
働
力
を
商
品
（
不
変
資
本
お
よ
び
可
変
資
本
）
と
し
て
購

入
し
、
生
産
過
程
に
お
い
て
新
た
な
商
品
（
剰
余
価
値
を
含
む
）
を
生

産
し
、
そ
れ
を
販
売
し
て
剰
余
価
値
を
実
現
す
る
。
し
か
し
こ
の
把
握

は
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
「
形
態
的
包
摂
」
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
主

義
に
固
有
な
生
産
様
式
は
、
資
本
の
も
と
へ
の
労
働
の
「
実
質
的
包
摂
」

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
「
実
質
的
包
摂
」
に
お
い
て
は
、
資
本
は
生

産
過
程
の
労
働
者
（
各
種
の
身
体
的
精
神
的
な
限
界
を
持
つ
）
か
ら
の
独

立
を
実
現
し
（
機
械
装
置
）
、
生
産
過
程
を
科
学
の
直
接
的
適
用
過
程
に

変
容
さ
せ
る
。
「
生
産
過
程
を
そ
の
構
成
諸
局
面
に
分
解
し
、
与
え
ら

れ
た
諸
問
題
を
力
学
、
化
学
な
ど
、
要
す
る
に
自
然
科
学
の
応
用
に
よ
っ

て
解
決
す
る
と
い
う
機
械
経
営
の
原
理
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
決
定
的

と
な
る
」
（M

EG
A II/6:442

）
。
科
学
の
意
識
的
適
用
と
し
て
生
産
過
程

は
た
ん
な
る
技
術
的
過
程
か
ら
技
術
学
的
過
程
に
変
容
す
る
。
資
本
は
、

科
学
の
発
展
を
組
織
し
、
そ
れ
を
生
産
過
程
に
適
用
す
る
技
術
学
を
開

発
し
、
こ
う
し
て
生
産
過
程
に
持
続
的
革
命
を
も
た
ら
す
。
マ
ル
ク
ス

は
、
資
本
主
義
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
科
学
の
資
本
主
義
的
包
摂
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
生
産
力
を
「
資
本
の
生
産
力
」
と
呼
ん
だ
。

　

資
本
主
義
的
市
場
を
資
本
の
生
産
過
程
を
ふ
く
め
て
一
つ
の
循
環
過

程
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
的
市
場
は
、
市
場
の
外
部
に

存
在
す
る
「
無
償
自
然
力
」
を
資
本
の
価
値
増
殖
過
程
に
連
続
的
に
利

用
す
る
過
程
で
あ
り
、
土
壌
の
肥
沃
度
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
科

学
技
術
を
駆
使
し
て
「
無
償
自
然
力
」
と
し
て
利
用
可
能
な
自
然
の
新

領
域
を
次
々
と
「
発
見
」
し
「
開
発
」
し
「
酷
使
」
し
て
ゆ
く
経
済
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
「
資
本
の
生
産
力
」
に
よ
る
「
無
償
自
然
力
」
の
利

用
が
、
利
潤
の
追
求
を
自
己
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
限
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界
の
な
い
過
程
と
な
る
。
こ
の
利
用
が
自
然
生
態
系
お
よ
び
人
間
身
体

の
も
つ
自
己
保
存
力
の
限
界
を
超
え
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
深

刻
な
環
境
お
よ
び
人
間
の
破
壊
を
引
き
起
こ
す
。

　

し
か
し
「
資
本
の
無
償
自
然
力
」
の
問
題
は
、
自
然
の
物
理
的
化
学

的
法
則
の
無
償
利
用
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研

究
お
よ
び
世
界
シ
ス
テ
ム
論
が
解
明
し
た
よ
う
に
、
労
働
力
の
価
値
規

定
そ
れ
自
体
が
各
種
の
無
償
労
働
（
価
値
に
計
算
さ
れ
な
い
労
働
）
を
前

提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
提
起
し
た
問
題
は
、
市
場
が
社
会
的
分
業
を
構
成
す
る
た
め

に
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る
労
働
の
す
べ
て
を
価
格
と
し
て
評
価
す
る

こ
と
は
な
く
、
家
事
労
働
や
ケ
ア
労
働
な
ど
社
会
的
に
必
要
と
さ
れ
る

労
働
を
市
場
か
ら
排
除
し
「
無
償
化
」
し
な
が
ら
、
商
品
と
し
て
市
場

に
登
場
す
る
労
働
だ
け
を
価
格
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
「
価
格
の
経
済
の
中
で
描
か
れ
る
社
会
的
分
業
の
構
造
と
、
時
間

の
経
済
の
中
で
描
か
れ
る
社
会
的
分
業
の
構
造
と
の
乖
離
」
（
中
馬 

二

〇
一
七:

六
四
）
の
問
題
が
、
資
本
主
義
的
市
場
の
本
質
に
関
わ
る
問

題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
市
場
の
外
部
に
様
々
な
非

市
場
的
労
働
を
配
置
し
、
そ
れ
ら
を
「
無
償
」
労
働
と
し
て
巧
妙
に
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
に
お
け
る
労
働
力
商
品
の
価
値
も
低
く

抑
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
失
業
中
の
労
働
者
あ
る
い
は
高
齢
化
し
も
は

や
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
労
働
者
の
生
存
を
資
本
は
さ
ま
ざ
ま
な

非
市
場
的
互
助
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
無
償
」
サ
ー
ビ
ス
に
委
ね
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
　

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
小
農
・
小
経
営
の
位
置
づ
け 
 

―
―
中
国
の
経
済
発
展
を
考
察
す
る
た
め
の
一
視
点  　

　

二
十
一
世
紀
の
経
済
理
論
は
、
二
十
世
紀
後
半
、
と
り
わ
け
一
九
七

八
年
以
降
の
中
国
の
（
共
産
党
一
党
支
配
下
に
お
け
る
）
資
本
主
義
的
経

済
発
展
を
理
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
困
難
な
課

題
を
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
中
国
が
、
非
西
洋
諸
地
域
の
多
く
の
国

民
国
家
と
違
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
資
本
主
義
的
低
開
発
化
」
の
道
を
進
ま

ず
、
ま
た
二
十
世
紀
末
に
経
済
的
に
破
綻
し
た
い
わ
ゆ
る
既
存
社
会
主

義
シ
ス
テ
ム
の
道
を
す
す
ま
ず
に
、
共
産
党
一
党
支
配
の
も
と
で
持
続

的
経
済
成
長
と
資
本
主
義
的
大
国
化
の
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
が
格
差
、
環
境
、
人
権
、

民
族
抑
圧
、
失
業
、
共
産
党
幹
部
の
汚
職
、
国
有
企
業
の
経
営
破
綻
、

軍
事
的
覇
権
な
ど
深
刻
な
政
治
的
経
済
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
一
九
七
八
年
の
改
革
開
放
か
ら
三

十
九
年
で
社
会
主
義
か
ら
資
本
主
義
へ
の
転
換
を
達
成
し
、
資
本
主
義

世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
り
、
「
ア
ジ
ア
・
イ
ン
フ
ラ
銀
行

（
A 
I 
I 

B
）
」
を
主
宰
す
る
ま
で
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
経
済
学

的
根
拠
に
つ
い
て
は
冷
静
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
総
括
的
な
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
筆
者
の

能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
関
心
は
、
こ
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の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
な

か
に
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
な
の
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て

仮
説
的
に
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
関
心
を
寄
せ
る
の

は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
小
農
経
営
の
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る

）
3
（

。

　

通
説
的
な
『
資
本
論
』
解
釈
に
お
い
て
、
小
農
的
生
産
様
式
は
資
本

の
本
源
的
蓄
積
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
前
近
代
的
で
未
発
展
の
生
産
様

式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
四
章
の

第
七
節
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
生
産
様
式
〔
小
経
営
〕
は
、
土
地
と
そ
の
他
の
生
産
手
段

の
分
散
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
は
…
…
社
会
的
生
産
諸
力
の
自

由
な
発
展
を
排
除
す
る
。
そ
れ
は
生
産
お
よ
び
社
会
の
狭
い
自
然

発
生
的
な
制
限
と
し
か
両
立
し
な
い
。
あ
る
程
度
の
高
さ
に
達
す

れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
自
身
を
絶
滅
さ
せ
る
物
質
的
手
段
を
生
み
出

す
。
そ
れ
は
滅
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
滅
ぼ
さ
れ
る
。

こ
の
生
産
様
式
の
絶
滅
は
、
…
…
資
本
の
前
史
を
な
し
て
い
る
。

 

（M
EG

A II/6: 681
）

　

上
の
引
用
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
小
農
的
生
産

様
式
は
歴
史
的
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
遅
れ
た
生
産
様
式
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
お
よ
び
そ
の
準
備
草
稿
を

総
合
的
に
考
察
し
て
み
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は
小
農
的
生
産
様
式
に
き
わ

め
て
高
い
歴
史
的
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
事
実
、
上
に

引
用
し
た
文
章
の
直
前
で
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

労
働
者
の
自
分
の
生
産
手
段
に
対
す
る
私
的
所
有
は
小
経
営
の

基
礎
で
あ
り
、
小
経
営
は
社
会
的
生
産
お
よ
び
労
働
者
自
身
の
自

由
な
個
性
が
発
展
す
る
た
め
に
必
要
な
一
条
件
で
あ
る
。
た
し
か

に
こ
の
生
産
様
式
は
、
奴
隷
制
、
農
奴
制
や
そ
の
他
の
従
属
的
諸

関
係
の
内
部
で
も
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
の
生
産
様
式
が
繁
栄
し
、

そ
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
し
、
妥
当
な
古
典
的
形
態
を
獲
得
す

る
の
は
、
労
働
者
が
自
分
の
取
り
扱
う
労
働
条
件
の
自
由
な
私
的

所
有
者
で
あ
る
…
…
場
合
だ
け
で
あ
る
。 

（M
EG

A II/6: 681

）

　

小
経
営
は
「
労
働
者
自
身
の
自
由
な
個
性
が
発
展
す
る
た
め
に
必
要

な
一
条
件
」
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が
小
経
営
的
生
産

様
式
を
、
生
産
者
が
土
地
お
よ
び
そ
の
他
の
生
産
手
段
に
対
し
て
自
分

の
も
の
と
し
て
関
係
す
る
本
源
的
所
有
の
形
態
と
し
て
把
握
し
、
ア
ジ

ア
的
形
態
も
含
め
資
本
主
義
に
先
行
す
る
あ
ら
ゆ
る
生
産
形
態
に
共
通

に
見
出
さ
れ
る
基
本
的
な
生
産
様
式
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
上
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
奴
隷
制
や
農
奴

制
さ
え
も
労
働
者
に
対
し
て
自
分
の
生
産
手
段
に
対
す
る
「
占
有
」
を

保
証
し
て
い
た
小
経
営
の
範
疇
に
含
め
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
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は
、
労
働
者
が
耕
作
す
る
土
地
に
対
す
る
完
全
な
所
有
権
を
持
っ
て
い

た
小
経
営
を
小
経
営
の
「
妥
当
な
古
典
的
形
態
」
、
「
小
経
営
の
た
め
の

土
地
所
有
の
最
も
正
常
な
形
態
」（M

EG
A II/4.2: 746-747

）
と
し
て
区

別
す
る
視
点
を
持
っ
て
い
た

）
4
（

。
し
か
し
同
時
に
、
奴
隷
制
、
農
奴
制
、

ア
ジ
ア
的
形
態
な
ど
の
不
自
由
な
形
態
の
小
経
営
さ
え
も
生
産
者
の

「
人
格
的
自
立
性
」
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
持
っ
て
お
り
「
労
働
者

自
身
の
自
由
な
個
性
が
発
展
す
る
た
め
に
必
要
な
一
条
件
」
と
し
て
の

小
農
範
疇
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
た

）
5
（

。

　

小
農
的
生
産
様
式
は
、
労
働
者
が
土
地
お
よ
び
そ
の
他
の
生
産
手
段

に
対
し
て
自
分
の
も
の
と
し
て
ふ
る
ま
う
関
係
を
保
存
し
、
労
働
者
の

「
自
由
な
個
性
」
や
「
人
格
的
自
立
性
」
を
何
世
紀
も
わ
た
っ
て
培
養

し
て
き
た
生
産
様
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
農
村
は
各
地
域
の
人

間
集
団
の
歴
史
的
文
化
力
が
蓄
積
さ
れ
貯
蓄
さ
れ
る
貯
水
池
で
あ
っ
た
。

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
わ
れ
わ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
第
三

巻
草
稿
』
（
一
八
六
四
～
六
五
年
）
の
中
で
「
〔
資
本
主
義
的
〕
大
土
地
所

有
は
農
村
そ
れ
自
体
に
お
い
て
労
働
力
を
破
壊
す
る
。
農
村
は
、
労
働

力
の
自
然
発
生
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
こ
に
逃
げ
込
み
、
そ
れ
が
諸
国

民
の
生
命
力
を
更
新
す
る
た
め
の
予
備
源
と
し
て
備
蓄
さ
れ
る
最
後
の

場
所
で
あ
る
」
（M

EG
A II/4.2: 753

）
と
記
し
た
こ
と
の
意
味
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、
最
初
か
ら
、
資
本
主
義
に
先
行
す
る
小
農
を

構
成
員
と
す
る
共
同
体
の
「
諸
国
民
の
生
命
力
を
更
新
す
る
た
め
の
予

備
源
」
と
し
て
の
意
義
を
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
八

四
〇
年
代
の
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
前
近

代
的
な
共
同
体
を
崩
壊
さ
せ
、
自
給
自
足
の
生
活
を
送
る
農
民
を
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
「
革
命
的

役
割
」
を
見
出
し
て
い
た
。
一
八
五
三
年
に
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
デ
イ

リ
ー
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
』
に
寄
稿
し
た
一
連
の
「
イ
ン
ド
評
論
」
に
お

い
て
も
マ
ル
ク
ス
は
、
「
資
本
の
文
明
化
作
用
」
を
肯
定
的
に
評
価
し

つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
イ
ン
ド
の
植
民
地
支
配
が
「
イ
ン
ド
の
小
さ

な
半
野
蛮
、
半
文
明
の
共
同
社
会
（G

em
einw

esen

）
の
経
済
的
基
礎
を

爆
破
し
て
こ
れ
ら
の
共
同
社
会
を
解
体
さ
せ
、
こ
う
し
て
ア
ジ
ア
で
か

つ
て
見
ら
れ
た
最
大
の
、
じ
つ
は
唯
一
の
社
会

0

0

革
命
を
生
み
出
し
た
」

（
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
」M

EW
 9: 132

）
こ
と
を
積
極
的

に
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
農
耕
と
手
工
業
を
結
合
し
た
自
給
自

足
的
な
ア
ジ
ア
的
共
同
体
に
対
す
る
否
定
的
評
価
は
、
中
国
に
お
け
る

太
平
天
国
の
乱
、
イ
ン
ド
の
セ
ポ
イ
の
乱
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
根
本
的

に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

マ
ル
ク
ス
を
驚
か
せ
た
も
の
は
、
征
服
者
の
支
配
に
抵
抗
せ
ず
、
忍

従
的
態
度
で
太
古
か
ら
受
け
継
い
だ
自
給
自
足
的
共
同
体
の
存
続
に

汲
々
と
し
て
き
た
は
ず
の
ア
ジ
ア
の
村
落
の
中
か
ら
、
西
洋
の
圧
倒
的

な
軍
事
力
を
一
時
は
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
抵
抗
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
み
出

さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

拡
大
に
対
す
る
強
靱
な
抵
抗
力
を
小
農
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る
ア
ジ
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ア
の
共
同
体
の
う
ち
に
見
い
だ
し
、
こ
の
抵
抗
力
を
『
資
本
論
』
体
系

の
中
に
適
切
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
努
力
し
続
け
た
。

　

旧
来
の
国
民
的
生
産
様
式
が
商
業
の
解
体
的
作
用
に
対
し
て
設

け
る
障
害
は
、
例
え
ば
イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
人
が
お
か
れ
た
状
態
に
明
白
に
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
生

産
様
式
の
広
範
な
土
台
は
、
小
農
業
と
家
内
工
業
と
の
統
一
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
さ
ら
に
自
給
自

足
的
共
同
体
の
形
態
が
こ
れ
に
付
け
加
わ
る
。
イ
ン
ド
で
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
小
さ
な
経
済
的
共
同
社
会
を
粉

砕
す
る
た
め
に
、
支
配
者
お
よ
び
地
代
取
得
者
と
し
て
、
自
分
た

ち
の
直
接
的
な
政
治
的
権
力
と
経
済
的
権
力
を
同
時
に
行
使
し
た
。

…
…
こ
こ
イ
ン
ド
で
さ
え
も
彼
ら
は
こ
の
解
体
作
業
を
き
わ
め
て

緩
慢
に
し
か
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
直
接
的
政
治
的
権

力
の
助
け
を
欠
い
て
い
る
中
国
で
は
、
な
お
さ
ら
成
功
し
な
い
。

農
業
と
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
直
接
的
結
合
か
ら
生
ま
れ
る
大

き
な
経
済
と
時
間
節
約
と
が
、
大
工
業
の
生
産
物
に
最
も
頑
強
に

抵
抗
す
る
の
で
あ
る
。 

（M
EG

A II/4.2: 407
）

　

マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
に
先
行
す
る
村
落
共
同
体
の
歴
史
、
ま
た

資
本
主
義
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
の
ち
も
長
期
に

わ
た
っ
て
資
本
主
義
と
併
存
し
続
け
る
非
西
洋
諸
地
域
に
お
け
る
村
落

共
同
体
の
生
命
力
な
ら
び
に
資
本
主
義
的
私
的
所
有
に
対
す
る
抵
抗
力

に
関
す
る
二
〇
数
年
（
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
以
来
の
）
に
お
よ
ぶ
研
究

を
基
礎
と
し
て
、
一
八
八
一
年
に
は
「
ロ
シ
ア
革
命
が
西
洋
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
革
命
の
合
図
と
な
り
、
両
者
が
互
い
に
補
い
合
う
な
ら
ば
、
今

日
の
ロ
シ
ア
の
土
地
共
同
所
有
は
共
産
主
義
的
発
展
の
出
発
点
に
な
り

う
る
」
（
「
『
共
産
党
宣
言
』
ロ
シ
ア
語
第
二
版
序
文
」M

EG
A I/25: 296

）

と
い
う
認
識
に
至
っ
た
。

　

不
幸
に
し
て
マ
ル
ク
ス
は
一
八
八
三
年
に
死
去
し
、
資
本
主
義
と
小

農
お
よ
び
農
業
共
同
体
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
を
こ
れ
以
上
展
開
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
以
上
の
考
察
か
ら
も
、
マ
ル
ク
ス
が

『
共
産
党
宣
言
』
を
執
筆
し
た
当
時
に
抱
い
て
い
た
「
資
本
の
文
明
化

作
用
」
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
革
命
的
役
割
」
の
承
認
と
結
合
し
て
い

た
「
西
洋
中
心
主
義
」
の
立
場
を
完
全
に
克
服
し
て
い
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
そ
の
う
え
で
今
、
マ
ル
ク
ス
の
た
ど
っ
た
思
考
の
道
筋
を
さ

ら
に
一
歩
進
め
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
立
て
て
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
村
落
共
同
体
が
共
同
体
の
枠
組
み
の
中
で
、

農
民
の
自
分
の
土
地
と
そ
の
他
の
生
産
手
段
に
対
す
る
所
有
な
い
し
占

有
を
保
証
し
て
き
た
こ
と
、
自
由
度
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
を
伴
い
つ
つ

も
、
「
自
由
な
個
性
」
や
「
人
格
的
自
立
性
」
を
ま
が
り
な
り
に
も
発

展
さ
せ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
限
り
で
「
労
働
力
の
自
然
発
生
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
と
「
諸
国
民
の
生
命
力
を
更
新
す
る
た
め
の
予
備
源
」
が
備

蓄
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
村
落
共
同
体
は
、
資
本
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主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
浸
透
に
対
す
る
強
靭
な
抵
抗
力
の
拠
点
と
な
り
、

西
洋
諸
国
の
植
民
地
化
に
対
す
る
巨
大
な
農
民
反
乱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

提
供
す
る
源
泉
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
非
西
洋
諸
地
域
と
り
わ
け
ア
ジ

ア
諸
地
域
が
資
本
主
義
化
す
る
た
め
の
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
小
農
の
「
自
然
発
生
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
」
は
、
効
果
的
な
制
度
的
枠
組
み
が
配
置
さ
れ
た
場
合
に
は
、

資
本
主
義
的
近
代
化
の
独
自
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
す
る
。

　

非
西
洋
諸
地
域
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
歴

史
過
程
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
小
農
が
賃
労
働
者
に
転
化

さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
、
し
か
も
そ
の
際
、
こ
の
過
程
を
小
農
が
土
地
か

ら
「
暴
力
的
」
に
分
断
さ
れ
て
「
無
所
有
」
の
労
働
者
に
転
換
さ
せ
ら

れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
小
農
が
身
体
の
う
ち
に
血
肉
化

さ
せ
て
い
る
伝
統
的
な
技
術
、
知
識
、
エ
ー
ト
ス
な
ど
が
各
地
域
に
資

本
主
義
を
立
ち
上
げ
て
ゆ
く
た
め
の
歴
史
的
文
化
的
資
源
と
し
て
活
用

さ
れ
る
過
程
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
来
の
中
国
の
経
済
発
展
を
人
口
の
多
数
を

占
め
る
小
農
と
小
農
経
営
の
視
点
か
ら
解
明
し
て
い
る
の
は
、
温
鉄
軍

（W
en Tiejun

）
で
あ
る
。
温
鉄
軍
の
議
論
は
、
上
で
説
明
し
た
マ
ル
ク

ス
の
小
農
・
小
農
経
営
の
概
念
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
が
、
マ
ル

ク
ス
の
小
農
概
念
を
現
代
中
国
の
経
済
発
展
と
関
係
づ
け
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
議
論
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
温
鉄
軍
が
『
中
国

に
と
っ
て
農
業
・
農
村
問
題
と
は
何
か
？
』
（
二
〇
一
〇
）
で
展
開
し
て

い
る
議
論
を
要
約
し
て
み
た
い
。

　

温
鉄
軍
に
よ
れ
ば
中
国
は
二
十
世
紀
前
半
の
五
〇
年
間
に
三
度
の
革

命
戦
争
（
国
共
内
戦
、
抗
日
戦
争
、
国
共
内
戦
）
を
経
験
し
た
が
、
そ
れ

ら
は
す
べ
て
農
民
を
主
体
と
し
た
土
地
革
命
戦
争
で
あ
っ
た
。
革
命
の

結
果
、
地
主
や
富
農
が
所
有
す
る
ほ
と
ん
ど
の
土
地
（
地
主
は
全
国
の

土
地
の
約
三
分
の
一
、
富
農
は
一
五
～
二
〇
％
を
所
有
し
て
い
た
）
は
貧
農

と
小
作
農
に
均
等
に
分
配
さ
れ
た
。
一
九
四
九
年
の
建
国
時
に
お
い
て
、

約
四
億
（
農
家
数
は
約
一
億
）
の
小
農
は
約
四
〇
〇
万
の
自
然
村
落
に

お
い
て
均
等
な
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
民
人
口
は
人
口

の
八
五
％
を
占
め
、
都
市
人
口
は
一
五
％
、
工
業
人
口
は
わ
ず
か
五
％

（
工
業
生
産
額
は
一
五
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
事
情
に
規

定
さ
れ
て
中
国
共
産
党
は
、
当
初
は
、
新
中
国
の
基
本
的
な
経
済
制
度

を
社
会
主
義
経
済
と
は
せ
ず
、
「
私
営
、
個
人
企
業
も
含
め
た
各
種
経

済
要
素
の
共
存
を
推
し
進
め
る
新
民
主
主
義
経
済
」
（
温 

二
〇
一
〇
：
一

〇
二
）
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。

　

し
か
し
一
九
五
〇
年
六
月
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
、
ア
メ
リ
カ
軍
の

攻
勢
が
中
国
の
領
土
に
及
び
中
国
の
主
権
お
よ
び
体
制
の
存
立
そ
れ
自

体
が
危
機
に
陥
る
に
至
っ
て
、
中
国
は
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
を
耐
え
抜

く
た
め
に
急
速
な
軍
事
工
業
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
新
民
主
主
義
は
放
棄

さ
れ
た
。
朝
鮮
戦
争
期
に
中
国
は
、
ソ
連
か
ら
国
防
の
た
め
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
、
動
力
、
機
械
な
ど
の
重
工
業
施
設
を
受
け
入
れ
、
軍
事
工
業
の

発
展
を
優
先
さ
せ
つ
つ
農
業
国
か
ら
「
初
歩
的
な
工
業
化
国
家
」
に
向
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か
っ
た
。
こ
れ
は
ソ
連
を
モ
デ
ル
と
し
た
典
型
的
な
「
複
製
版
」
国
家

工
業
化
お
よ
び
経
済
管
理
体
制
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
高
度
に
集
権
的
な
、

全
面
的
に
ソ
連
化
し
た
上
部
構
造
を
必
然
的
に
作
り
上
げ
る
こ
と
と

な
っ
た
」
（
同
：
二
七
）
。
次
い
で
中
国
は
ソ
連
と
の
対
立
を
深
め
、
一

九
五
七
年
ソ
連
の
技
術
援
助
が
打
ち
切
ら
れ
る
に
及
び
、
独
力
で
工
業

化
を
遂
行
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
工
業
化
に
必
要
な
資
源
（
原
料
、

労
働
力
、
都
市
労
働
者
の
食
料
な
ど
）
は
す
べ
て
農
民
か
ら
調
達
（
収
奪
）

す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
土
地
を
均
等
に
所
有
す
る
小
農
経
営

の
も
と
で
極
度
に
分
散
し
一
戸
あ
た
り
の
余
剰
が
極
端
に
少
な
い
中
国

の
農
村
で
は
、
そ
の
よ
う
な
突
発
的
な
国
家
資
本
の
本
源
的
蓄
積
に
適

応
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
国
家
は
、
農
村
の
人
民
公
社

化
と
「
農
産
品
の
統
制
購
入
販
売
」
を
導
入
し
、
農
民
の
生
産
し
た
農

産
物
を
系
統
的
に
収
奪
す
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
。
国
家
は
、
「
統

制
購
入
販
売
」
に
よ
っ
て
農
産
物
の
価
格
を
低
額
に
設
定
し
、
比
較
的

高
額
に
設
定
さ
れ
た
工
業
製
品
と
の
価
格
差
に
よ
っ
て
小
農
か
ら
剰
余

労
働
を
収
奪
す
る
と
と
も
に
、
都
市
労
働
者
に
対
し
て
は
配
給
切
符
を

支
給
し
て
労
働
者
の
消
費
物
資
を
労
働
力
の
再
生
産
を
保
証
す
る
最
低

限
度
に
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
剰
余
労
働
を
搾
取
し
、
小
農
、
都
市

労
働
者
か
ら
徴
収
し
た
剰
余
労
働
を
原
資
と
し
て
国
家
資
本
の
本
源
的

蓄
積
を
お
こ
な
い
つ
つ
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
に
国
家
資
本
主
義

の
工
業
化
を
達
成
し
た
。
固
定
資
本
の
一
年
の
蓄
積
率
は
最
高
三
〇
～

四
〇
％
に
も
達
し
た
（
同
：
五
一
）
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
都

市
と
農
村
の
対
立
と
い
う
中
国
資
本
主
義
の
基
本
矛
盾
が
形
成
さ
れ
た
。

　

中
国
の
問
題
は
基
本
的
に
、
も
と
も
と
資
源
が
少
な
い
発
展
途

上
の
人
口
大
国
が
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
周
辺
の
地
政
学
的
環
境
の

圧
力
の
下
で
、
主
要
に
は
政
府
が
自
民
族
に
対
し
て
搾
取
す
る
内

発
型
蓄
積
を
通
じ
て
工
業
近
代
化
を
追
求
し
た
経
験
プ
ロ
セ
ス
に

あ
る
。 

（
同
：
一
七
）

　

国
家
資
本
主
義
の
本
源
的
蓄
積
の
た
め
の
資
源
を
提
供
し
た
者
は
、

人
口
の
八
割
以
上
を
構
成
す
る
小
農
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
都
市
に
数

千
万
規
模
の
労
働
力
を
提
供
し
つ
つ
、
国
家
資
本
主
義
の
工
業
化
の
た

め
に
全
剰
余
労
働
を
捧
げ
た
。
農
民
が
こ
の
よ
う
な
負
担
に
耐
え
る
こ

と
が
で
き
た
重
要
な
要
因
は
、
中
国
の
農
村
に
伝
統
的
に
維
持
さ
れ
て

き
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
治
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
家
族
的
構
造
の

特
徴
を
備
え
た
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
「
地
域
資
源
の
配
置
」
と
「
収

入
と
福
祉
の
結
合
」
と
い
う
二
つ
の
主
要
な
経
済
的
機
能
が
あ
っ
た

（
同
：
四
五
）
。
農
村
に
慢
性
的
な
労
働
力
の
過
剰
が
存
在
し
た
こ
と
が
、

都
市
に
お
け
る
労
働
者
の
低
賃
金
を
規
定
し
、
産
業
構
造
の
転
換
に

伴
っ
て
大
量
の
失
業
が
発
生
し
た
場
合
も
、
そ
れ
が
他
の
途
上
国
に
お

け
る
よ
う
な
都
市
ス
ラ
ム
の
形
成
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

本
来
、
農
民
に
よ
る
土
地
革
命
か
ら
出
発
し
た
中
国
革
命
が
、
国
際

関
係
の
中
で
自
ら
の
国
家
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
軍
事
産
業
優
位
の
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国
家
資
本
主
義
的
工
業
化
の
道
を
進
ま
ざ
る
を
え
ず
、
革
命
の
最
大
の

受
益
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
小
農
の
犠
牲
に
お
い
て
工
業
化
を
達
成
し
た

こ
と
は
、
冷
戦
構
造
に
規
定
さ
れ
た
二
十
世
紀
世
界
資
本
主
義
の
歴
史

が
中
国
に
課
し
た
犠
牲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
都
市
と
農
村
の
「
体
制
的

な
基
本
矛
盾
」
の
中
で
農
民
の
側
も
唯
々
諾
々
と
国
家
に
よ
る
収
奪
を

受
容
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
家
は
、
約
二
〇
〇
〇
万
人
の

餓
死
者
を
出
し
た
と
い
わ
れ
る
一
九
六
〇
～
六
三
年
の
い
わ
ゆ
る
「
三

年
の
自
然
災
害
」
期
の
後
、
「
三
自
一
包
」
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
れ

は
「
自
留
地
を
残
し
、
自
由
市
場
を
設
け
、
自
営
企
業
を
作
り
、
一
戸

ご
と
に
請
負
生
産
」
を
さ
せ
る
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
農
業
生

産
は
飛
躍
的
に
向
上
し
、
農
業
税
が
歳
入
に
占
め
る
割
合
は
八
％
か
ら

二
二
％
に
上
昇
し
た
。
改
革
開
放
後
の
一
九
八
〇
～
八
一
年
の
経
済
不

況
の
後
、
政
府
は
「
農
業
生
産
請
負
制
」
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
、
農

村
に
対
す
る
土
地
の
再
分
配
と
農
産
物
の
自
由
市
場
へ
の
開
放
を
認
め

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
食
料
生
産
は
毎
年
二
〇
％
ず
つ
増

加
し
、
農
業
生
産
額
は
農
工
総
生
産
額
の
四
〇
％
を
占
め
る
ま
で
に
な

り
、
中
国
は
は
じ
め
て
自
力
で
食
糧
問
題
を
解
決
し
た
。

　

「
農
業
生
産
請
負
制
」
に
よ
っ
て
人
民
公
社
制
度
は
最
終
的
に
解
体

さ
れ
、
中
国
は
再
び
伝
統
的
な
小
農
経
営
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
裏
か
ら
言
え
ば
、
中
国
が
一
九
七
〇
年
代
ま
で
に

工
業
化
の
た
め
の
本
源
的
蓄
積
の
歴
史
的
課
題
を
達
成
し
終
え
、
都
市

と
農
村
と
の
間
の
新
し
い
経
済
的
関
係
の
樹
立
が
歴
史
的
課
題
に
な
っ

て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
同
時
に
、
国
家
が
国
内
に
存
在
す
る
経

済
的
資
源
を
一
元
的
に
統
制
管
理
す
る
歴
史
的
段
階
が
終
焉
を
迎
え
、

外
資
の
積
極
的
導
入
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
お
け
る
国
際
的
分

業
体
制
へ
の
依
存
が
深
ま
り
、
国
家
資
本
そ
れ
自
体
の
多
元
化
（
各
政

府
部
門
へ
の
、
ま
た
は
地
方
政
府
へ
の
権
限
の
委
譲
）
と
株
式
会
社
化
お
よ

び
民
営
化
が
不
可
避
の
経
済
的
課
題
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

こ
れ
と
同
時
に
、
中
国
経
済
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
顕
著
と
な
っ
た

経
済
の
金
融
化
、
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム
化
へ
の
対
応
も
求
め
ら
れ
る
と
い
う

難
し
い
局
面
に
遭
遇
し
て
い
る
。

　

二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
も
中
国
の
農
業
従
事
者
は
約
五
億
人
で
あ
り
、

兼
業
「
半
労
働
力
」
を
含
め
る
と
約
六
億
人
に
達
す
る
。
他
方
、
現
時

点
の
農
業
技
術
と
土
地
と
の
正
常
な
比
率
か
ら
い
え
ば
、
農
業
に
必
要

な
人
口
は
約
一
億
人
で
あ
り
、
約
五
億
人
の
労
働
力
は
非
農
業
分
野
で

の
就
業
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
最
大
の
農
業
問
題
は

就
業
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
一
九
八
〇
年
代
に
は
郷
鎮
企
業
が
発
展
し
、

そ
れ
は
農
村
に
お
い
て
約
一
億
四
〇
〇
〇
万
人
の
雇
用
を
創
出
し
た
。

元
来
、
郷
鎮
企
業
は
政
府
に
代
わ
っ
て
農
村
に
お
け
る
就
業
問
題
を
解

決
す
る
役
割
を
託
さ
れ
て
お
り
、
国
家
は
郷
鎮
企
業
に
対
し
て
税
制
、

土
地
、
金
融
な
ど
の
優
遇
措
置
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
一
九
九
四
年

以
降
、
国
家
が
こ
の
優
遇
措
置
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
郷
鎮
企
業

は
私
有
化
の
道
を
進
ま
ざ
る
を
え
ず
、
現
在
で
は
約
六
〇
〇
〇
万
人
の

雇
用
し
か
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
間
、
農
村
人
口
の
流
動



71　●　〈論文〉市場経済の思想――平子友長

化
が
進
み
、
そ
の
数
は
約
一
億
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
除
い

た
と
し
て
も
現
在
の
中
国
農
村
に
は
約
三
億
四
〇
〇
〇
万
人
の
失
業
者

が
存
在
し
て
い
る
。
現
代
中
国
に
お
け
る
犯
罪
率
の
高
さ
は
、
「
農
村

の
就
業
難
と
農
民
の
生
存
の
危
機
」
を
背
景
と
し
て
い
る
（
同
：
一
〇

六
～
一
〇
八
）
。

　

中
国
の
経
済
発
展
と
小
農
問
題
の
関
係
に
つ
い
て
本
格
的
に
展
開
す

る
こ
と
は
、
筆
者
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
筆
者
が
あ
え
て
こ
の
問
題
に
立
ち
至
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
マ
ル
ク
ス
の
小
農
・
小
経
営
概
念
が
非
西
洋
諸

社
会
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
形
成
・
発

展
過
程
を
解
明
す
る
上
で
あ
る
程
度
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
筆
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
か

つ
て
の
い
わ
ゆ
る
従
属
理
論
や
世
界
資
本
主
義
論
が
提
出
し
た
「
従
属

化
」
の
枠
組
み
と
は
異
な
る
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
こ
の
構
想
の
具
体
化
は
別
の
論
文
に

委
ね
ざ
る
を
え
な
い
。

　

中
国
資
本
主
義
の
発
展
を
支
え
た
も
の
は
、
中
国
社
会
が
歴
史
的
に

保
持
し
て
き
た
小
農
の
生
産
力
と
文
化
力
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
的
市

場
の
問
題
と
は
、
究
極
的
に
、
市
場
の
い
わ
ゆ
る
「
自
己
調
節
機
能
」

の
問
題
で
は
な
く
、
市
場
の
外
部
に
「
資
本
の
無
償
自
然
力
」
と
し
て

存
在
す
る
自
然
資
源
お
よ
び
歴
史
的
文
化
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
の
よ
う

に
し
て
「
搾
取
」
と
「
収
奪
」
の
対
象
へ
と
転
換
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

獲
得
さ
れ
た
冨
と
力
を
「
資
本
」
す
な
わ
ち
「
自
己
増
殖
す
る
価
値
」

の
力
へ
と
変
形
す
る
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
あ
る
。

注（
1
） 

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
物
象
化
と
物
化
の
区
別
と
関
連
に
つ
い
て
は
、
平
子

（
二
〇
一
六
）
を
参
照
。

（
2
） 

マ
ル
ク
ス
か
ら
の
引
用
は
、
原
則
と
し
てM

arx/Engels G
esam

tausgabe

（
以
下M

EG
A

と
略
記
）
ま
た
はM

arx/Engels W
erke

（
以
下M

EW

と

略
記
）
か
ら
行
い
、
引
用
箇
所
は
（M

EG
A

巻
数
：
頁
数
）
、（M

EW

巻
数
：

頁
数
）
と
表
記
す
る
。

（
3
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
は
隅
田
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
。

（
4
） 

「
こ
の
よ
う
な
、
自
営
農
民
の
自
由
な
分
割
地
所
有
と
い
う
形
態
は
、
支

配
的
な
正
常
な
形
態
と
し
て
は
、
一
方
で
は
、
古
典
古
代
の
最
良
の
時
代
の

社
会
の
経
済
的
基
礎
を
な
し
て
お
り
、
他
方
で
は
、
近
代
の
諸
国
民
の
も
と

で
は
、
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
か
ら
生
じ
る
諸
形
態
の
一
つ
と
し
て
見
出

さ
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ヨ
ー
マ
ン
リ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
農
民
身
分
、

フ
ラ
ン
ス
の
農
民
が
そ
れ
で
あ
る
。
…
…
自
営
農
民
の
自
由
な
所
有
は
、
明

ら
か
に
、
小
経
営
の
た
め
の
土
地
所
有
の
最
も
正
常
な
形
態
で
あ
る
。
…
…

用
具
に
対
す
る
所
有
は
手
工
業
的
経
営
が
自
由
に
発
展
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
、
こ
れ
と
同
様
に
、
土
地
所
有
は
こ
の
経
営
様
式
が
完
全
に
発
展
す
る

た
め
に
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
土
地
所
有
は
人
格
的
自
立
性
が
発
展
す
る

た
め
の
土
台
を
な
し
て
い
る
。
土
地
所
有
は
、
農
業
が
発
展
す
る
た
め
に
必

要
な
一
つ
の
通
過
点
で
さ
え
あ
る
」
（M

EG
A II/4.2: 746-747

）
。

（
5
） 

「
直
接
的
労
働
者
が
自
分
自
身
の
生
活
手
段
の
生
産
に
必
要
な
生
産
手
段

ま
た
は
労
働
条
件
の
『
占
有
者
』
で
あ
り
続
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
い
て

は
、
所
有
関
係
は
同
時
に
直
接
的
な
支
配
従
属
関
係
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え

な
い
、
そ
れ
ゆ
え
直
接
的
生
産
者
は
不
自
由
人
と
し
て
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
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こ
の
不
自
由
は
、
農
奴
制
、
夫
役
制
か
ら
は
じ
ま
っ
て
単
な
る
貢
納
義
務
制

に
ま
で
弱
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
直
接
的
生
産
者
は
自
分
自
身

の
生
産
手
段
を
占
有
し
て
お
り
…
…
農
耕
お
よ
び
そ
れ
と
結
合
し
た
農
村
家

内
工
業
を
自
立
的
に
営
ん
で
い
る
。
こ
の
自
立
性
は
、
例
え
ば
イ
ン
ド
な
ど

に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
自
活
す
る
小
農
た
ち
が
互
い
に
多
か
れ
少
な

か
れ
自
然
発
生
的
な
生
産
共
同
社
会
を
形
成
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
（M

EG
A II/4.2: 731 

傍
点
は
マ
ル
ク

ス
）
。
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献
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は
じ
め
に

　

歴
史
家
か
つ
知
性
史
研
究
者
J
・
ク
ロ
ッ
ペ
ン
バ
ー
グ
は
、
先
駆
的

著
作
『
不
確
か
な
勝
利
』
（
一
九
八
六
年
）
の
中
で
、
十
九
世
紀
後
半
か

ら
第
一
次
大
戦
直
後
に
及
ぶ
「
大
西
洋
横
断
的
な
言
説
共
同
体
」
の
存

在
を
提
起
し
た

）
1
（

。
以
降
、
D
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
研
究
を
は
じ
め
、
同
時

期
に
お
け
る
北
大
西
洋
両
岸
諸
国
の
間
の
思
想
的
類
縁
性
が
重
要
な
考

察
課
題
と
扱
わ
れ
て
き
た

）
2
（

。
し
か
し
そ
こ
で
主
に
検
討
さ
れ
て
き
た
の

は
、
革
命
を
志
向
す
る
社
会
主
義
と
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
の
間

に
位
置
す
る
、
い
わ
ば
社
会
民
主
主
義
の
諸
理
論
・
政
策
構
想
で
あ
り
、

他
の
知
的
潮
流
を
分
析
す
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
史

研
究
は
未
だ
蓄
積
を
欠
い
て
い
る

）
3
（

。
本
稿
は
、
文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム

（cultural Zionism

）
と
多
文
化
主
義
構
想
と
い
う
主
題
の
下
、
当
該
思

想
史
研
究
に
お
い
て
未
解
明
な
知
的
類
縁
性
に
光
を
当
て
る
。
具
体
的

に
は
、
二
十
世
紀
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
人
の
ユ

ダ
ヤ
系
知
識
人
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
マ
ー
ン
（Alfred E. Zim

m
ern, 

一
八
七
九
―
一
九
五
七
）
と
ホ
ラ
ス
・
カ
レ
ン
（H

orace M
. K

allen, 

一
八

八
二
―
一
九
七
四
）
が
提
示
し
た
互
い
に
相
似
的
な
多
文
化
「
共
生
」
論
、

お
よ
び
両
者
の
背
後
に
存
在
し
た
東
欧
出
身
の
社
会
哲
学
者
ア
ハ
ド
・

ハ
ア
ム
（Ahad H

a ’am

）
の
文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
論
を
照
射
す
る

）
4
（

。

　

ジ
マ
ー
ン
は
、
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
ら
を
嚆
矢
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
観

念
論
（British idealism

）
の
影
響
下
に
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
や
国
際
連
盟
を
設
計
し
た
指
導
的
な
自
由
国
際
主
義
者
の
一
人
と

〈
公
募
論
文
〉

大
西
洋
横
断
的
な
共
鳴

【
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
マ
ー
ン
と
ホ
ラ
ス
・
カ
レ
ン
の
多
文
化
共
生
主
義
】

馬
路
智
仁
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見
な
さ
れ
て
い
る

）
5
（

。
一
方
カ
レ
ン
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
ア
メ

リ
カ
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
論
客
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
の
立
場
を
擁
護

し
た
「
文
化
多
元
主
義
」
（cultural pluralism

）
概
念
の
提
唱
者
と
し
て

知
ら
れ
る

）
6
（

。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
は
共
通
性
に
乏
し
い
。
し
か
し

彼
ら
の
間
に
は
、
（
各
々
の
仕
方
で
の
）
文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
吸
収
を
背

景
と
し
た
、
北
大
西
洋
を
跨
ぐ
密
接
な
知
的
交
流
が
存
在
し
て
い
た

）
7
（

。

そ
の
交
流
を
促
進
し
て
い
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
（
カ
レ
ン
）
あ
る

い
は
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
の
子
孫
（
ジ
マ
ー
ン
）
と
し
て
、
彼
ら
が
各
々
の

居
住
国
に
お
い
て
共
に
抱
い
て
い
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
意
識
で
あ
る
。

　

文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
は
、
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ
文
化
の
復
興
や
革
新
を

通
し
て
、
世
界
に
散
ら
ば
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
間
に
統
一
的
な
民
族
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
一
潮
流
を
意

味
す
る

）
8
（

。
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
ロ
シ
ア
帝
政
下
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い

て
、
そ
の
理
論
的
旗
手
と
し
て
台
頭
し
た
。
彼
は
テ
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル

ツ
ル
ら
政
治
シ
オ
ニ
ス
ト
と
異
な
り
、
独
立
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の

即
時
的
建
設
を
熱
心
に
擁
護
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
当
面
の
目
標

と
し
て
、
全
世
界
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
文
化
復
興
の
中
心
拠
点
と
な
る
一

群
の
文
化
・
学
術
施
設
を
パ
レ
ス
チ
ナ
に
整
備
す
べ
き
と
主
張
し
た
。

ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
ま
た
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
自
ら
の
居
住
国
に
お
け

る
同
化
圧
力
に
抗
し
、
か
つ
多
数
派
民
族
と
共
存
し
つ
つ
ユ
ダ
ヤ
人
と

し
て
の
民
族
的
精
神
を
陶
冶
す
る
方
法
と
し
て
、
「
競
争
的
模
倣
」
の

理
論
を
提
起
し
た

）
9
（

。
大
西
洋
を
挟
み
ジ
マ
ー
ン
と
カ
レ
ン
が
共
に
強
く

影
響
を
受
け
た
の
は
、
特
に
こ
の
競
争
的
模
倣
論
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
主
と
し
て
次
の
三
点
を
主
張
す
る
。
一
点
目
に
、
ジ
マ
ー

ン
と
カ
レ
ン
は
共
に
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
が
提
唱
す
る
文
化
シ
オ
ニ
ズ

ム
の
影
響
下
に
、
類
似
の
多
文
化
「
共
生
」
論
を
組
み
立
て
た
。
二
点

目
に
、
彼
ら
二
人
の
大
西
洋
横
断
的
な
知
的
交
流
が
、
各
々
に
お
け
る

そ
う
し
た
理
論
の
構
築
、
定
式
化
を
促
進
し
た
。
三
点
目
に
、
ジ
マ
ー

ン
と
カ
レ
ン
は
各
自
の
多
文
化
共
生
論
を
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ギ
リ
ス
帝
国

（
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
、
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
の
再
組

織
化
の
理
念
と
し
て
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
論
証
を
通
じ
て
本
稿
は
、

文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
受
容
を
基
底
と
す
る
ジ
マ
ー
ン
と
カ
レ
ン
の
多
文

化
主
義
構
想
を
、
二
十
世
紀
初
期
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
の
重
要
な
一
側
面
と
提
起
す
る
。

　

本
論
の
前
に
、
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。

本
稿
は
こ
の
表
現
を
、
民
族
文
化
間
の
単
な
る
尊
重
や
共
存
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
を
含
む
よ
り
積
極
的
な
行
為
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す

る
。
す
な
わ
ち
多
文
化
「
共
生
」
論
と
は
、
民
族
文
化
間
の
対
等
性
を

前
提
と
し
、
各
々
の
民
族
集
団
は
相
互
的
な
文
化
摂
取
お
よ
び
そ
れ
に

伴
う
自
己
文
化
の
変
容
を
通
し
て
こ
そ
、
自
ら
固
有
の
民
族
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
的
独
自
性
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、

し
た
が
っ
て
個
々
の
民
族
と
民
族
文
化
が
存
立
す
る
た
め
に
は
他
の
民

族
と
の
断
続
的
な
交
流
を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
を
指
し
示
す
。
こ

れ
は
、
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
そ
れ
を
裏
付
け
る
文
化
的
独
自
性
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の
発
展
を
追
求
す
る
と
い
う
意
味
で
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
の
実
現
の
条
件
と
し
て
民
族
間
の
相
互
交
流
と
い
う
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
設
定
す
る
点
で
、
両
者
を
有
機
的
に
結
合

す
る
発
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
体
性
に
、
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
論
と

異
な
る
、
ジ
マ
ー
ン
や
カ
レ
ン
の
多
文
化
「
共
生
」
構
想
の
独
特
さ
が

存
在
す
る

）
10
（

。

一
　

ユ
ダ
ヤ
人
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て

　

一
九
〇
〇
年
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
社
会
学
者
W
・
E
・

B
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
、
「
二
十
世
紀
の
問
題
と
は
皮
膚
の
色
の
境
界
線

（color line

）
の
問
題
で
あ
る
」
と
宣
言
し
た

）
11
（

。
事
実
、
二
十
世
紀
へ
の

世
紀
転
換
期
は
、
人
種
（race

）
を
根
本
的
な
存
在
論
的
範
疇
と
見
な

す
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
人
種
差
別
的
慣
行
・
政
策
の
台
頭
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る

）
12
（

。
M
・
レ
イ
ク
と
H
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
当
時
人
種
に
基
づ
く
人
類
分
断
の
観
念
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
同
時
に
国
内
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
秩
序
を
構
想
す

る
際
の
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
多
く
の
思
想
家
は
、
「
白
人
か
ら
成
る
想
像
の
共
同
体
」
を
秩
序
構

想
の
中
核
に
据
え
た

）
13
（

。
そ
の
よ
う
な
白
人
優
越
主
義
の
最
も
支
配
的
な

形
態
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
種
主
義
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
か

ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
多
数
の
著
名
な
人
物
―
―
た
と
え
ば

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
、
A
・
V
・
ダ
イ
シ
ー
、
W
・
T
・
ス
テ
ッ

ド
、
ア
ン
ド
ル
ー
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ン
ド
ル
フ
・
ド
ス
・

パ
ソ
ス
―
―
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
を
頂
点
と
す
る
人
種
的
階
層

観
に
基
づ
き
、
国
内
社
会
に
お
け
る
政
策
・
制
度
改
変
や
世
界
に
散
ら

ば
る
英
語
圏
の
国
々
（
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
お
よ
び
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
移
住
植
民
地
）
の
政
治
統
合
を
提
唱
し
て
い

た
）
14
（

。

　

カ
レ
ン
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
主
義
の
興
隆
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ

社
会
に
お
け
る
一
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
た
。

彼
は
東
欧
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
移
民
で
あ
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
領
シ
ュ
レ

ジ
エ
ン
の
町
ベ
ー
レ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
）
で
正
統
派

ラ
ビ
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
カ
レ
ン
は
、
子
供
の
と
き
家
族
と
共
に
ボ
ス

ト
ン
へ
移
住
し
た

）
15
（

。
そ
の
後
彼
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
哲
学
を
学
び
、

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
基
づ
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
哲
学
的

多
元
論
に
強
く
感
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
カ
レ
ン
に
対
し
て
、
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
中
心
主
義
へ
対
抗
す
る
た
め
の
理
論
的
道
具
を
提
供

し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
多
元
論
―
―
特
に
そ
こ
で
強

調
さ
れ
る
真
理
や
価
値
の
多
数
性
―
―
を
応
用
し
、
ア
メ
リ
カ
市
民
社

会
を
構
成
す
る
一
民
族
集
団
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
対
等
な
権
利
を
擁

護
し
て
い
く
の
で
あ
る

）
16
（

。

　

そ
の
際
カ
レ
ン
が
矛
先
を
向
け
た
の
は
、「
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
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の
意
味
内
容
で
あ
っ
た
。
元
々
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
は
、
ロ
ン
ド

ン
を
拠
点
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
劇
作
家
イ
ズ
レ
イ
ル
・
ザ
ン
グ
ウ
ィ
ル
の

戯
曲
『
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
』
（
一
九
〇
八
年
）
に
よ
っ
て
広
ま
っ

た
概
念
で
あ
る
。
そ
の
中
で
主
人
公
は
次
の
よ
う
に
叫
ぶ
。
「
ア
メ
リ

カ
は
神
の
坩
堝
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
て
の
民
族
が
互
い
に
溶

け
合
い
、
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
偉
大
な
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ

ト
で
あ
る
！
」
「
真
の
ア
メ
リ
カ
人
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
融
合
、
来
る

べ
き
超
人
な
の
で
あ
る

）
17
（

」
。
し
か
し
、
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
の
意

味
は
そ
の
後
十
数
年
の
間
に
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
数
多
く

の
民
族
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
坩
堝
で
は
な
く
、
い
わ
ば
移
民
の
不
純

物
を
焼
却
し
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
文
化
規
範
や
人
種
的
純
潔

さ
へ
の
服
従
を
強
い
る
よ
う
な
言
説
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
っ
た

）
18
（

。
カ

レ
ン
が
一
九
一
五
年
に
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
』
誌
へ
寄
稿
し
た
長
編
論
文
「
民

主
主
義
対
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
の
中
で
非
難
し
た
の
は
、
こ
う

し
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
主
義
へ
の
同
化
を
迫
る
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・

ポ
ッ
ト
論
で
あ
る

）
19
（

。

　

彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
と
ア
メ
リ
カ
人

の
家
系
の
一
体
性
、
『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
』
人
種
の
共
通
の
利
益
、

お
よ
び
『
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
』
文
明
と
い
う
も
の
が
、
公
共
の
場

で
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
」
。
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
と

い
う
修
辞
の
下
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
た
ち
は
新
た
に
「
ア
メ
リ
カ
人

種
」
と
な
り
、
彼
ら
の
社
会
文
化
的
伝
統
に
従
う
よ
う
強
要
さ
れ
て
い

る
）
20
（

。
カ
レ
ン
は
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
化
と
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
化

が
一
体
化
し
て
い
く
傾
向
を
厳
し
く
批
判
し
、
ア
メ
リ
カ
な
る
も
の
を

再
定
義
し
よ
う
と
努
め
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
本
質
を
、
特
定
の
人
種

や
民
族
文
化
の
発
展
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
、
南
ス
ラ
ヴ
人
な
ど
様
々
な
民
族
を
包
摂
し
、
彼
ら
に
お
け

る
独
自
の
文
化
生
活
の
前
提
条
件
を
成
す
法
的
・
政
治
的
制
度
、
す
な

わ
ち
包
括
的
な
ア
メ
リ
カ
市
民
権
に
見
た
。
カ
レ
ン
が
構
想
す
る
ア
メ

リ
カ
市
民
社
会
と
は
、
多
彩
な
民
族
集
団
が
十
全
な
市
民
権
の
対
等
な

享
受
の
下
、
互
い
の
差
異
を
保
持
し
つ
つ
自
ら
固
有
の
文
化
や
民
族
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
開
花
・
発
展
さ
せ
る
社
会
で
あ
っ
た
。
彼
の
言
葉

に
沿
う
と
、
「
〔
ア
メ
リ
カ
と
い
う
〕
共
和
国
の
制
度
」
は
、
移
民
た
ち

に
お
け
る
「
文
化
的
意
識
の
興
隆
や
社
会
的
自
律
の
背
景
枠
組
み
」
を

構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
化
」（Am

ericanization

）
は
、
個
々

の
民
族
性
の
「
抑
圧
」
で
は
な
く
、
「
解
放
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

）
21
（

。

　

ジ
マ
ー
ン
と
カ
レ
ン
が
交
友
関
係
を
結
ん
だ
の
は
、
後
者
が
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
多
民
族
性
を
擁
護
す
る
た
め
の
理
論
構
築
を
開
始
し
た
と

き
で
あ
っ
た
。
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
両
者
は
北
大
西
洋
の
両
岸
で
ほ
ぼ

同
時
期
に
台
頭
し
た
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
主
義
―
―
産
業
資
本

主
義
の
抑
制
に
お
い
て
進
歩
主
義
的
な
社
会
立
法
と
並
び
、
人
々
の
知

性
や
公
共
精
神
の
発
展
、
し
た
が
っ
て
教
育
の
役
割
を
強
調
す
る
社
会

民
主
主
義
的
潮
流
―
―
に
属
す
る
。
ジ
マ
ー
ン
は
そ
れ
ゆ
え
、
長
年
イ

ギ
リ
ス
に
お
い
て
労
働
者
教
育
協
会
（the W

orkers ’ Educational 
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Association

）
の
活
動
に
従
事
し
、
カ
レ
ン
も
ま
た
、
第
一
次
大
戦
後

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
創
設
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
・
フ
ォ
ー
・
ソ
ー

シ
ャ
ル
リ
サ
ー
チ
で
の
高
等
成
人
教
育
に
ほ
ぼ
生
涯
に
亘
っ
て
携
わ
っ

た
）
22
（

。
し
か
し
彼
ら
を
結
び
付
け
た
よ
り
具
体
的
な
も
の
は
、
民
族
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
意
識
の
共
有
で
あ
っ
た
。
ジ
マ
ー
ン
も
ま
た
、

ユ
ダ
ヤ
人
移
民
の
子
孫
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
中
で
一
定
の
疎

外
感
を
感
じ
て
い
た
。

　

ジ
マ
ー
ン
は
一
八
四
八
年
革
命
に
際
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
ブ

リ
テ
ン
島
へ
渡
っ
た
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
を
祖
父
母
に
持
つ
。
父
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
へ
の
同
化
を
図
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
改
宗
し
た

）
23
（

。
母

は
ユ
グ
ノ
ー
の
家
系
の
出
身
で
あ
っ
た
。
ジ
マ
ー
ン
は
家
庭
に
お
い
て

特
に
母
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
信
条
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
て
学
ぶ
中
で
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
・
上
流
階
級
の
社
会
文
化
規
範
に
接
し
続
け
た

）
24
（

。
し

か
し
彼
は
、
父
系
に
由
来
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
血
へ
の
自
己
意
識
か
ら
、

周
囲
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
と
一
定
の
精
神
的
距
離
を
取
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
〇
五
年
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
講
演
を
行
っ
た
際
、
ジ
マ
ー

ン
は
自
ら
を
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
血
を
一
滴
も
持
た
な
い
よ
そ
者

（alien

）
」
と
形
容
し
た

）
25
（

。

　

そ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
、
彼
の
思
想
発
展
に
二
つ
の
重
要
な
帰
結
を
齎
す
。
第
一
に
、

ジ
マ
ー
ン
は
民
族
文
化
と
国
家
・
公
共
性
の
領
域
は
峻
別
可
能
で
あ
る

と
し
て
、
両
者
の
占
め
る
空
間
の
不
一
致
を
主
張
し
て
い
く
。

　

私
が
民
族
性
（N

ationality

）
と
い
う
も
の
を
尊
重
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
…
…
成
長
す
る
に
つ
れ
抱
く
に
至
っ
た
、
自
ら
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
で
は
な
い
と
い
う
自
覚
、
お
よ
び
血
と
慣
習
に

よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
伝
統
へ
の
私
の
大
き
な
負
債
の
感

覚
に
起
因
す
る
。
…
…
深
遠
な
部
分
に
お
い
て
自
ら
は
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
人
で
は
な
い
と
発
見
し
た
こ
と
、
し
か
し
一
方
で
、
公
共
的

事
が
ら
を
め
ぐ
る
私
の
意
見
は
同
胞
市
民
の
も
の
と
合
致
し
て
い

る
こ
と
、
私
の
公
的
仕
事
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
た
め
に
為
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
私
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
一
般
が
抱

い
て
い
る
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
民
族
は
同
一
の
広
が
り
を
持

つ
と
い
う
安
易
な
哲
学
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た

）
26
（

。

　

彼
は
、
民
族
を
国
家
か
ら
完
全
に
分
離
し
、
前
者
を
脱
政
治
的
か
つ

文
化
的
・
精
神
的
な
統
合
体
と
観
念
す
る
。
そ
の
厳
格
な
二
元
論
は
、

幾
分
極
端
と
映
ず
る
ほ
ど
で
あ
る
。
「
民
族
は
、
宗
教
の
よ
う
に
主
観

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
国
家
（Statehood

）
は
客
観
的
な

存
在
で
あ
る
。
民
族
は
心
理
的
で
あ
り
、
国
家
は
政
治
的
で
あ
る
。
民

族
は
心
の
有
り
様
の
条
件
で
あ
る
が
、
国
家
は
法
支
配
の
条
件
で
あ
る
。

民
族
は
精
神
的
な
財
産
で
あ
り
、
国
家
は
強
制
可
能
な
義
務
を
指
し
示

す
。
民
族
は
感
情
や
思
考
、
生
活
の
仕
方
を
意
味
す
る
が
、
国
家
は
あ
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ら
ゆ
る
文
明
的
生
活
に
不
可
欠
な
必
要
条
件
で
あ
る

）
27
（

」
。

　

第
二
に
、
ジ
マ
ー
ン
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
に
携
わ
り
、
そ
の
過
程
で

文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
自
身
の
思
想
の
中
へ
吸
収
し
て
い
く
。
彼

は
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ

カ
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
橋
渡
し
役
を
担
っ
た
が
、
そ
の
際
ル
イ
ス
・

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
や
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
ら
ア
メ
リ

カ
の
主
要
な
シ
オ
ニ
ス
ト
指
導
者
ヘ
ジ
マ
ー
ン
を
紹
介
し
た
の
は
、『
メ

ノ
ラ
誌
』
（M

enorah Journal
）
の
運
営
な
ど
同
じ
く
シ
オ
ニ
ス
ト
論
客

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
カ
レ
ン
で
あ
る

）
28
（

。
一
九
一
九
年
パ
リ
講
和
会
議

の
最
中
、
ジ
マ
ー
ン
は
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
と
共
に
初
め
て
パ
レ
ス
チ
ナ
を

訪
問
し
た

）
29
（

。
直
後
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
講
演
で
ジ
マ
ー
ン
は
、
シ
オ

ニ
ズ
ム
の
根
本
的
目
的
に
つ
い
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
私
は
「
正

統
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
も
、
正
統
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
も
な
い
」
が
、「
タ

ル
ム
ー
ド
的
な
心
の
習
慣
、
メ
シ
ア
信
仰
的
な
展
望
、
ユ
ダ
ヤ
人
特
有

の
ユ
ー
モ
ア
を
鑑
賞
す
る
能
力
」
と
い
う
様
な
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
的

特
徴
」
を
継
承
、
体
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
民
族
文
化
の
遺
産
」

の
享
有
こ
そ
が
私
を
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
誘
っ
た
の
で
あ
り
、
シ
オ
ニ
ズ
ム

の
存
在
理
由
は
か
か
る
伝
統
的
民
族
文
化
の
復
興
を
通
し
て
、
散
在
す

る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
間
に
「
統
一
的
な
ユ
ダ
ヤ
民
族
意
識
」
を
確
立
す

る
こ
と
で
あ
る

）
30
（

。

　

そ
の
よ
う
に
宣
言
す
る
ジ
マ
ー
ン
を
見
て
、
同
僚
の
イ
ギ
リ
ス
人
シ

オ
ニ
ス
ト
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ラ
ン
ド
マ
ン
は
彼
を
「
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム

の
綱
領
」
の
信
奉
者
と
評
し
て
い
る

）
31
（

。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
も
ま
た
、
ジ
マ
ー

ン
を
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
弟
子
と
見
な
し
て
い
た

）
32
（

。
事
実
ジ
マ
ー
ン
、

さ
ら
に
カ
レ
ン
に
と
っ
て
も
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム

は
き
わ
め
て
重
要
な
知
的
拠
り
所
で
あ
っ
た
。

二
　

文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
摂
取

　

ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
十
九
世
紀
末
、
オ
デ
ッ
サ
―
―
当
時
東
欧
に
お

け
る
ユ
ダ
ヤ
・
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
化
の
復
興
運
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た

―
―
に
て
シ
オ
ン
愛
好
会
（H

ovevei Zion

）
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
台
頭

し
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
顕
著
な
影
響
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た

）
33
（

。
彼

は
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル
ツ
ル
が
ユ
ダ
ヤ
教
に
必
ず
し
も
依
拠
し
な
い

世
俗
的
・
自
由
主
義
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
展
望
し
た
の
に
対
し
、
宗

教
、
お
よ
び
共
通
の
言
語
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
）
や
共
通
の
歴
史
意
識
を
将

来
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
の
根
本
的
な
基
礎
と
見

な
し
た
。
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ
文
化
の
力
に
期
待
し
、

二
つ
の
主
張
を
提
起
す
る
。
一
つ
目
に
彼
は
、
ユ
ダ
ヤ
文
化
の
再
興
は

世
界
中
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
民
族
的
統
合
へ
向
け
た
必
要
不
可
欠
な
条

件
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
二
つ
目
に
、
そ
の
よ
う
に
活
性
化
し
た
固
有

の
民
族
文
化
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
自
ら
の
居
住
国
に
お
い
て
同
化
圧

力
に
抗
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
発
展
さ

せ
て
い
く
上
で
の
精
神
的
防
壁
を
成
す
と
提
唱
し
た

）
34
（

。
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一
八
九
三
年
刊
行
の
「
模
倣
と
同
化
」
は
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
が
同

化
圧
力
へ
対
抗
す
る
具
体
的
な
方
策
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
論
文
で

あ
る

）
35
（

。
そ
の
中
で
彼
は
、
規
模
の
異
な
っ
た
民
族
集
団
間
の
接
触
が
齎

す
二
つ
の
別
個
の
帰
結
を
概
念
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
自
己
削
除
的

（self-eff acing
）
模
倣
」
と
「
競
争
的
（com

petitive

）
模
倣
」
で
あ
る
。

自
己
削
除
的
模
倣
と
は
、
対
峙
す
る
支
配
的
な
民
族
の
文
化
を
複
製
し

よ
う
と
す
る
行
為
を
指
す
。
そ
れ
は
同
化
へ
と
至
る
道
筋
を
意
味
し
て

い
る
。
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
に
よ
る
と
、
こ
の
種
の
模
倣
は
「
民
族
的
な

い
し
共
同
体
的
な
自
己
意
識
」
を
蝕
む
こ
と
に
な
る
。
自
己
削
除
的
模

倣
に
よ
っ
て
民
族
共
同
体
の
自
己
意
識
は
次
第
に
衰
弱
し
、
「
最
終
的

に
そ
の
共
同
体
は
、
生
で
も
死
で
も
な
い
不
自
然
な
状
態
に
達
す
る

）
36
（

」
。

対
照
的
に
、
競
争
的
模
倣
は
多
数
派
民
族
の
文
化
を
選
択
的
に
受
容
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
「
そ
の
共
同
体
独
自
の

0

0

0

精
神
あ
る
い
は
人
格
を
発

現
さ
せ
る
」
方
法
を
意
味
し
た
。
競
争
的
模
倣
を
通
じ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

は
、
彼
ら
本
来
の
文
化
的
特
質
を
一
定
程
度
改
変
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
彼
ら
の
先
祖
が
設
定
し
た
限
界
を
越
え
る
の
で
あ
る

）
37
（

」
。

　

ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
こ
の
よ
う
に
、
他
民
族
（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
の

文
化
の
部
分
的
吸
収
と
そ
れ
に
伴
う
自
民
族
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）
に
お

け
る
文
化
変
容
と
し
て
競
争
的
模
倣
を
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ

は
模
倣
す
る
側
の
民
族
集
団
が
具
現
す
る
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

決
し
て
損
傷
す
る
も
の
で
は
な
い
と
強
調
し
た
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、

む
し
ろ
競
争
的
模
倣
に
よ
る
民
族
文
化
の
改
装
は
、
模
倣
集
団
固
有
の

精
神
を
活
性
化
さ
せ
、「
民
族
的
自
己
意
識
の
強
化
を
齎
す

）
38
（

」
。
ア
ハ
ド
・

ハ
ア
ム
の
競
争
的
模
倣
論
は
、
目
的
を
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強

化
に
設
定
す
る
点
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
目
的
実

現
の
た
め
に
他
民
族
と
の
交
わ
り
（
文
化
の
選
択
的
摂
取
）
を
提
唱
す
る

と
い
う
意
味
で
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
文
字
通
り
彼
は
、

当
該
模
倣
を
指
し
て
「
社
会
集
団
間
的
（intersocial

）
、
あ
る
い
は
民0

族
間
的

0

0

0

（international

）
」
な
プ
ロ
セ
ス
と
形
容
し
て
い
る

）
39
（

。

　

ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
が
持
つ
競
争
的
模
倣
の
能
力
、

す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
人
が
各
々
の
居
住
国
で
民
族
的
精
神
を
陶
冶
す
る
力

に
大
き
な
信
頼
を
寄
せ
て
い
た

）
40
（

。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
か
か
る
模
倣

の
逆
説
的
な
影
響
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
す
る
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
に
よ
る
競
争
的
模
倣
が
、
そ
の
個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
に
お
い

て
は
民
族
意
識
の
発
展
を
齎
し
得
る
一
方
で
、
他
方
で
は
世
界
中
の
ユ

ダ
ヤ
人
全
て
の
間
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
統
一
的
な
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
不
可
能
と
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
。こ
れ
は
、
個
々

の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
共
同
体
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
環
境
（
居
住
国
）
で
、

そ
の
地
域
固
有
の
多
数
派
民
族
の
文
化
を
受
容
・
内
面
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
彼
ら
相
互
に
共
通
す
る
文
化
的
特
質
が
相
対
的
に
漸
減
し
て
い

く
。
結
果
、
文
化
的
に
相
互
に
大
き
く
異
な
る
集
団
と
し
て
疎
外
を
引

き
起
こ
し
、
単
一
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
い
う
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
を
妨
げ
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
間
の
離
反
を
防
ぐ
た
め
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
が
提
唱
し
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た
の
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
文
化
の
中
心
拠
点
の
創
設
で

あ
る
。
彼
の
主
張
に
沿
う
と
、
故
国
に
お
け
る
文
化
拠
点
は
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
共
同
体
に
と
っ
て
の
文
化
的
共
通
項
と
し
て
機
能
し
、
以
っ
て
世

界
に
散
在
す
る
彼
ら
の
間
の
民
族
的
統
一
を
支
え
る
。
「
〔
ユ
ダ
ヤ
人
〕

各
々
の
集
合
は
そ
れ
固
有
の
環
境
の
模
倣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
道
筋

に
沿
い
、
独
自
の
個
性
を
発
展
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ

の
文
化
拠
点
―
―
「
そ
う
し
た
集
合
全
て
を
強
く
惹
き
つ
け
る
で
あ
ろ

う
」
中
心
点
―
―
は
彼
ら
が
互
い
に
離
反
す
る
可
能
性
を
排
除
す
る

）
41
（

。

S
・
ジ
ッ
パ
ー
ス
タ
イ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
に

と
っ
て
そ
の
中
心
点
は
、
ま
さ
し
く
世
界
各
地
に
お
け
る
「
豊
か
で
多

種
多
様
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
近
代
的
民
族
文
化
に
と
っ
て
の
共
通
基
盤
」
を

意
味
し
て
い
た

）
42
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
に
お
け
る
将
来

の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
の
中
核
と
し
て
、
大
規
模
な
文
化
・
学
術
施
設

―
―
図
書
館
や
博
物
館
、
文
学
協
会
、
出
版
所
、
ま
た
神
学
や
科
学
の

ア
カ
デ
ミ
ー
な
ど
―
―
の
確
立
を
希
求
す
る

）
43
（

。
こ
う
し
た
故
国
の
文
化

拠
点
が
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
も
共
有
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
的
統
一

性
を
保
障
し
、
同
時
に
そ
の
保
障
を
通
し
て
彼
ら
の
競
争
的
模
倣
を
促

す
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
、
そ
の
よ
う
な
文
化
施

設
を
中
心
と
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
は
、
少
な
く
と
も

当
面
自
立
し
た
主
権
国
家
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
明
言
し
た
。
彼
に

と
っ
て
独
立
し
た
ユ
ダ
ヤ
国
家
の
樹
立
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
全
体
の
民
族
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
個
々
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
お
け
る
民
族
的
精
神
双

方
の
成
熟
の
後
に
来
る
、
最
終
段
階
に
位
置
す
る
事
が
ら
で
あ
っ
た

）
44
（

。

　

こ
の
よ
う
な
文
化
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の

中
で
ユ
ダ
ヤ
人
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
意
識
に
悩
む
ジ
マ
ー
ン
の
共

感
を
誘
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
他
民
族
と
の
交
わ
り
の
重
要
性
を
定
式

す
る
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
競
争
的
模
倣
論
は
、
彼
に
対
し
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
社
会
へ
の
参
画
と
父
系
か
ら
継
承
し
た
ユ
ダ
ヤ
文
化
の
遺
産
の
陶

冶
を
両
立
さ
せ
る
道
筋
を
提
示
し
た
。
一
九
〇
五
年
初
め
て
ア
ハ
ド
・

ハ
ア
ム
の
著
作
に
接
し
た
ジ
マ
ー
ン
は
、
彼
を
現
代
に
お
け
る
「
最
も

洞
察
力
に
富
ん
だ
政
治
思
想
家
の
一
人
」
と
評
し
、
そ
の
と
き
の
感
銘

を
記
し
て
い
る
。
ジ
マ
ー
ン
は
と
り
わ
け
彼
の
「
模
倣
と
同
化
」
を
取

り
上
げ
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
対
し
て
「
真
の
ユ
ダ
ヤ
愛
国
心
」
を
涵
養

す
る
方
法
を
示
す
論
文
と
賞
賛
す
る

）
45
（

。
一
九
一
四
年
ジ
マ
ー
ン
は
、
当

時
ロ
ン
ド
ン
に
居
住
し
て
い
た
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
と
直
接
面
会
す
る
機

会
を
得
た
。
そ
の
直
後
彼
は
カ
レ
ン
に
宛
て
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
を
「
ま

さ
に
本
物
の
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
」
と
讃
え
た
。
他
方
で
ジ
マ
ー
ン
は
、
ユ

ダ
ヤ
教
義
の
順
守
か
ら
疎
遠
な
自
ら
の
世
俗
主
義
ゆ
え
に
感
じ
た
、
メ

ン
タ
ー
と
の
精
神
的
距
離
に
つ
い
て
も
伝
え
て
い
る

）
46
（

。
し
か
し
そ
う
し

た
距
離
が
、
彼
に
よ
る
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
擁
護
を
弱
化
さ
せ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た

）
47
（

。
先
述
の
パ
レ
ス
チ
ナ
訪
問
後
の
講
演
に
お
い
て
、
ジ

マ
ー
ン
は
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
主
張
に
倣
い
、
そ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地

に
ユ
ダ
ヤ
文
化
の
本
拠
地
を
設
立
す
べ
き
と
提
言
す
る
。
そ
の
よ
う
な
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文
化
中
心
地
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
の
統
一
的
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
柱
石
、
「
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
そ
の
外
部
に
お

け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
の
結
節
点
と
し
て
機
能
す
る
」
で
あ
ろ
う

）
48
（

。

　

北
大
西
洋
の
対
岸
で
カ
レ
ン
も
ま
た
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
競
争
的

模
倣
論
を
摂
取
し
た
。
一
九
一
〇
年
代
前
半
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
多
元
論

に
依
拠
し
つ
つ
多
民
族
平
等
な
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
を
構
想
し
て
い
た

カ
レ
ン
は
、
レ
オ
ン
・
サ
イ
モ
ン
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
ア
ハ
ド
・
ハ

ア
ム
の
著
述
を
読
み
、
そ
の
多
民
族
の
間
の
関
係
性

0

0

0

、
と
り
わ
け
ユ
ダ

ヤ
人
と
他
の
民
族
間
の
そ
れ
を
理
論
化
す
る
典
拠
を
得
た

）
49
（

。
カ
レ
ン
は

競
争
的
模
倣
論
を
用
い
、
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
見
か
け
上
相
対
立

す
る
二
つ
の
営
み
を
同
時
に
遂
行
し
得
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
特
有
な
民
族
的
精
神
の
顕
示
、
他
方
に
お
け

る
周
囲
の
民
族
諸
集
団
と
の
交
流
―
―
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
そ
者
と
し
て

ア
メ
リ
カ
社
会
の
中
で
疎
外
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
―
―
を
通
じ
た
不
断
の

文
化
変
容
、
の
二
つ
で
あ
る
。
カ
レ
ン
の
言
葉
に
拠
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人

共
同
体
は
「
精
神
や
文
化
に
お
い
て
自
律
的
か
つ
自
己
意
識
を
発
揮
す

る
」
一
方
で
、
「
自
ら
の
置
か
れ
た
環
境
に
お
け
る
様
々
な
影
響
力
」

を
吸
収
し
、
内
在
化
し
て
い
く
の
で
あ
る

）
50
（

。

　

他
方
で
カ
レ
ン
は
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
や
ジ
マ
ー
ン
と
異
な
り
、
可

能
な
限
り
早
期
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
独
立
国
家
を
樹
立
す
べ

き
と
提
起
す
る
。
彼
は
こ
の
主
張
を
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
国
際
協
調
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
を
主
と
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
多

民
族
主
義
を
相
似
的
に
捉
え
る
観
念
か
ら
導
き
出
す
。
論
考
「
シ
オ
ニ

ズ
ム
と
民
主
主
義
へ
の
格
闘
」
（
一
九
一
五
年
）
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
、
カ
レ
ン
に
と
っ
て
旧
世
界
の
「
国
際
主
義
」
―
―
諸
国
家
間
の

「
民
主
的
で
協
同
的
な
連
合
」
―
―
は
、
ア
メ
リ
カ
の
多
民
族
主
義
に

と
っ
て
の
原
型
で
あ
っ
た

）
51
（

。
こ
う
し
た
相
似
性
の
観
念
を
支
え
て
い
た

の
は
、
故
国
に
お
け
る
自
前
の
国
民
国
家
の
存
在
が
、
ア
メ
リ
カ
の
移

民
諸
集
団
に
よ
る
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
全
に
お
い
て
最
も
根

源
的
な
精
神
的
基
礎
を
成
す
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
レ

ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
国
家
の
み
で
な
く
、
中
・
東
欧
地
域
に
お
け
る
民
族
自

決
を
も
積
極
的
に
擁
護
し
た
。
こ
の
点
、
ジ
マ
ー
ン
と
対
照
的
で
あ
る
。

ジ
マ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
領
に
組
み
込
ま
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
文

化
拠
点
を
の
み
想
定
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
中
・
東
欧
に
お
け

る
民
族
自
決
に
否
定
的
立
場
を
と
り
、
そ
こ
に
は
多
民
族
か
ら
成
る
民

主
的
な
広
域
的
国
家
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
た

）
52
（

。

　

カ
レ
ン
が
観
念
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
協
調
と
ア
メ
リ
カ
多
民
族
主

義
の
相
似
性
は
、
後
者
の
「
外
縁
」
に
つ
い
て
重
要
な
帰
結
を
伴
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
で
の
民
族
自
決
に
歴
史
的

に
馴
染
ま
な
い
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
、
特
に
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
を

自
身
の
構
想
す
る
多
民
族
平
等
な
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
か
ら
除
外
す
る

傾
向
に
あ
っ
た
。
同
様
に
ジ
マ
ー
ン
も
、
差
別
主
義
的
な
発
想
を
有
し

て
い
た
。
彼
は
次
節
で
見
る
多
文
化
主
義
的
な
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
構
想

に
お
い
て
、
帝
国
統
治
下
の
熱
帯
ア
フ
リ
カ
や
（
イ
ン
ド
以
外
の
）
ア
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ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
々
の
文
化
を
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
互
恵

的
交
流
に
資
す
る
こ
と
の
無
い
非
文
明
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た

）
53
（

。

三
　

多
文
化
共
生
の
帝
国
と
ア
メ
リ
カ

　

一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
中
葉
に
か
け
て
ジ
マ
ー
ン
は
シ
オ
ニ

ズ
ム
と
並
行
し
、
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
運
動
に
深
く
関
与
し
た
。
こ

れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
ド
ミ
ニ
オ
ン
（
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
南
ア
フ
リ
カ
）
の
政
治
的
統
合
を
機
軸
と
す
る
イ

ギ
リ
ス
帝
国
の
再
編
―
―
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

の
創
設
―
―
を
目
指
し
、
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
カ
ー
テ
ィ
ス
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

カ
ー
ら
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ル
ナ
ー
の
幼
稚
園
」
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
ア

ド
ヴ
ォ
カ
シ
ー
団
体
で
あ
る

）
54
（

。
同
運
動
に
携
わ
る
中
ジ
マ
ー
ン
は
、
ブ

リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
政
治
機
構
の
設
計
に
よ
り
傾
注

し
た
カ
ー
テ
ィ
ス
と
異
な
り
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
構
成
す
る
存
在
論

的
単
位
（
個
人
・
人
種
・
民
族
）
や
そ
れ
ら
単
位
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
構

想
に
焦
点
を
当
て
た

）
55
（

。
そ
の
過
程
で
彼
は
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
文
化

シ
オ
ニ
ズ
ム
の
応
用
に
基
づ
く
、
多
文
化
「
共
生
」
に
特
徴
づ
け
ら
れ

る
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
提
示
す
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ジ
マ
ー
ン
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
構
想
は
、
分
析
上
三
つ

の
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
彼
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
、

多
民
族
が
織
り
成
す
政
治
共
同
体
と
観
念
し
た
。
そ
の
際
、
カ
レ
ン
の

ア
メ
リ
カ
論
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
一
九
一
四
年
、
カ
レ
ン
は

「
民
主
主
義
対
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
の
執
筆
に
先
立
っ
て
、
ジ
マ
ー

ン
に
対
し
自
身
の
抱
く
多
民
族
平
等
な
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
の
構
想
を

伝
え
た
。
ジ
マ
ー
ン
は
そ
の
返
書
に
お
い
て
、
カ
レ
ン
に
啓
発
さ
れ
た

と
明
記
す
る
。
「
私
は
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
対
し
不
当
で
あ
っ
た
と

悟
り
始
め
た
」
。
そ
の
国
は
決
し
て
一
つ
の
民
族
と
し
て
で
な
く
、
「
広

大
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
中
の
多
様
な
民
族
の
集
積
」
と
し
て
理
解
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
「
規
模
や
理
念
に
お
い
て
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
、
つ
ま
り
連
合
王
国
で
は
な
く
、
我
々
が
帝

国
と
呼
ぶ
巨
大
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
類
似
し
て
い
る

）
56
（

」
。
ジ
マ
ー
ン

は
こ
の
認
識
を
『
民
族
と
統
治
』
（
一
九
一
八
年
）
の
中
で
開
陳
し
、「
ア

ジ
ア
人
（Asiatics

）
、
ス
ラ
ヴ
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
オ
ラ

ン
ダ
人
…
…
、
〔
こ
れ
ら
が
〕
切
り
離
せ
な
い
ほ
ど
密
接
に
交
錯
し
、
単

一
の
民
族
性
で
は
な
く
国
家
（Statehood

）
と
い
う
結
き
付
き
を
通
し

て
束
ね
ら
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」
こ
そ
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
「
縮
図
」
で
あ
る
と
主
張
し
た

）
57
（

。
こ
の
よ
う
に
ジ

マ
ー
ン
は
、
カ
レ
ン
の
描
く
多
民
族
的
ア
メ
リ
カ
と
い
う
レ
ン
ズ
を
介

し
て
見
た
合
衆
国
と
相
似
的
な
政
治
共
同
体
と
し
て
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
構
想
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
人
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
み
で
な
く
、
他
の
様
々
な
民
族
―
―

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
、
（
南
ア
フ

リ
カ
に
居
住
す
る
）
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ド
イ
ツ
人
、
イ
ン
ド
人
な
ど
―
―
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を
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
主
要
構
成
主
体
と
措
定
し
、
加
え
て
こ
の
巨
大

な
政
治
体
は
彼
ら
の
「
相
互
的
な
寛
容
、
理
解
お
よ
び
協
同
」
に
立
脚

す
る
も
の
と
特
徴
づ
け
た

）
58
（

。

　

第
二
に
、
ジ
マ
ー
ン
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
構
成
す
る
個
々
の
民
族

を
、
本
来
的
に
脱
国
境
的
な
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
存
在
と
概
念
化

す
る
。
そ
の
際
彼
は
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
が
唱
道
し
た
《
中
心
（
パ
レ

ス
チ
ナ
文
化
拠
点
）
・
散
在
（
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
）
》
の
観
念
を
、
普
遍
的
に

ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
民
族
に
も
適
用
し
た
。
ジ
マ
ー
ン
に
と
っ
て
各
々
の

民
族
は
、
民
族
の
郷
土
―
―
民
族
文
化
の
揺
籃
の
地
―
―
と
そ
こ
へ
の

深
遠
な
精
神
的
愛
着
を
統
合
原
理
と
な
す
、
国
境
横
断
的
な
結
合
体
で

あ
る
。

　

個
人
と
同
じ
よ
う
に
民
族
は
、
そ
れ
自
身
の
郷
土
（hom

e

）

を
持
た
な
け
れ
ば
、
言
い
換
え
る
と
そ
の
民
族
に
と
っ
て
心
地
の

良
い
親
密
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
場
所
、
い
わ
ば
そ
の
民
族
の
魂

を
象
徴
す
る
火
が
中
央
の
神
殿
で
燃
え
続
け
て
い
る
場
所
が
存
在

し
な
け
れ
ば
、
健
全
で
幸
福
な
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現

代
世
界
は
国
境
を
越
え
る
世
界
（w

orld of super-states

）
、
す
な

わ
ち
不
断
の
移
動
と
移
住
の
世
界
で
あ
る
。
…
…
異
国
に
い
る
〔
あ

る
民
族
の
〕
構
成
員
は
、
自
分
た
ち
の
伝
統
が
ど
こ
か
で
維
持
さ

れ
て
い
る
、
…
…
さ
ら
に
自
分
た
ち
の
精
神
は
そ
の
根
源
の
地
で

常
に
活
性
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
自
覚
し
て
い
る
限
り
、
民
族

の
一
体
性
を
愛
す
る
こ
う
し
た
者
の
魂
は
満
ち
足
り
る
の
で
あ
る

）
59
（

。

　

ジ
マ
ー
ン
に
お
け
る
こ
う
し
た
脱
国
境
的
な
統
合
体
と
し
て
の
民
族

概
念
は
、
第
一
節
で
見
た
、
民
族
と
国
家
の
関
係
を
め
ぐ
る
彼
の
厳
格

な
二
元
論
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
民
族
は
本
質
的
に
脱
政

治
的
な
結
合
、
し
た
が
っ
て
「
国
境
」
と
い
う
政
治
的
境
界
に
束
縛
さ

れ
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
成
員
資
格
は
専
ら
共
通
の
祖
先
よ
り
血
脈

と
文
化
的
伝
統
（
言
語
、
文
学
、
音
楽
、
演
劇
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
は
じ
め

と
し
た
）
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る

）
60
（

。

　

第
三
に
、
ジ
マ
ー
ン
は
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
競
争
的
模
倣
論
に
依
拠

し
、
脱
国
境
的
な
諸
民
族
に
よ
る
、コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
内
各
地
で
の
「
共

生
」
―
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
体
的

遂
行
―
―
を
想
定
し
た
。
ジ
マ
ー
ン
の
表
現
に
沿
う
と
、
民
族
は
各
々
、

自
ら
の
文
化
的
伝
統
の
「
不
断
の
再
解
釈
」
を
通
じ
て
民
族
的
自
己
意

識
を
陶
冶
す
る
。
こ
う
し
た
文
化
的
再
解
釈
は
、
周
囲
の
民
族
文
化
の

選
択
的
摂
取
に
基
づ
く
た
め
、
そ
の
対
象
と
な
る
民
族
の
「
内
面
的
な

精
神
生
活
に
対
す
る
洞
察
」
を
必
要
と
す
る
。
他
方
、
文
化
の
か
か
る

部
分
的
吸
収
と
精
神
的
活
性
化
で
は
な
く
、
「
醜
き
模
倣
」
を
追
求
す

る
民
族
は
「
堕
落
、
お
よ
び
人
格
の
完
全
な
喪
失
」
へ
至
る
こ
と
に
な

る
）
61
（

。
彼
は
論
考
「
民
族
主
義
と
国
際
主
義
」
（
一
九
二
三
年
）
の
中
で
、

当
時
の
国
際
連
盟
体
制
下
で
国
際
協
調
を
意
味
す
る
傾
向
の
あ
っ
た

“internationalism
”

を
、
民
族
的
精
神
を
涵
養
す
る
そ
の
よ
う
な
文
化
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的
な
相
互
交
流
を
指
し
示
す
用
語
と
し
て
再
定
義
し
て
い
る
。

　

国
際
主
義
（internationalism

）
を
適
切
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
諸
国
家
の
間
の
接
触
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、

元
々
の
民
族
へ
の
所
属
を
放
棄
し
た
脱
民
族
主
義
者
や
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ン
の
間
の
交
流
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
…
…
真
の
国

際
主
義
と
は
諸
民
族
の
間
の
交
流
、
よ
り
正
確
に
は
、
諸
民
族
の

高
尚
か
つ
最
も
特
徴
的
な
表
象
物
や
顕
示
物
の
間
の
交
錯
の
こ
と

で
あ
る
。
…
…
〔
喩
え
る
な
ら
ば
〕
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
主

要
な
三
つ
の
民
族
の
間
の
真
の
交
錯
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
モ

リ
エ
ー
ル
、
ゲ
ー
テ
の
そ
れ
で
あ
る

）
62
（

。

　

ジ
マ
ー
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
民
族
文
化
の
相
互
交
流
が
、
諸
民
族

に
よ
る
選
択
的
な
文
化
摂
取
と
そ
れ
に
付
随
す
る
自
己
文
化
の
変
容
を

通
し
て
「
交
差
的
な
肥
沃
化
」
（cross-fertilization

）
、
す
な
わ
ち
各
々

独
自
の
民
族
的
精
神
の
発
展
を
齎
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
生
で
は
な
く
、
強
大
な
民
族
（
た
と
え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

人
）
が
他
の
民
族
の
文
化
的
伝
統
を
抑
圧
な
い
し
同
化
す
る
行
為
を
、

彼
は
「
文
化
帝
国
主
義
」
（cultural im

perialism

）
と
表
現
し
、
厳
し
く

批
判
し
た

）
63
（

。
ジ
マ
ー
ン
が
観
念
す
る
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ

ル
ス
は
、
そ
う
し
た
文
化
帝
国
主
義
と
は
疎
遠
な
、
多
彩
な
民
族
が
相

互
的
寛
容
と
理
解
に
基
づ
き
、
互
恵
的
発
展
を
遂
げ
る
場
を
意
味
し
て

い
た
。

　

ジ
マ
ー
ン
が
カ
レ
ン
の
多
民
族
的
ア
メ
リ
カ
論
に
感
化
さ
れ
た
よ
う

に
、
カ
レ
ン
も
ま
た
、
ジ
マ
ー
ン
や
彼
が
携
わ
っ
た
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー

ブ
ル
運
動
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
構
想
に
顕
著
な
共

感
を
示
し
た
。
カ
レ
ン
は
ジ
マ
ー
ン
を
通
し
て
同
運
動
の
動
向
を
把
握

し
、
「
類
似
の
民
族
間
問
題
」
を
抱
え
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
望
ま

れ
る
「
非
常
に
優
れ
た
発
信
組
織
」
と
称
賛
す
る

）
64
（

。
そ
の
結
果
彼
は
、

自
ら
が
展
望
す
る
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
―
―
包
括
的
な
ア
メ
リ
カ
市
民

権
を
平
等
に
享
受
す
る
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
含
む
多
民
族
社
会
―
―
を
ジ

マ
ー
ン
ら
が
頻
繁
に
用
い
た
表
現
に
よ
っ
て
提
示
す
る
。
「
我
々
は
真

の
連
邦
国
家
へ
発
展
す
る
過
程
に
あ
る
。
…
…
〔
そ
れ
は
〕
諸
民
族
か

ら
成
る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（com

m
onw

ealth of nationalities

）
を
内
実

と
す
る
偉
大
な
共
和
国
」
に
他
な
ら
な
い

）
65
（

。

　

カ
レ
ン
は
ジ
マ
ー
ン
と
同
様
、
民
族
の
成
員
資
格
を
文
化
の
共
有
と

併
せ
て
、
共
通
の
祖
先
に
由
来
す
る
血
統
に
求
め
た
。
「
時
間
軸
上
個

人
の
背
後
に
は
、
ま
た
そ
の
個
人
の
特
質
の
中
に
は
、
歴
然
と
彼
の
先

祖
が
存
在
す
る
。
空
間
上
彼
の
周
囲
に
は
親
族
や
血
縁
者
が
存
在
し
、

彼
と
共
に
遠
き
過
去
の
祖
先
を
追
想
し
て
い
る
。
…
…
こ
う
し
た
諸
存

在
が
文
字
通
り
、
彼
の
民
族
性
（natio

）
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
66
（

」
。

カ
レ
ン
の
描
く
ア
メ
リ
カ
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
各
々
こ
の
よ
う
な

連
綿
た
る
血
筋
並
び
に
共
通
の
文
化
に
基
づ
く
民
族
諸
集
団
が
、
互
い

の
文
化
的
伝
統
を
受
容
・
内
面
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
通
し
て
独
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自
の
民
族
的
精
神
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
で
「
異
化
」
（dissim

ilation

）
を

果
た
す
。
カ
レ
ン
は
競
争
的
模
倣
論
を
背
後
に
据
え
た
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

の
差
異
化
と
相
互
交
流
が
共
時
的
に
進
行
す
る
そ
う
し
た
有
機
的
な
多

文
化
社
会
を
奏
楽
に
准
え
た
。

　

「
ア
メ
リ
カ
文
明
」
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
」
の
協
同
的
な
ハ
ー

モ
ニ
ー
の
完
成
を
意
味
す
る
と
言
え
る
。す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
残
滓
や
不
潔
さ
、
困
窮
が
除
去
さ
れ
た
状
態
、
統
一
性

の
中
の
多
様
性
、
あ
る
い
は
人
類
の
調
和
の
と
れ
た
奏
楽
で
あ
る
。

…
…
民
族
集
団
各
々
は
自
然
の
楽
器
で
あ
り
、
彼
ら
の
精
神
や
文

化
は
そ
の
楽
器
が
奏
で
る
主
題
や
旋
律
で
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て
の

ハ
ー
モ
ニ
ー
お
よ
び
不
一
致
や
不
協
和
音
は
、
そ
の
摩
擦
も
相

俟
っ
て
、
文
明
の
交
響
曲
を
作
り
出
す

）
67
（

。

　

第
一
次
大
戦
後
、
カ
レ
ン
は
「
民
主
主
義
対
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ

ト
」
を
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
文
化
と
民
主
主
義
』
（
一
九
二

四
年
）
の
中
に
再
録
し
、
以
上
の
有
機
的
多
文
化
社
会
の
構
想
を
「
文

化
多
元
主
義
」
と
命
名
し
た

）
68
（

。
そ
れ
は
、
各
々
の
文
化
変
容
を
伴
う
民

族
集
団
間
の
断
続
的
な
相
互
交
流
―
―
全
体
と
し
て
「
文
明
の
ハ
ー
モ

ニ
ー
」
を
生
み
出
す
―
―
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
市
民

社
会
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
変
容
を
通
じ
て
各
民
族
が
自
身
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
発
揚
し
て
い
く
―
―
他
と
「
異
化
」
し
、
自
ら
の
「
主

題
」
や
「
旋
律
」
を
奏
で
る
―
―
、
し
た
が
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
後
者
が
前
者
に
資
す
る
形
で
一
体
的
に

進
展
す
る
「
共
生
」
社
会
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
レ
ン
の
文
化
多
元
主
義
論
と
ジ
マ
ー
ン
の
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
構
想
は
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
文
化

シ
オ
ニ
ズ
ム
の
摂
取
を
基
底
と
し
て
互
い
に
相
似
形
を
成
す
も
の
で

あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
カ
レ
ン
と
ジ
マ
ー
ン
に
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に

お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
民
族
自
決
、
ま
た
中
・
東
欧
地
域
に
お
け
る
民
族

自
決
を
め
ぐ
っ
て
顕
著
な
相
違
点
も
存
在
す
る
。
多
文
化
主
義
構
想
の

中
で
、
カ
レ
ン
は
移
民
集
団
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
民
族
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
保
全
し
て
い
く
最
も
基
礎
的
な
条
件
を
、
郷
土
に
お
け
る

国
民
国
家
の
存
在
に
見
定
め
た
（
そ
れ
ゆ
え
民
族
自
決
を
擁
護
し
た
）
。
そ

れ
に
対
し
て
ジ
マ
ー
ン
は
、
民
族
の
根
本
的
な
統
合
原
理
（
つ
ま
り
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
保
持
の
前
提
）
を
独
立
し
た
主
権
国
家
で
は
な
く
、
郷

土
に
対
す
る
強
固
な
精
神
的
愛
着
に
見
出
し
た
。
こ
う
し
た
相
違
の
一

方
で
、
彼
ら
の
構
想
は
共
通
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

意
識
に
基
づ
き
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
（
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
種
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
人
）
の
圧
力
と
向
き
合
う
中
で
組
み
立
て
ら
れ
た
と
い
う
側
面

を
持
つ
。
そ
れ
ら
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
意
識
を
媒
介
に
、
北
大
西
洋
を
跨

い
で
両
者
が
互
い
の
構
想
を
伝
え
合
う
中
で
案
出
さ
れ
た
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
双
方
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
類
似

の
多
文
化
共
生
論
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　

ジ
マ
ー
ン
と
カ
レ
ン
の
間
の
北
大
西
洋
を
跨
ぐ
思
想
的
類
縁
関
係
は
、

第
一
次
大
戦
後
も
継
続
し
た
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
ジ
マ
ー
ン
は
国

際
連
盟
支
援
下
の
知
的
協
力
機
関
（the Institute for Intellectual 

C
ooperation

）
に
て
副
理
事
を
務
め
、
「
国
際
（international

）
精
神
」

の
陶
冶
を
方
針
と
し
て
様
々
な
民
族
的
背
景
を
持
つ
世
界
中
の
人
々
の

間
の
文
化
交
流
を
強
力
に
推
進
し
た

）
69
（

。
こ
う
し
た
方
針
は
後
に
、
彼
自

身
そ
の
設
立
に
関
与
し
た
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関

（
U 

N 

E 

S 

C 

O
）
の
理
念
の
一
側
面
を
形
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

カ
レ
ン
も
ま
た
長
年
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
・
フ
ォ
ー
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
リ
サ
ー

チ
に
お
い
て
、
「
国
際
精
神
」
の
発
展
と
い
う
標
題
の
下
で
他
の
民
族

文
化
に
対
す
る
内
在
的
理
解
の
重
要
性
を
説
き
続
け
、
様
々
な
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
間
の
積
極
的
交
流
の
促
進
に
努
め
た

）
70
（

。
一
方
は
ア
メ
リ
カ
市
民

社
会
を
念
頭
に
、
他
方
は
地
球
大
の
規
模
で
、
自
ら
の
多
文
化
共
生
論

を
実
践
の
中
で
展
開
し
て
い
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

）
71
（

。

　

ジ
マ
ー
ン
と
カ
レ
ン
の
多
文
化
共
生
構
想
は
、
二
十
世
紀
後
半
以
降

台
頭
す
る
現
代
の
多
文
化
主
義
論
の
歴
史
的
先
駆
の
一
つ
と
言
え
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
間
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
と
文
化
の
関
係
性
を

い
か
に
理
論
化
す
る
か
と
い
う
点
で
重
要
な
相
違
が
存
在
す
る
。
た
と

え
ば
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
者
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
は
、

個
人
の
自
律
的
選
択
と
調
和
す
る
形
で
の
、
文
化
保
護
政
策
を
通
じ
た

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
と
他
の
文
化
の
共
存
を
掲
げ
る
。
ま
た
、
マ
ル
チ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
お
い
て
ヤ
エ
ル
・
タ
ミ
ー
ル
は
、
あ
る
ネ
イ
シ
ョ

ン
が
熟
議
民
主
主
義
を
通
じ
て
自
文
化
を
再
解
釈
し
て
い
く
際
の
い
わ

ば
外
部
的
な
引
き
当
て
基
準
と
し
て
、
他
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
設
定

す
る

）
72
（

。
こ
れ
ら
と
異
な
り
ジ
マ
ー
ン
や
カ
レ
ン
の
構
想
に
お
い
て
は
、

民
族
文
化
同
士
の
相
互
的
交
わ
り
が
積
極
的
に
擁
護
さ
れ
、
文
化
間
の

境
界
が
緩
く
、
相
互
浸
透
的
な
も
の
と
措
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
交
わ
り
（
選
択
的
摂
取
）
を
通
し
て
こ
そ
、
各
々
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
テ
ィ
は
発
展
を
遂
げ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
が

混
ざ
り
合
い
、
断
続
的
に
変
容
し
て
い
く
過
程
を
き
わ
め
て
肯
定
的
に

評
価
し
た
点
に
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
彼
ら
の
多
文
化
主
義
構
想

の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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ニ
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 and Em

pire, Princeton U
niversity Press, 2016, ch. 8.

（
4
） 

ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
一
人
」
を
意
味
す
る
ヘ
ブ
ラ

イ
語
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
彼
の
本
名
は
ア
シ
ェ
ル
・
ギ
ン
ズ
ベ
ル
ク
（Asher 

G
insberg

）
と
い
う
。
本
稿
で
は
彼
が
そ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
た
め
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
を
用
い
る
。

（
5
） Paul R

ich, “A
lfred Z

im
m

ern ’s C
autious Idealism

: T
he League of 

N
ations, International Education, and the C

om
m

onw
ealth, ” in D

avid 
Long and Peter W

ilson eds., Th inkers of the Tw
enty Years’ C

risis: Inter-w
ar 

Idealism
 Reassessed, C

larendon Press, 1995

（
中
村
宏
訳
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

ジ
マ
ー
ン
の
慎
重
な
理
想
主
義
―
―
国
際
連
盟
、
国
際
教
育
、
連
邦
」
宮
本

盛
太
郎
・
関
静
雄
監
訳
『
危
機
の
二
〇
年
と
思
想
家
た
ち
―
―
戦
間
期
理
想

主
義
の
再
評
価
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）; Jeanne M

orefi eld, 
C

ovenants W
ithout Sw

ords: Idealist Liberalism
 and the Spirit of Em

pire, 
Princeton U

niversity Press, 2005; M
ark M

azow
er, N

o Enchanted Palace: 

T
he End of Em

pire and the Ideological O
rigins of the U

nited N
ations, 

Princeton U
niversity Press, 2009, ch. 2

（
池
田
年
穂
訳
『
国
連
と
帝
国
―

―
世
界
秩
序
を
め
ぐ
る
攻
防
の
二
〇
世
紀
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
五
年
、
第
二
章
）;

馬
路
智
仁
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
マ
ー
ン
の
国
際
的
福

祉
社
会
の
構
想
―
―
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
、
国
際
連
盟
、

環
大
西
洋
的
共
同
体
の
思
想
的
連
環
」
『
国
際
政
治
』
第
一
六
八
号
、
二
〇

一
二
年.

（
6
） Sarah Schm

idt, H
orace M

. K
allen: Prophet of Am

erican Z
ionism

, 
C

arlson, 1995; N
oam

 Pianko, “‘T
he True Liberalism

 of Z
ionism

’: 
H

orace K
allen, Jew

ish N
ationalism

, and the Lim
its of A

m
erican 

Pluralism
, ” A

m
erican Jew

ish H
istory 94, no. 4 (2008); Shannon 

A
nderson, Im

m
igration, Assim

ilation, and the C
ultural C

onstruction of 

Am
erican N

ational Identity, Routledge, 2016, ch. 2-3.

（
7
） 

ジ
マ
ー
ン
と
カ
レ
ン
の
交
友
は
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
の

前
者
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
旅
行
を
契
機
に
始
ま
っ
た
。
彼
ら
の
往
復
書
簡
の
大

部
分
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
の
ユ
ダ
ヤ
文
書
館
と
イ
ギ
リ
ス
・

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
ー
ド
リ
ア
ン
図
書
館
の
二
箇
所
に
保
管
さ
れ
て

い
る
。H

orace K
allen Papers, Am

erican Jew
ish Archives (AJA), M

S-1, 
Box 32, Folder 20; M

S Zim
m

ern (Alfred Zim
m

ern Papers), Bodleian 
Library (BO

L), Facsim
iles, c. 118, folio 2–32. 

前
者
は
一
九
一
一
年
か
ら

二
一
年
ま
で
の
書
簡
を
、
後
者
は
一
九
二
二
年
か
ら
三
六
年
ま
で
の
も
の
を

所
収
し
て
い
る
。

（
8
） Shlom

o Avineri, Th e M
aking of M

odern Zionism
: Th e Intellectual O

rigins 

of the Jew
ish State, W

eidenfeld &
 N

icolson, 1981, ch. 11. D
avid 

W
einberg, Betw

een Tradition and M
odernity: H

aim
 Z

hitlow
ski, Sim

on 

D
ubnow, Ahad H

a-Am
, and the Shaping of M

odern Jew
ish Identity, H

olm
es 

&
 M

eier, 1996

も
参
照
。

（
9
） Steven Z

ipperstein, Elusive Prophet: Ahad H
a’am

 and the O
rigins of 

Zionism
, H

alban, 1993.

（
10
） 

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
や
ヤ
エ
ル
・
タ
ミ
ー
ル
ら
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
結
論
部
に
て
立
ち
返
る
。

（
11
） 

第
一
回
汎
ア
フ
リ
カ
会
議
（
ロ
ン
ド
ン
）
に
お
い
て
の
宣
言
で
あ
る
。W

. 
E. B. D

uBois, Th e Souls of Black Folk: Essays and Sketches, A.C
. M

cC
lurg 

&
 C

o., 1903, p. 13.

（
12
） 
一
九
一
一
年
に
は
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
に
て
、
五
〇
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カ
国
以
上
の
知
識
人
・
政
治
家
が
参
加
し
た
世
界
人
種
会
議
（the 

U
niversal R

aces C
ongress

）
も
開
催
さ
れ
た
。G

ustav Spiller ed., Papers 
on Inter-Racial Problem

s C
om

m
unicated to the First U

niversal Races C
ongress, 

P.S. K
ing &

 Son, 1911.
（
13
） M

arylyn Lake and H
enry Reynolds, D

raw
ing the G

lobal C
olour Line: 

W
hite M

en’s C
ountries and the International C

hallenge of Racial Equality, 
C

am
bridge U

niversity Press, 2008, p. 4. Bill Schw
arz, Th e W

hite M
an’s 

W
orld, O

xford U
niversity Press, 2011

も
参
照.

（
14
） D

uncan Bell, “Beyond the Sovereign State: Isopolitan C
itizenship, 

R
ace, and Anglo-Am

erican U
nion, ” Political Studies 62, no. 2 (2013); 

R
obert V

italis, W
hite W

orld O
rder, Black Pow

er Politics: T
he Birth of 

Am
erican International Relations, C

ornell U
niversity Press, 2015; 

井
上
弘

貴
「
ア
ン
ド
ル
ー
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
と
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
統
合
の
構
想

―
―
世
紀
転
換
期
の
環
大
西
洋
に
お
け
る
圏
域
の
可
能
性
」
『
イ
ギ
リ
ス
哲

学
研
究
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
六
年.

（
15
） Schm

idt, H
orace M

. Kallen, pp. 20-21.

（
16
） W

illiam
 Toll, “H

orace M
. K

allen: Pluralism
 and Am

erican Jew
ish 

Identity, ” Am
erican Jew

ish H
istory 85, no. 1 (1997), pp. 60-61. 

ジ
ェ
ー

ム

ズ

の

哲

学

に

つ

い

て

はD
avid Lam

berth, W
illiam

 Jam
es and the 

M
etaphysics of Experience, C

am
bridge U

niversity Press, 1999
な
ど.

（
17
） Israel Z

angw
ill, From

 the G
hetto to the M

elting Pot: Israel Zangw
ill’s 

Jew
ish Plays, ed. Edna N

ahshon, W
ayne State U

niversity Pres, 2006, p. 
288.

（
18
） Philip G

leason, Speaking of D
iversity: Language and Ethnicity in 

Tw
entieth-C

entury Am
erica, Johns H

opkins U
niversity Press, 1992, ch. 2.

（
19
） 

同
論
文
は
二
部
に
分
け
て
刊
行
さ
れ
た
。H

orace K
allen, “D

em
ocracy 

versus the M
elting-Pot: Part I, ” Th e N

ation 100, no. 2590 (February 18, 
1915); “D

em
ocracy versus the M

elting-Pot: Part II, ” Th e N
ation 100, 

no. 2591 (February 25, 1915).

（
20
） K
allen, “D

em
ocracy versus the M

elting-Pot: Part I, ” pp. 193, 194.

（
21
） 

そ
れ
ゆ
え
カ
レ
ン
は
、Jew

ish-Am
erican

やPolish-Am
erican

な
ど
ハ

イ
フ
ン
の
使
用
を
重
視
す
る
。K

allen, “D
em

ocracy versus the M
elting-

Pot: Part II, ” p. 219. 

彼
は
以
下
の
論
考
で
も
こ
れ
ら
の
主
張
を
反
復
し
て

い

る
。 K

allen, “T
he M

eaning of Am
ericanism

, ” T
he Im

m
igrants of 

Am
erica Review 1 (1916).

（
22
） Barbara G

off , “Th e G
reeks of the W

EA: R
ealities and R

hetorics in 
the First Tw

o D
ecades, ” in H

enry Stead and Edith H
all eds., G

reek and 

Rom
an C

lassics in the British Struggle for Social Reform
, Bloom

sbury, 2015, 
pp. 231-3; Schm

idt, H
orace M

. Kallen, pp. 29-30.

（
23
） 

結
果
、
父
は
国
教
会
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。M

S Zim
m

ern, 
BO

L, Box 15, folio 44-5.

（
24
） D

. J. M
arkw

ell, “Z
im

m
ern, Sir A

lfred Eckhard (1879-1957), ” in 
H

.C
.G

. M
atthew

 and Brian H
arrison eds., O

xford D
ictionary of N

ational 

Biography, vol. 60, O
xford U

niversity Press, 2004, pp. 993-4.

（
25
） Zim

m
ern, “U

nited Britain ” (1905), M
S Zim

m
ern, BO

L, Box 136, 
folio 124.

（
26
） Zim

m
ern, N

ationality and G
overnm

ent, C
hatto &

 W
indus, 1918, pp. 

65-6.

（
27
） Ibid., p. 51.

（
28
） 

カ
レ
ン
が
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
や
そ
の
他
知
己
の
知
識
人
に
宛
て
て

記
し
た
ジ
マ
ー
ン
の
紹
介
文
はM

S Zim
m

ern, BO
L, Box 13

に
所
収
さ

れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
指
導
者
の
中
で
特
に
ジ
マ
ー
ン
と
親

交
を
深
め
た
の
は
、
彼
の
著
書
『
ギ
リ
シ
ャ
の
共
和
国
』
（Th e G

reek 

C
om

m
onw

ealth, 

一
九
一
一
年
）
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
ジ
マ
ー
ン
が
そ
の
中
で
描
い
た
ペ
リ
ク
レ
ス
期
の
ア
テ
ネ

民
主
政
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
べ
き
ユ
ダ
ヤ
政
治
社
会
の
モ
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デ
ル
を
見
出
し
て
い
た
。Philippa Strum

, Louis D
. Brandeis: Justice for the 

People, H
arvard U

niversity Press, 1984, pp. 237-43.

（
29
） 

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
視
察
旅
行
の
途
上
、
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
政
治
情
報
部
の
一
員
と
し
て
パ
リ
講
和
会
議
に
参
加
し
て
い
た
ジ
マ
ー
ン

を
誘
っ
た
。

（
30
） Z

ionist O
rganisation (London Bureau), “Proceedings at M

eeting, 
August 19th, 1919, ” M

S Zim
m

ern, BO
L, Facsim

iles, c. 118, folio 195. 
Zim

m
ern, N

ationality and G
overnm

ent, p. 84

も
見
よ
。

（
31
） Z

ionist O
rganisation (London Bureau), “Proceedings at M

eeting, 
August 19th, 1919, ” folio 188.

（
32
） N

elson D
aw

son, Brandeis and Am
erica, U

niversity Press of K
entucky, 

1989, pp. 95-6.

（
33
） Zipperstein, Elusive Prophet, pp. 67-104.

（
34
） Jacques K

ornberg, “At the C
rossroads: An Introductory Essay, ” in 

K
ornberg ed., At the C

rossroads: Essays on Ahad H
a’am

, SU
N

Y Press, 
1983, pp. xv-xxvii; A

nita Shapira, “H
erzl, A

had H
a- ‘A

m
, and 

Berdichevsky: C
om

m
ents on T

heir N
ationalist C

oncepts, ” Jew
ish 

H
istory 4 (1990), pp. 59-69.

（
35
） Ahad H

a ’am
, “H

ikuy ve-hitbolelut ” [1893], in Kol kitvei Ahad H
a’am

 
( Th e C

ollected W
orks of Ahad H

a’am
), D

vir, 1947. 

本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
や

イ
ギ
リ
ス
で
流
布
し
た
そ
の
英
訳
を
用
い
る
。Ahad H

a ’am
, “Im

itation 
and Assim

ilation, ” in Selected Essays by Ahad H
a’am

, trans. Leon Sim
on, 

Jew
ish Publication Society of Am

erica, 1912.

（
36
） Ahad H

a ’am
, “Im

itation and Assim
ilation, ” pp. 113-4.

（
37
） Ibid., pp. 115-6 

（
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
を
反
映
）.

（
38
） Ibid., p. 117.

（
39
） Ibid., p. 112 

（
傍
点
筆
者
）.

（
40
） Ibid., pp. 118-9.

（
41
） Ibid., p. 123.

（
42
） Zipperstein, Elusive Prophet, p. 80.

（
43
） Avineri, Th e M

aking of M
odern Zionism

, pp. 114-7; W
einberg, Betw

een 

Tradition and M
odernity, pp. 274-82.

（
44
） 

ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
は
主
張
す
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
対
し
、
ユ
ダ
ヤ
精
神
は

「
現
在
、
あ
ま
り
多
く
を
必
要
と
し
て
い
な
い
」
。
「
そ
れ
は
独
立
国
家
で
は

な
く
、
そ
の
根
源
の
地
に
そ
れ
自
身
の
発
展
に
資
す
る
諸
条
件
の
創
出
の
み

を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
諸
条
件
と
は
、
農
業
や
手
工
芸
か
ら
科
学

や
文
学
に
及
ぶ
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
が
妨
害
無
く
勤

し
め
る
よ
う
な
、
適
し
た
大
き
さ
の
入
植
地
で
あ
る
。
」Ahad H

a ’am
, “Th e 

Jew
ish State and the Jew

ish Problem
, ” in N

ationalism
 and the Jew

ish 

Ethic: Basic W
ritings of Ahad H

a’am
, ed. H

ans K
ohn, Schocken Books, 

1962, pp. 78-9. 

ま
た
、
彼
は
自
ら
の
非
国
家
主
義
的
な
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
基

づ
き
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
が
共
存
す
る
バ
イ
・

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
連
合
国
家
（confederation

）
を
展
望
し
た
。Ahad H

a ’am
, 

“After the Balfour D
eclaration, ” in N

ationalism
 and the Jew

ish Ethic.

（
45
） Zim

m
ern, “Th eodor H

erzl and the Jew
ish Renaissance, ” Th e O

utlook 
(Septem

ber 23, 1905), pp. 395-6. 

彼
は
一
九
〇
五
年
、
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ

ル
で
開
か
れ
た
第
七
回
シ
オ
ニ
ス
ト
大
会
に
出
席
し
、
そ
こ
で
ア
ハ
ド
・
ハ

ア
ム
の
著
作
に
出
会
っ
た
。

（
46
） 

彼
は
カ
レ
ン
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
精
神
的
距
離
を
独
特
な
表
現
で
伝
え

て
い
る
。
「
私
が
恐
れ
る
の
は
、
彼
が
私
を
あ
ま
り
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

的
人
間
と
見
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」Letter from

 
Z

im
m

ern to K
allen, 12 April 1914, H

orace K
allen Papers, AJA, Box 

32, Folder 20, folio 50.
（
47
） 

た
と
え
ば
一
九
一
八
年
ジ
マ
ー
ン
は
、
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
を
「
民
族
主
義

に
つ
い
て
の
偉
大
な
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
」
と
賛
称
し
て
い
る
。Zim

m
ern, 

N
ationality and G

overnm
ent, p. 98.
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（
48
） Zionist O

rganisation, “Proceedings at M
eeting, August 19th, 1919, ” 

folio 209, 211, 215. 

お
そ
ら
く
彼
自
身
の
世
俗
主
義
を
反
映
し
、
ジ
マ
ー

ン
の
文
化
拠
点
構
想
に
、
宗
教
・
神
学
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
関
す
る
言
及
は
な

い
。

（
49
） Ahad H

a ’am
, Selected Essays by Ahad H

a’am
, trans. Leon Sim

on.

（
50
） K

allen, “D
em

ocracy versus the M
elting-Pot: Part II, ” pp. 218-9. 

N
oam

 Pianko, Zionism
 and the Roads N

ot Taken: Raw
idow

icz, K
aplan, 

Kohn, Indiana U
niversity Press, 2010, pp. 46-7

も
参
照
。

（
51
） K

allen, “Zionism
 and the Struggle Tow

ards D
em

ocracy, ” Th e N
ation 

101, no. 2621 (Septem
ber 23, 1915), p. 379.

（
52
） 

彼
は
、
十
九
世
紀
中
葉
J
・
S
・
ミ
ル
に
対
抗
し
て
多
民
族
国
家
を
構
想

し
た
ジ
ョ
ン
・
ア
ク
ト
ン
（Lord Acton

）
の
議
論
を
継
承
し
て
い
る
。
馬

路
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
マ
ー
ン
の
国
際
的
福
祉
社
会
の
構
想
」
二
〇
―
二

一
頁
。

（
53
） Z

im
m

ern, Th e Th ird British Em
pire, O

xford U
niversity Press, 1926, 

pp. 81, 138.

（
54
） John K

endle, T
he Round Table M

ovem
ent and Im

perial U
nion, 

U
niversity of Toronto Press, 1975.

（
55
） 

カ
ー
テ
ィ
ス
は
帝
国
議
会
や
帝
国
行
政
府
、
さ
ら
に
成
文
の
帝
国
憲
法
の

確
立
を
提
唱
し
た
。
彼
は
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
運
動
の
中
核
的
人
物
で
あ

る
。Lionel C

urtis ed., Th e C
om

m
onw

ealth of N
ations, Part I, M

acm
illan, 

1916.

（
56
） Letter from

 Z
im

m
ern to K

allen, 12 A
pril 1914, H

orace K
allen 

Papers, AJA, Box 32, Folder 20, folio 49-50.

（
57
） Zim

m
ern, N

ationality and G
overnm

ent, p. 123.

（
58
） Ibid., p. 71. 

た
だ
し
ジ
マ
ー
ン
は
、
英
領
イ
ン
ド
を
構
成
す
る
人
々
の
多

様
性
を
真
剣
に
考
慮
し
て
い
な
い
。

（
59
） Ibid., pp. 96-7. 

同
様
な
一
節
と
し
てibid., p. 84

も
参
照
。
た
だ
し
か

か
る
主
張
に
お
い
て
ジ
マ
ー
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
と
異
な
り
、
他
の
諸

民
族
の
「
郷
土
」
に
各
々
の
文
化
拠
点
を
「
新
た
に
再
建
す
べ
き
」
と
は
要

求
し
な
い
。

（
60
） Ibid., pp. 78, 124.

（
61
） Ibid., pp. 51, 118, 123-4.

（
62
） Zim

m
ern, “N

ationalism
 and Internationalism

, ” p. 93.

（
63
） Z

im
m

ern, Th e Th ird British Em
pire, O

xford U
niversity Press, 1926, 

pp. 139-40, 142-3. 

管
見
に
よ
る
と
ジ
マ
ー
ン
は
、
「
文
化
帝
国
主
義
」
と

い
う
表
現
を
用
い
た
早
期
の
人
物
で
あ
る
。

（
64
） 

加
え
て
彼
は
、
ジ
マ
ー
ン
の
解
釈
を
通
し
た
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
運
動

を
高
く
評
価
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
私
は
あ
な
た
〔
ジ
マ
ー
ン
〕が
表

現
す
る
と
こ
ろ
の
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
運
動
の
立
場
に
完
全
に
共
感
す
る
」
。

Letter from
 K

allen to Z
im

m
ern, 30 O

ctober 1915, H
orace K

allen 
Papers, AJA, Box 32, Folder 20, folio 118-9.

（
65
） K

allen, “D
em

ocracy versus the M
elting-Pot: Part II, ” p. 219 

（
イ
タ

リ
ッ
ク
を
加
え
て
原
語
を
強
調
）.

（
66
） K

allen, “D
em

ocracy versus the M
elting-Pot: Part I, ” p. 194

（
イ
タ

リ
ッ
ク
は
原
著
）..

（
67
） K

allen, “D
em

ocracy versus the M
elting-Pot: Part II, ” pp. 219-20.

（
68
） K

allen, C
ulture and D

em
ocracy in the U

nited States, Arno Press, 1970 
[1924], p. 11.

（
69
） Z

im
m

ern, “T
he D

evelopm
ent of the International M

ind, ” in T
he 

Problem
s of Peace, O

xford U
niversity Press, 1927. 

既
存
の
邦
訳
に
従
っ
て

‘international m
ind ’

を
「
国
際
精
神
」
と
記
し
た
が
、
本
稿
の
行
論
を
踏

ま
え
る
と
「
民
族
間
精
神
」
と
も
訳
し
得
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
70
） Schm

idt, H
orace M

. Kallen, p. 30. 
（
71
） 

た
だ
し
ジ
マ
ー
ン
の
連
盟
知
的
協
力
論
に
お
い
て
は
、
よ
り
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
重
き
が
置
か
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
涵
養
と
い
う
点
は
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幾
ら
か
後
景
に
退
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
72
） W

ill K
ym

licka, M
ulticultural C

itizenship: A Liberal Th eory of M
inority 

Rights, O
xford U

niversity Press, 1995

（
角
田
猛
之
他
訳
『
多
文
化
時
代

の
市
民
権
―
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
自
由
主
義
』
晃
洋
書
房
、
一
九
九

八
年
）; Yael Tam

ir, Liberal N
ationalism

, Princeton U
niversity Press, 1993

（
押
村
高
他
訳
『
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
』
夏
目
書
房
、
二
〇

〇
六
年
）
な
ど
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
思
想
史
、
多
文
化
共
生
、
文
化

シ
オ
ニ
ズ
ム
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
マ
ー
ン
、
ホ
ラ
ス
・
カ
レ
ン

［
付
記
］

 

　

筆
者
は
本
稿
の
要
旨
を
、
政
治
思
想
学
会
第
二
四
回
研
究
大
会
（
二
〇
一

七
年
五
月
、
於
早
稲
田
大
学
）
自
由
論
題
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
て
報
告
す
る
機
会

を
得
た
。
同
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
多
彩
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
参
加
者

諸
氏
、
お
よ
び
本
稿
初
稿
へ
有
意
義
な
ご
指
摘
を
下
さ
っ
た
二
名
の
本
誌
匿

名
レ
フ
ェ
リ
ー
に
深
謝
す
る
。

 

　

な
お
本
稿
は
、JSPS

科
研
費17K

18174

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

昨
今
、社
会
政
策
や
社
会
思
想
を
論
じ
る
際
、「
社
会
的
経
済
（économ

ie 

sociale; social econom
y

）
」
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
社

会
的
排
除
」
や
「
新
し
い
社
会
問
題
」
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
多
元
的

か
つ
個
別
的
な
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
こ
と
や
、
当
事
者
自
身
の
サ
ー
ビ

ス
参
加
に
よ
っ
て
ニ
ー
ズ
の
表
出
を
促
進
す
る
役
割
な
ど
が
日
本
で
も

期
待
さ
れ
て
い
る
（
西
川 

二
〇
〇
七; 

大
沢 

二
〇
一
一
）
。
そ
の
先
駆
と

さ
れ
る
欧
州
に
お
い
て
「
社
会
的
経
済
」
は
概
し
て
次
の
二
点
を
意
味

す
る
。
一
つ
に
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
は
、
「
営
利
を
目
的
と
し
な
い

（non-for-profi t

）
」
市
民
部
門
の
組
織
を
指
し
、
そ
こ
に
は
協
同
組
合
、

共
済
組
合
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
財
団
法
人
が
含
ま
れ
る
。
い
ま
一
つ

に
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
で
は
、
多
元
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
共
通
目
的
と
す

る
、
三
部
門
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
た
複
合
的
経
済
制
度

を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
営
利
企
業
部
門
の
市
場
経
済
、
政
府
部
門
の
非

市
場
経
済
、
そ
し
て
市
民
部
門
の
非
貨
幣
経
済
、
以
上
三
部
門
間
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
「
社
会
的
経
済
」
は
構
成
さ
れ
る
（
エ
バ
ー

ス et 

ラ
ヴ
ィ
ル 

二
〇
〇
七; D

efourny, H
ulgård and Pestoff  2014

）
。
一
九

七
〇
年
代
後
半
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
「
社
会
的
経
済
」
に
対
し
て

改
め
て
多
方
面
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
制
度
整
備
も
進
め
ら
れ
て
き

た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
協
同
組
合
・
共
済
組
合
・
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

〈
公
募
論
文
〉

第
三
共
和
政
前
期
フ
ラ
ン
ス
の 「
社
会
的
経
済
」 の 

展
開
に
関
す
る
思
想
史
的
分
析

【
ジ
ッ
ド
、
マ
ビ
ヨ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を
中
心
に
し
て
】

野
末
和
夢
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全
国
連
絡
委
員
会
（C

.N
.L.A.M

.C
.A.

）
の
設
立
に
よ
っ
て
、
両
大
戦

間
期
以
降
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
続
け
て
い
た
協
同
組
合
、
共
済
組
合
、
そ

し
て
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
市
民
部
門
と
し
て
全
国
レ
ベ
ル
の
連
合
を
形

成
し
た
。
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
社
会
的
経
済
法
（
「
社
会
的
経

済
の
各
種
活
動
に
関
す
る
一
九
八
三
年
七
月
二
十
日
法
」
）
な
ど
の
成
立
を

皮
切
り
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
組
織
は
法
制
度
上
統
合
さ
れ
る
と
と
も
に
、

三
部
門
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
強
化
に
連
な
る
改
革
が
今
日
ま
で
行

わ
れ
て
き
た
（D

raperi 2014
）
。

　

で
は
、
な
ぜ
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
い
た
る
ま
で
「
社
会
的
経
済
」

に
関
す
る
改
革
が
進
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
。
別
言
す
れ
ば
、
な

ぜ
「
社
会
的
経
済
」
を
代
表
す
る
市
民
部
門
の
連
携
関
係
が
―
―
さ
ら

に
は
政
府
部
門
な
ど
と
の
関
係
が
―
―
フ
ラ
ン
ス
的
近
代
に
お
い
て
制

度
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
研
究
者
の
説
明
に
よ

れ
ば
、
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
（
労
働
者
の
団
結
禁
止
法
）
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
大
革
命
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
家
と
個
人
を
介
在
す
る
中

間
団
体
の
制
度
化
は
忌
避
さ
れ
続
け
た
（Rosanvallon 2004; cf. 
野
末 
二

〇
一
五
）
。
十
九
世
紀
末
に
い
た
っ
て
自
律
性
が
一
定
程
度
承
認
さ
れ

た
と
は
い
え
、
そ
の
中
間
団
体
に
担
わ
れ
る
「
社
会
的
経
済
」
は
、
両

大
戦
期
以
降
の
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
型
資
本
主
義
と
ケ
イ
ン
ズ
主
義
的
福

祉
国
家
が
と
も
に
成
長
し
て
い
く
過
程
で
、
社
会
政
策
を
め
ぐ
る
議
論

か
ら
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
以

降
に
「
社
会
的
経
済
」
に
関
す
る
制
度
改
革
や
理
論
研
究
が
行
わ
れ
た

の
は
、
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
や
「
ポ
ス
ト
産
業
社
会
」
へ
の
応
答
を

視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
圏
由
来
の
新
自
由
主
義
に

向
け
た
対
抗
言
説
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

ど
を
提
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
（
モ
ロ
ー 

一
九
九
六; C

hevallier 

1986; D
raperi 2014

）
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
説
明
は
、
市
民
部
門

内
外
の
連
携
関
係
あ
る
い
は
「
社
会
的
経
済
」
の
不
在
を
外
的
要
因
に

還
元
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
C
・
ジ
ッ
ド
や
L
・
マ
ビ
ヨ
な
ど
の
知
的

エ
リ
ー
ト
に
牽
引
さ
れ
た
十
九
世
紀
末
以
降
の
協
同
組
合
と
共
済
組
合

の
運
動
は
、
と
も
に
組
織
規
模
を
拡
大
し
続
け
た
事
実
が
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
（D

reyfus 2001; Toucas-Truyen 2005

）
、
な
ぜ
現
代
に
至
る
ま

で
の
過
程
で
「
社
会
的
経
済
」
と
し
て
連
携
関
係
を
形
成
せ
ず
に
い
た

の
か
に
つ
い
て
制
度
史
的
説
明
ば
か
り
に
回
答
を
求
め
る
こ
と
も
出
来

な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
「
社
会
的
経
済
」
に
連
な
る
認
識
枠
組
み
が
一
定
程

度
形
成
さ
れ
た
（
と
い
う
）
十
九
―
二
十
世
紀
転
換
期
の
思
想
史
的
文

脈
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
制
度
整
備
と
同

時
並
行
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
史
に
通
底
す
る
「
社
会
的
経
済
」
思
想
も
探

求
さ
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
内
で
は
、
共
済
組
合
憲
章
（
一
八
九
八
年
）

や
結
社
法
（
一
九
〇
一
年
）
と
い
っ
た
法
制
度
の
成
立
背
景
な
ど
と
併

せ
て
、
C
・
ブ
グ
レ
が
「
第
三
共
和
政
の
公
式
の
哲
学
様
式
」
と
し
て

ま
と
め
た
連
帯
主
義
（solidarism

e

）
（Bouglé 1907: 1

）
や
、
社
会
問
題

に
対
す
る
民
間
研
究
組
織
の
社
会
資
料
館
（M

usée social

）
に
参
集
し
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た
論
者
の
言
説
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
（G

ueslin 1998; C
hanial et 

Laville 2002; H
orne 2004

）
。
し
か
し
先
行
研
究
は
、
連
帯
主
義
や
社
会

資
料
館
に
属
す
る
論
者
と
そ
れ
ら
の
外
部
（
経
済
的
自
由
主
義
、
国
家
社

会
主
義
な
ど
）
に
属
す
る
論
者
と
の
対
立
関
係
を
扱
う
ば
か
り
で
、
内

部
に
見
ら
れ
る
思
想
対
立
に
焦
点
を
当
て
て
は
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で

は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
視
座
と
は
異
な
り
、
連
帯
主

義
や
社
会
資
料
館
の
内
部
に
お
い
て
発
生
し
た
、
「
社
会
的
経
済
」
を

め
ぐ
る
思
想
対
立
を
検
討
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
外
在
的
説

明
の
み
な
ら
ず
、
萌
芽
期
の
「
社
会
的
経
済
」
の
制
度
形
成
を
困
難
に

し
た
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
的
要
因
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
以
下

で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
社
会
的
経
済
」
に
つ
い
て
先
行
研
究
の
関
係
か

ら
論
じ
た
上
で
、
本
稿
の
構
成
を
展
開
し
て
い
く
。

一
　

「
社
会
的
経
済
」
の
思
想
史
研
究

　

齊
藤
（
二
〇
一
二
）
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
九
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
に

お
け
る
社
会
的
経
済
展
覧
会
（Exposition d ’économ

ie sociale

）
の
実
施

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
社
会
的
経
済
」
が
十
九
世
紀
末
に
提
唱
さ
れ

る
に
あ
た
っ
て
F
・
ル
・
プ
レ
の
思
想
に
由
来
す
る
学
派
（
ル
・
プ
レ

学
派
）
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
第
二
帝
政
期
に
ル
・
プ
レ
は
、

古
典
派
経
済
学
や
大
規
模
官
僚
制
（
行
政
権
力
の
肥
大
化
）
を
批
判
し
つ

つ
、
家
族
構
造
の
観
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
に
お
け
る
（
自
営
業
や

農
民
な
ど
も
含
む
）
労
働
者
の
生
活
実
態
に
つ
い
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

分
析
に
基
づ
い
た
調
査
を
実
施
し
た
。
大
衆
的
貧
困
な
ど
の
社
会
問
題

へ
の
対
応
を
視
野
に
入
れ
て
ル
・
プ
レ
は
、
雇
主
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

に
由
来
す
る
企
業
内
福
利
事
業
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
家
族
生
活
の
保
護

を
重
要
視
す
る
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
論
を
唱
え
た
。
「
社
会
的
経
済
」

の
思
想
的
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
そ
れ
は
、
ル
・
プ
レ
自
身
が
運
営

委
員
長
を
担
当
し
た
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
展
示
部
門
に
て

示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
想
は
L
・
セ
イ
や 

É
・
シ
ェ
イ
ソ

ン
な
ど
と
い
っ
た
、
十
九
世
紀
末
の
社
会
的
経
済
展
覧
会
の
運
営
者
や

社
会
資
料
館
の
設
立
者
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
以
上
、
齊
藤 

二
〇
一
二
： 

第
三
章
、
第
四
章
）
。

　

一
八
九
四
年
の
社
会
資
料
館
の
設
立
時
、
運
営
に
あ
た
っ
て
共
有
さ

れ
た
理
念
は
、
会
則
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
社
会
的
経
済
の
常

設
展
示
」
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
「
一
八
八
九
年
の
社
会
的
経
済
展

覧
会
の
継
承
」
で
あ
る
（M

usée social 1895, 1896; cf. H
orne 2004

）
。

シ
ェ
イ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
（C

heysson 1894

）
、
複
数
の
大
学
（Faculté des 

lettres de Paris

やÉcole libre des sciences politiques

）
に
て
「
社
会
経
済
学
」

講
座
が
創
設
さ
れ
た
よ
う
に
、「
社
会
的
経
済
」
に
対
す
る
認
識
は
徐
々

に
普
及
し
始
め
た
。
と
り
わ
け
一
八
八
九
年
万
博
を
契
機
に
し
て
「
社

会
的
経
済
」
は
、
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
原
理
と
し
た
、
「
大
多
数

者
の
物
理
的
か
つ
道
徳
的
境
遇
を
改
善
す
る
」
事
業
＝
「
社
会
事
業
」

を
担
う
制
度
／
組
織
の
総
体
と
し
て
理
解
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
証
左
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と
し
て
協
同
組
合
や
共
済
組
合
な
ど
の
市
民
を
主
体
と
す
る
組
織
活
動

の
興
隆
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
背
景
の
中
、
社
会
資
料
館

に
集
っ
た
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ジ
ッ
ド
は
、
社
会
資
料
館
に
よ
る
一

九
〇
〇
年
万
博
の
出
展
報
告
を
機
会
に
し
て
、
「
社
会
的
経
済
」
を
主

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
で
実
践
さ
れ
て
い
る
「
社
会
事
業
」
と
の
関
連
か
ら

定
義
し
、
学
問
的
体
系
化
を
行
っ
た
。
彼
に
よ
る
体
系
化
の
試
み
は
当

時
か
ら
一
定
程
度
共
有
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
大
学
教
授
、
政
治
家
、
実
業
家
な
ど
か
ら
「
社
会
的
経
済
」
の
自

律
性
を
復
権
す
る
た
め
に
参
照
さ
れ
て
き
た
（D

raperi 2014: 8

）
。
代

表
的
研
究
者
の
一
人
M
・
ド
レ
フ
ュ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
今
日
の
社
会
的

経
済
が
、
ま
た
も
し
か
し
た
ら
社
会
的
連
帯
経
済
も
が
、
何
で
あ
る
の

か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ジ
ッ
ド
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
（D

reyfus 2011: 113

）
。

　

ま
た
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
連
帯
主
義
に
関
す
る
思
想
史
研
究
は
幾

分
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
「
社
会
的
経
済
」
の
展
開
に
連
ね
て
連
帯
主

義
を
検
討
し
た
代
表
的
研
究
と
し
て
A
・
ゲ
ラ
ン
『
社
会
的
経
済
の
発

明
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
「
社
会
的
経
済
」
は
連
帯
主

義
に
よ
っ
て
確
立
し
た
と
い
う
。
「
間
違
い
な
く
連
帯
主
義
は
〔
…
〕

社
会
的
経
済
の
フ
ラ
ン
ス
・
モ
デ
ル
の
起
源
で
あ
る
」
（G

ueslin 1998: 

210

）
。
彼
に
よ
れ
ば
、
連
帯
主
義
は
二
つ
の
分
派
を
内
在
し
て
お
り
、

両
派
の
融
和
関
係
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
一
つ
に
は
ジ
ッ
ド
に
象
徴

さ
れ
る
協
同
組
合
主
義
（coopératism

e

）
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
に
は
急

進
社
会
党
の
L
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
象
徴
さ
れ
る
共
和
主
義
的
連
帯
主
義

で
あ
る
。
経
済
学
者
の
ジ
ッ
ド
は
、
「
ニ
ー
ム
派
」
と
も
称
さ
れ
る
協

同
組
合
連
合
（U

.C
.

）
の
指
導
者
と
し
て
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら

協
同
組
合
運
動
の
理
念
や
理
論
を
体
系
化
し
た
。
共
和
政
の
う
ち
に
中

間
団
体
を
位
置
づ
け
直
そ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
、
と
り
わ
け
社
会

的
保
護
の
促
進
を
目
的
と
し
て
国
家
と
共
済
組
合
の
関
係
強
化
に
尽
力

し
、
彼
の
思
想
は
一
九
〇
二
年
設
立
の
フ
ラ
ン
ス
共
済
組
合
全
国
連
盟

（F.N
.M

.F.

）
を
主
導
し
た
マ
ビ
ヨ
と
も
親
和
性
を
持
っ
て
い
た
。
い
ず

れ
に
し
て
も
連
帯
主
義
の
主
張
は
、
国
家
／
個
人
を
媒
介
す
る
中
間
団

体
と
し
て
「
社
会
的
経
済
」
に
連
な
る
組
織
を
再
評
価
し
、
そ
の
社
会

的
機
能
を
提
唱
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
サ
ー
ド
・
セ
ク
タ
ー
の
組
織

化
は
大
い
に
そ
の
連
帯
主
義
の
ド
ク
ト
リ
ン
に
よ
っ
て
い
る
」
。
特
に
、

彼
ら
が
連
帯
主
義
の
実
践
と
い
う
観
点
か
ら
期
待
し
た
協
同
組
合
と
共

済
組
合
は
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
的
経
済
の
二
大
柱
」
を
成
し
た
と
い
う

（G
ueslin 1998: 191, 210

）
。

　

し
か
し
、
以
上
確
認
し
た
「
社
会
的
経
済
」
の
展
開
に
関
す
る
思
想

史
研
究
に
も
い
く
つ
か
の
問
い
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら

を
次
の
二
点
に
要
約
す
る
。
第
一
に
、
ジ
ッ
ド
に
よ
る
「
社
会
的
経
済
」

の
定
義
は
そ
の
思
想
的
系
譜
に
位
置
す
る
ル
・
プ
レ
思
想
を
ど
の
よ
う

に
踏
ま
え
た
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
。
第
二
に
、
先
行
研
究
内
に

て
ジ
ッ
ド
、
マ
ビ
ヨ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
な
ど
の
論
者
は
連
帯
主
義
の
名
の

下
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
「
社
会
的
経
済
」
を
扱
う
に
あ
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た
っ
て
融
和
的
な
関
係
ば
か
り
を
築
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
点
目

に
関
し
て
、
た
し
か
に
連
帯
主
義
を
代
表
す
る
と
さ
れ
る
論
者
の
思
想

は
、
国
家
社
会
主
義
と
自
由
放
任
主
義
（
経
済
的
自
由
主
義
）
と
を
批

判
し
、
そ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
提
出
を
試
み
て
い
る
点
で
は
大
き
く

変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
往
々
に
し
て
連
帯
主
義
の
潮
流
に
組
み
込
ま

れ
て
き
た
ジ
ッ
ド
は
、
む
し
ろ
マ
ビ
ヨ
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
思
想
を
批
判

し
て
彼
ら
の
共
和
主
義
的
連
帯
主
義
と
自
身
の
協
同
組
合
主
義
と
を
峻

別
す
る
。
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
「
協
同
組
合
主
義
も
ま
た
連
帯
を
要
求

す
る
。
〔
…
〕
し
か
し
、
そ
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
形
態
〔
協
同
組
合
〕

が
い
か
な
る
点
で
連
帯
主
義
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
一

層
判
然
と
し
て
は
い
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
「
協
同
組
合
、
特
に
消
費
協

同
組
合
の
綱
領
〔
協
同
組
合
主
義
〕
は
連
帯
主
義
の
綱
領
の
た
ん
な
る

変
形
で
は
な
い
」
（G

ide et R
ist 1947: 640-641

）
。
そ
う
し
た
ジ
ッ
ド
の

区
別
は
知
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
（Audier 2010

）
、

先
行
研
究
上
大
き
く
注
目
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

　

さ
て
以
下
で
は
、
「
社
会
的
経
済
」
の
制
度
化
を
困
難
に
し
た
フ
ラ

ン
ス
的
原
因
の
一
端
に
つ
い
て
、
ジ
ッ
ド
（
協
同
組
合
主
義
）
と
マ
ビ
ヨ
＝

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
（
共
和
主
義
的
連
帯
主
義
）
の
二
者
間
の
思
想
上
の
差
異
に

着
目
し
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
に
付
随
す
る
本
稿
の
課
題
は
以
下
の
二

点
と
な
る
。
第
一
に
世
紀
転
換
期
の
思
想
史
的
文
脈
に
お
い
て
「
社
会

的
経
済
」
に
連
な
る
議
論
に
は
そ
も
そ
も
一
定
程
度
の
合
意
が
形
成
さ

れ
て
い
た
の
か
、
第
二
に
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
思
想
上
の
対
立
関
係
（
あ

る
い
は
融
和
関
係
）
に
基
づ
い
て
い
た
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
で
は
ま
ず
、
簡
潔
に
思
想
史
的
文
脈
を
踏
ま
え
た
後
、
ジ
ッ
ド
に

よ
る
「
社
会
的
経
済
」
の
定
義
を
確
認
す
る
（
第
二
節
）
。
次
に
、
協

同
組
合
運
動
を
牽
引
し
た
ジ
ッ
ド
と
共
済
組
合
運
動
を
牽
引
し
た
マ
ビ

ヨ
の
両
思
想
の
検
討
を
通
じ
て
、
「
社
会
的
経
済
」
の
展
開
に
関
わ
る
、

彼
ら
の
対
立
の
所
在
を
論
じ
る
（
第
三
節
、
第
四
節
）
。
最
後
に
、
今
日

の
思
想
史
研
究
に
触
れ
つ
つ
、
本
稿
で
確
認
し
た
「
社
会
的
経
済
」
概

念
の
射
程
／
限
界
を
ま
と
め
る
。

二
　

「
社
会
的
経
済
」
の
定
義

1
　

「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
に
よ
る
社
会
改
良

　

本
節
で
は
、
社
会
資
料
館
を
中
心
に
し
て
世
紀
転
換
期
の
思
想
史
的

文
脈
を
簡
潔
に
整
理
し
た
後
、
一
九
〇
〇
年
万
国
博
覧
会
の
開
催
を
機

会
に
し
て
ジ
ッ
ド
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
「
社
会
的
経
済
」
が
定
義
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。J
・
ホ
ル
ン
の
研
究
に
よ
れ
ば
（H

orne 

2004

）
、
社
会
資
料
館
の
主
要
会
員
が
依
拠
す
る
思
想
潮
流
は
、
ル
・

プ
レ
学
派
、
社
会
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
社
会
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、

連
帯
主
義
と
四
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
独

立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
論
者
に
は
い
く
つ
か
の
潮
流
が
混

在
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
潮
流
ご
と
に
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
感
染
症
、

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
、
貧
困
、
自
殺
な
ど
に
見
ら
れ
る
社
会
問
題
の
解
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決
方
法
と
し
て
、
市
民
の
自
発
性
・
自
由
意
志
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
「
ア

ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
を
推
奨
す
る

）
1
（

。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
認
識
に

基
づ
い
て
い
る
の
か
。

　

彼
ら
は
社
会
問
題
や
社
会
秩
序
を
「
人
為
的
（artifi ciel

）
」
な
「
連

帯
（solidarité
）
」
の
問
題
と
し
て
扱
う
。
「
人
間
社
会
は
動
物
的
有
機

体
に
類
似
す
る
有
機
体
で
は
な
い
」
（Bourgeois 1896: 60

）
。
例
え
ば
、

肺
結
核
な
ど
の
感
染
症
は
人
間
同
士
の
絶
え
ざ
る
接
触
が
な
け
れ
ば
流

行
し
な
い
し
、
公
衆
衛
生
政
策
は
階
級
、
政
治
信
条
、
人
種
、
宗
教
、

性
差
な
ど
の
境
界
線
を
超
え
て
万
人
を
包
摂
し
な
い
こ
と
に
は
成
果
を

見
込
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
よ
り
高
密
度
で
、
よ
り
複
雑
で
、
よ
り

自
然
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
近
代
社
会
」（Siegfried 1911: 14

）
に
お
い
て
、

特
定
の
個
人
を
対
象
と
し
た
対
症
療
法
に
則
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
問

題
は
解
決
し
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
々
の
相
互
依
存
関
係
を
原

因
と
す
る
「
危
険
」
、
そ
の
不
確
実
で
い
て
非
人
称
の
「
リ
ス
ク
」
は
「
個

人
の
過
失
」
に
還
元
さ
れ
得
な
い
。
J
・
シ
グ
フ
リ
ー
ド
が
強
調
す
る

よ
う
に
、
社
会
問
題
の
範
疇
に
位
置
す
る
「
リ
ス
ク
」
の
発
現
は
、「
個

人
の
過
失
」
よ
り
も
「
集
団
的
無
知
あ
る
い
は
人
間
集
団
の
悪
し
き
組

織
化
」
に
原
因
が
あ
る
と
し
て
（Siegfried 1911: 14

）
、
「
社
会
悪
（m

al 

social

）
」
と
定
義
さ
れ
る
。

　

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
悪
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
事
実
上
の
連

帯
の
把
握
方
法
は
、
L
・
パ
ス
ツ
ー
ル
に
よ
る
細
菌
・
ウ
ィ
ル
ス
の
発

見
か
ら
示
唆
を
受
け
る
形
で
普
及
し
て
い
た
（Ew

ald 1986: 361 et s.

）
。

ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
パ
ス
ツ
ー
ル
の
科
学
革
命
を
契
機
に
し
て
「
感
染

症
は
一
般
法
則
と
な
り
、
病
気
と
死
を
も
っ
て
人
間
同
士
が
依
存
し

合
っ
て
い
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
共
生
の
契
機
は
持
た
な
い
「
病
理
的
連

帯
」が
観
察
さ
れ
た
（G

ide 1932: 11-12; cf. G
ide 1893

）
。
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
に
よ
れ
ば
、
社
会
悪
は
「
そ
の
結
果
が
個
人
に
対
し
て
だ
け
及
ぼ
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
〔
…
〕
社
会
の
す
べ
て
の
成
員
に
対
す
る
不
可

避
な
影
響
」
と
把
握
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
社
会
悪
は
、
そ
の
原
因
と

結
果
と
が
個
人
自
身
を
超
え
た
、
高
さ
、
大
き
さ
、
広
が
り
を
持
つ
」

の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
的
に
は
社
会
悪
の
対
処
に
際
し
て
「
国
民
全
体

の
責
任
が
絶
え
ず
巻
き
込
ま
れ
る
」
（Bourgeois 1914: 42-43

）
。
し
た

が
っ
て
、
連
帯
の
改
良
方
法
は
、
個
人
的
営
為
の
域
を
出
な
い
旧
来
の

慈
善
を
称
揚
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
体
の
構
成
員
と
し
て
あ
ら
ゆ
る

人
々
を
包
摂
す
る
こ
と
が
水
準
と
さ
れ
る
。

　

以
上
の
背
景
か
ら
社
会
資
料
館
の
論
者
は
、
市
民
の
自
発
性
に
由
来

す
る
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
多
種
多
様
な
活
動
を
社
会
悪
の
解
決
方
法

と
し
て
推
奨
し
た
。
そ
の
学
問
的
背
景
と
し
て
は
古
典
派
経
済
学
へ
の

反
省
が
挙
げ
ら
れ
る
。
古
典
派
経
済
学
は
近
代
的
経
済
像
を
従
来
説
明

し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
劣
悪
労
働
、
環
境
汚
染
、
食
品
偽
装
、

大
量
失
業
な
ど
の
社
会
悪
に
十
分
対
応
の
出
来
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
由
主
義
学
派
の
内
部
で
は
P
・
ル
ロ
ワ
＝

ボ
ー

リ
ュ
ー
の
兄
で
あ
る
ア
ナ
ト
ー
ル
の
よ
う
に
、
「
『
自
由
放
任
、
自
由
交

換
』
と
い
う
格
言
」
へ
の
過
剰
な
信
頼
を
「
自
身
の
誤
り
」
と
認
め
る
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な
ど
、
徐
々
に
考
え
を
修
正
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
「
進
歩
を

保
証
す
る
た
め
に
は
経
済
法
則
を
尊
重
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

〔
…
〕
社
会
進
歩
は
意
志
の
成
果
、
心
の
成
果
、
ま
た
献
身
の
成
果
で

あ
る
」
（Leroy-Beaulieu1892: 8

）
。
さ
ら
に
シ
ェ
イ
ソ
ン
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
か
つ
て
人
々
の
生
活
を
補
償
し
て
い
た
家
族
、
工
場
長
、
隣
人

な
ど
の
個
人
に
還
元
さ
れ
る
慈
善
行
為
は
、
産
業
発
展
に
伴
う
都
市
化

の
進
行
に
よ
っ
て
衰
退
し
つ
つ
あ
る
（C

heysson 1899

）
。
ま
た
、
単
な

る
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
（
国
家
介
入
の
拡
大
）
は
、
「
可
視
的
摂
理

（Providence visible

）
と
し
て
の
国
家
」
に
依
存
す
る
だ
け
の
「
結
合
も

自
由
も
な
い
、
無
数
の
個
人
」
を
生
成
す
る
と
し
て
、
危
険
視
さ
れ
る

（C
heysson 1894b: 10

）
。

　

国
家
／
個
人
の
両
極
分
解
化
の
「
危
険
」
に
応
え
る
の
は
両
者
を
媒

介
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
そ
の
危
険
を
回
避
す
る
唯
一
の
方
法

で
あ
る
。
そ
れ
は
同
質
の
力
を
強
固
に
結
束
さ
せ
、
む
な
し
く
も
国
家

に
求
め
ら
れ
て
い
る
、
社
会
問
題
の
解
決
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
」

（C
heysson 1894b: 10

）
。
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
国
家
の
み
で
は
、
ま

し
て
や
営
利
企
業
の
み
で
は
対
応
の
難
し
い
多
元
的
ニ
ー
ズ
（besoins
）

を
市
民
主
体
に
よ
っ
て
充
足
す
る
、
あ
る
い
は
「
民
衆
の
努
力
を
方
向

付
け
、
陶
冶
す
る
」
と
い
っ
た
諸
個
人
を
媒
介
す
る
効
用
を
備
え
て
い

る
（C

heysson 1899: 482

）
。
同
様
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
よ
れ
ば
、
各
ア
ソ

シ
ア
シ
オ
ン
は
「
意
志
的
連
帯
の
網
状
組
織
」
を
相
互
形
成
す
る
「
社

会
細
胞
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
（Bourgeois 1914: 88

）
。
す
な
わ
ち
、

市
民
の
自
由
意
志
の
結
合
に
由
来
す
る
各
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
社
会
体

を
構
成
す
る
部
分
な
い
し
機
能
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
近
代
秩
序
を
刷
新
す
る
道
具
立
て
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

別
言
す
れ
ば
、
ア
ナ
ト
ー
ル
が
国
家
社
会
主
義
者
の
見
解
を
批
判
し
な

が
ら
語
る
よ
う
に
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
承
認
と
自
由
意
志
の
尊
重
と

は
社
会
問
題
の
改
良
に
あ
た
っ
て
同
義
的
に
語
ら
れ
る
。
「
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
の
自
由
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
完
全
な
る
社
会
進
歩
と
改
革
の

た
め
の
大
装
置
で
あ
る
。
〔
…
〕
我
々
は
こ
の
大
装
置
に
対
し
て
、
自

由
な
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
、
活
力
と
献
身
の
自
発
的
集
結
を
期
待

し
た
い
」
（Leroy-Beaulieu 1896: 673

）
。

2
　

「
社
会
経
済
学
」
の
思
想
的
意
図

　

以
上
の
文
脈
の
中
、
ジ
ッ
ド
は
一
九
〇
〇
年
万
国
博
覧
会
を
機
会
に

し
て
「
社
会
的
経
済
」
を
再
定
義
す
る
。
一
九
〇
〇
年
万
博
に
は
社
会

資
料
館
に
よ
っ
て
社
会
経
済
学
館
（Palais de l ’économ

ie sociale

）
と
い

う
展
示
ブ
ロ
ッ
ク
が
設
置
さ
れ
た
。
一
般
的
に
社
会
経
済
学
館
は
社
会

資
料
館
の
研
究
活
動
を
世
に
広
め
る
機
会
と
し
て
出
展
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
総
括
報
告
者
の
任
に
着
く
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
出
展

に
あ
た
っ
て
い
く
つ
か
の
思
想
的
意
図
が
社
会
資
料
館
に
は
あ
る
と
い

う
。

　

社
会
資
料
館
が
出
展
の
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
一
八
六
七
年
万
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博
に
由
来
す
る
ル
・
プ
レ
的
伝
統
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
そ
の
誤
り
を
時

勢
に
照
ら
し
て
正
す
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
ル
・
プ
レ
の
提
起
し
た
「
社

会
経
済
学
」
に
は
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
を
強
調
す
る
が
あ
ま
り
、
「
社

会
制
度
（institutions sociales

）
」
（
後
述
）
に
与
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

の
多
様
性
や
、
社
会
問
題
の
複
雑
性
を
見
逃
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
一

八
六
七
年
万
博
は
「
社
会
的
経
済
」
の
「
あ
ま
り
に
制
限
さ
れ
た
形
態
」
、

す
な
わ
ち
企
業
内
福
利
事
業
を
指
す
「
雇
主
後
援
制
度
（institutions 

patronales

）
」
を
展
示
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
傾
向
は
一
八

七
八
年
万
博
、
一
八
八
九
年
万
博
と
一
定
程
度
続
い
て
し
ま
っ
た
（G

ide 

1899: 4-6

）
。
ジ
ッ
ド
は
ル
・
プ
レ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
も
評
し
て

い
る
。
ル
・
プ
レ
は
「
協
同
組
合
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
同
業
者
組

合
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
対
し
て
な
に
も
期
待

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
〔
…
〕
無
益
な
、
あ
る
い
は

む
し
ろ
有
害
な
競
争
の
よ
う
に
彼
に
は
見
え
た
か
ら
で
あ
る
」
（G

ide 

et R
ist 1947: 598

）
。
そ
の
一
方
で
、
ジ
ッ
ド
の
提
起
す
る
「
社
会
経
済

学
」
は
、
「
社
会
悪
に
対
し
て
解
決
策
を
提
供
す
る
〔
…
〕
一
群
の
社

会
制
度
」
の
範
疇
に
、
政
府
事
業
（
国
家
）
お
よ
び
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ

に
加
え
て
、
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
由
来
す
る
多
用
な
ア
ソ
シ
ア
シ

オ
ン
を
位
置
づ
け
直
す
。
「
私
は
、
労
働
者
の
条
件
を
再
建
す
る
目
的

を
も
つ
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
つ
い
て
語
り
た
い
と

思
う
。
す
な
わ
ち
、
協
同
、
参
加
、
予
見
、
保
険
、
サ
ン
デ
ィ
カ
等
々
」
。

ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
パ
ス
ツ
ー
ル
研
究
所
が
「
自
然
」
の
「
ミ
ク
ロ
コ

ス
モ
ス
」
と
し
て
細
菌
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、「
社
会
」
の
「
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
し
て
多
様
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
位
置
づ
け
る
社

会
資
料
館
は
「
社
会
学
的
実
験
室
」
と
呼
ば
れ
う
る
（G

ide 1899: 2-3, 6, 

15 et s.

）
。
ま
た
、
ル
・
プ
レ
の
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
論
が
キ
リ
ス
ト
教

カ
ト
リ
ッ
ク
に
由
来
す
る
権
威
主
義
的
規
範
を
内
在
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
う
し
た
先
験
的
基
準
を
持
つ
「
主
観
的
」
理
論
は
時
勢
に
適
合

し
な
い
だ
け
で
な
く
「
社
会
科
学
」
「
実
証
科
学
」
と
し
て
も
不
十
分

で
あ
る
と
も
批
判
さ
れ
る
（G

ide et R
ist 1947: 599 et s.

）
。

　

さ
ら
に
、
「
社
会
的
経
済
」
と
い
う
概
念
に
は
、
P
・
ル
ロ
ワ
＝

ボ
ー

リ
ュ
ー
に
象
徴
さ
れ
る
経
済
的
自
由
主
義
と
J
・
ゲ
ー
ド
に
指
揮
さ
れ

る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
の
両
陣
営
の
欠
点
を
指
摘
し
、
新
し
い

経
済
像
を
提
示
す
る
意
図
が
内
在
し
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
自

由
主
義
学
派
は
営
利
企
業
に
の
み
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
発
現
を
見

出
し
、
生
活
条
件
の
改
良
手
段
を
い
ま
だ
な
お
個
人
的
慈
善
の
範
疇
で

捉
え
る
。
し
か
し
、
社
会
問
題
に
由
来
す
る
諸
弊
害
が
国
民
レ
ベ
ル
で

蔓
延
す
る
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
狭
い
領
域
」
に
依

存
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
資
本
主

義
的
性
格
を
も
っ
た
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
諸
々
の

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
よ
っ
て
こ
そ
発
展
し
、
喚
起
さ
れ
る
」
と
い
う

（G
ide 1899: 10-11

）
。
そ
の
他
方
、
社
会
主
義
陣
営
は
「
経
済
革
命
」

の
旗
印
の
下
、
資
本
家
優
位
と
さ
れ
る
資
本
主
義
経
済
の
転
覆
を
試
み

る
。
し
か
し
、
そ
の
陣
営
は
階
級
闘
争
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
多
様
な
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ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
展
開
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
的
利
害
と
し
て
蔑
視
す

る
ば
か
り
か
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
る
経
済
像
の
提
出
に
も
成
功
し

て
は
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
鑑
み
た
上
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
利
潤
最

大
化
を
原
理
と
す
る
資
本
主
義
経
済
と
は
性
質
上
異
な
る
、
別
次
元
の

経
済
領
域
を
新
し
く
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
万
人
に
通
じ

る
利
益
の
追
求
を
原
理
と
し
た
「
社
会
的
経
済
」
の
構
築
で
あ
る
。
ア

ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
興
隆
と
い
う
事
実
は
、
「
共
通
利
益
」
の
創
出
に
連

な
る
生
活
条
件
の
改
良
を
目
的
に
し
て
、
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が

集
合
的
次
元
に
ま
で
上
昇
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
」
の
彫
琢
を
示
し
て
い
る
。
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
国

家
で
も
市
場
経
済
で
も
な
い
次
元
に
お
い
て
、
「
営
利
を
目
的
と
し
な

い
（sans but lucratif

）
」
と
い
う
意
味
で
新
し
い
財
の
集
合
的
貯
蓄
・

分
配
構
造
を
備
え
た
経
済
領
域
を
見
出
す
こ
と
は
「
社
会
革
命
」
と
捉

え
ら
れ
る
（G

ide 1899: 13-15; G
ide 1921: 175

）
。

　

以
上
、
ル
・
プ
レ
学
派
、
自
由
主
義
学
派
、
社
会
主
義
へ
の
理
論
的

応
答
と
社
会
問
題
へ
の
実
践
的
応
答
と
が
重
な
り
、「
社
会
的
経
済
」
は
、

多
種
多
様
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
労
使
（
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
）
、
国
家
（
政

府
事
業
）
と
い
っ
た
個
人
を
取
り
巻
く
三
部
門
の
相
互
関
係
か
ら
捉
え

直
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

3
　

「
社
会
的
経
済
」
の
認
識
枠
組
み
と
フ
ラ
ン
ス
的
問
題

　

ジ
ッ
ド
に
よ
る
「
社
会
的
経
済
」
の
学
問
的
体
系
化
は
社
会
経
済
学

館
の
総
括
報
告
書
に
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
社
会
経
済
学
」
は
「
政

治
経
済
学
（économ

ie politique

）
」
（
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
）
と

対
比
す
る
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
両
学
問
の
間
に
は
そ
の
研
究
範

囲
に
し
て
も
研
究
目
的
に
し
て
も
区
別
が
存
在
し
、
両
者
を
混
同
す
る

よ
り
も
二
つ
に
分
化
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
有
用
で
あ
る
だ
ろ
う
」
。
古

典
派
経
済
学
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
「
政
治
経
済
学
」
が
「
人
と
物
と
の

間
の
自
発
的
関
係
を
探
求
す
る
」
学
問
と
す
れ
ば
（
需
要
供
給
の
法
則

な
ど
）
、
「
社
会
経
済
学
」
は
「
よ
り
容
易
な
生
活
と
よ
り
確
か
な
将
来

を
確
保
す
る
目
的
を
も
っ
て
人
間
同
士
が
形
成
し
合
う
、
意
志
的
、
契

約
的
、
準
契
約
的
、
法
的
な
諸
関
係
を
研
究
す
る
」
学
問
で
あ
る
。
経

済
学
上
の
自
然
法
則
を
信
奉
す
る
自
由
主
義
学
派
と
も
、
ま
た
キ
リ
ス

ト
教
的
規
範
を
内
在
す
る
ル
・
プ
レ
学
派
と
も
異
な
り
、
ジ
ッ
ド
の
強

調
す
る
「
社
会
経
済
学
」
の
目
的
は
「
望
ま
し
い
理
想
と
し
て
あ
る
べ

き
も
の
」
を
探
求
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
経
験
的
事
実
と
し
て

観
察
さ
れ
て
い
る
、
生
活
条
件
の
改
良
手
段
を
体
系
化
す
る
こ
と
に
あ

る
（G

ide 1905: 4

）
。
「
社
会
経
済
学
は
、
人
々
の
幸
福
を
保
証
す
る
た

め
に
自
然
法
則
の
自
律
的
作
用
を
少
し
も
当
て
に
は
し
な
い
し
、
曖
昧

と
し
た
博
愛
心
や
忠
誠
心
の
影
響
も
当
て
に
は
し
な
い
。
〔
…
〕
社
会

経
済
学
は
、
理
論
の
領
域
で
は
な
く
、
た
だ
現
実
的
な
応
用
の
領
域
を
、

〔
…
〕

つ
ま
り
は
社
会
の
『
制
度
（institutions

）
』
お
よ
び
『
組
織

（organisations

）
』
を
扱
う
。
〔
…
〕
社
会
経
済
学
は
、
『
厳
密
な
意
味
に

お
い
て
』
、
人
々
の
境
遇
を
改
善
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
の
研
究
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と
定
義
さ
れ
る
」（G

ide 1905: 4-5

）
。
以
下
で
は
そ
の
「
制
度
」
と
「
組

織
」
の
両
面
か
ら
捉
え
ら
れ
る
「
社
会
的
経
済
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
「
社
会
制
度
」
と
さ
れ
る
制
度
の
条
件
は
、
以
下
の
四
項
目

に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
「
よ
り
少
な
い
苦
労
で
、
よ
り
多
額
の
給

料
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
」
、
第
二
に
「
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
安
寧
を
獲
得

さ
せ
る
こ
と
」
、
第
三
に
「
あ
ら
ゆ
る
社
会
リ
ス
ク
に
対
抗
し
て
未
来

の
安
全
を
保
証
す
る
こ
と
」
、
第
四
に
「
経
済
上
の
自
立
を
与
え
る
、

あ
る
い
は
庇
護
す
る
こ
と
」
。
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、「
職
業
リ
ス
ク
」
（
疾

病
、
災
害
、
老
齢
、
失
業
、
障
碍
、
死
亡
な
ど
）
は
主
に
保
険
に
よ
っ
て

補
償
さ
れ
る
が
、
「
社
会
リ
ス
ク
」
（
飲
食
、
住
居
、
健
康
、
休
養
、
教
育

な
ど
）
の
補
償
に
は
よ
り
多
機
能
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。
以
上
の
観
点
か
ら
、「
社
会
制
度
」
の
射
程
内
に
あ
る
事
業
＝
「
社

会
事
業
」
の
対
象
は
次
の
十
四
項
目
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

①
賃
金
の
増
給
、
②
休
暇
の
増
加
、
③
労
資
関
係
の
調
停
、
④
食
品
お

よ
び
住
居
の
改
良
、
⑤
健
康
・
衛
生
事
業
、
⑥
娯
楽
、
⑦
教
育
、
⑧
将

来
保
障
（
保
険
）
、
⑨
職
業
支
援
、
⑩
貧
窮
対
策
、
⑪
貯
蓄
管
理
、
⑫

信
用
基
金
、
⑬
被
用
者
の
自
立
、
⑭
小
産
業
お
よ
び
小
地
主
の
保
護
、

で
あ
る
（G

ide 1905: 25-31, ch. 3

）
。

　

次
に
、
「
組
織
」
と
は
上
述
し
た
「
社
会
事
業
」
を
運
営
す
る
主
体

で
あ
る
（e. g. 

就
職
斡
旋
所
、
託
児
所
、
労
働
取
引
所
、
協
同
組
合
、
共
済

組
合
、
公
立
学
校
、
衛
生
局
な
ど
）
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
「
社
会
的
経
済
」

を
象
徴
す
る
三
部
門
、「
自
由
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
、

公
権
力
」
に
要
約
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
三
部
門
と
「
社
会
制

度
」
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

第
一
に
「
自
由
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
（associations libres

）
」
と
は
、

政
府
干
渉
か
ら
独
立
し
た
、
市
民
の
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く

組
織
で
あ
る
。
労
働
局
の
統
計
調
査
に
基
づ
け
ば
、
一
九
〇
〇
年
時
点

の
フ
ラ
ン
ス
に
て
約
四
万
五
千
団
体
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
活
動
し
て

い
る
。
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
末
以
降
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、

個
人
主
義
の
発
展
史
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
十
九
世
紀
に
対
す
る
歴
史
観

を
覆
す
ほ
ど
に
ま
で
、
興
隆
し
て
い
る
。
「
貯
蓄
、
贈
与
、
売
買
と
い
っ

た
か
つ
て
は
孤
立
に
留
ま
っ
て
い
た
一
群
の
活
動
形
態
は
、
今
日
に
お

い
て
は
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
こ
そ
、
機
能
す
る
」
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
禁
酒
、
禁
煙
、
節
操
な
ど
の
個
人
責
任
に
還
元
さ

れ
て
い
た
よ
う
な
問
題
に
関
し
て
も
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
個
別
形
成
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
、
①
労
組
含
む
職
業
組
合
、
②
共
済
組

合
、
③
協
同
組
合
、
④
学
童
組
合
、
⑤
慈
善
組
合
、
⑥
教
育
・
研
究
組

合
、
⑦
ス
ポ
ー
ツ
・
娯
楽
組
合
、
⑧
音
楽
・
オ
ペ
ラ
組
合
、
⑨
サ
ー
ク

ル
、
⑩
そ
の
他
と
い
っ
た
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
（G

ide 1905: 41-50

）
。

以
上
の
よ
う
な
各
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
多
元
的
か
つ
個
別
的
ニ
ー
ズ

を
充
足
す
る
福
祉
事
業
の
新
し
い
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
う

し
た
「
『
営
利
を
目
的
と
し
な
い
』
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
な
い
し
「
社

会
的
利
益
の
機
関
」
の
代
表
と
し
て
協
同
組
合
、
共
済
組
合
、
労
働
組

合
が
挙
げ
ら
れ
る
（cf. G

ide 1921: 175

）
。
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第
二
に
「
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
」
と
は
―
―
慈
善
行
為
（
失
業
者
へ
の

就
職
斡
旋
や
職
業
訓
練
、
貧
窮
者
へ
の
無
利
息
の
貸
与
な
ど
）
も
こ
こ
で
は

含
む
が
（G

ide 1905: 41, 58

）
―
―
賃
金
増
加
、
労
働
時
間
短
縮
、
職

場
衛
生
の
向
上
、
ボ
ー
ナ
ス
・
休
暇
付
与
な
ど
と
い
っ
た
企
業
内
福
利

を
経
営
者
・
工
場
長
が
実
行
す
る
（
施
す
）
こ
と
を
指
す
。
た
だ
し
、

現
行
の
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
に
は
旧
来
の
権
威
・
家
父
長
主
義
的
意
味
が

徐
々
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
傾
向
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
「
経
営
者
と
労

働
者
の
関
係
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
労
働
評
議
会
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
『
善
良
な
経
営
者
』
は
も
は
や
そ
こ
の
家
長
で

は
な
く
、
経
営
者
と
し
て
の
権
威
は
〔
…
〕
衰
退
し
た
」
（G

ide 1905: 

57-59

）
。
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
重
要
性
は
変
わ
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ

の
内
容
の
決
定
は
労
働
者
の
地
位
向
上
と
社
会
立
法
の
整
備
と
に
比
例

し
て
労
使
交
渉
（
団
体
契
約
）
へ
と
徐
々
に
委
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
（cf. G

ide 1905: 143-149

）
。
し
た
が
っ
て
か
つ
て
ル
・

プ
レ
の
説
い
た
よ
う
な
権
威
に
由
来
す
る
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
は
、
一
八

六
七
年
か
ら
三
〇
年
以
上
経
た
今
日
の
「
共
和
国
体
制
と
習
俗
状
態
に

は
相
容
れ
な
い
」
と
い
う
（G

ide 1905: 9

）
。

　

第
三
に
「
公
権
力
（pouvoirs publics

）
」
は
地
方
自
治
体
を
含
む
政

府
の
事
業
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
（G

ide 1905: 41

）
。「
社
会
的
経
済
」

に
お
け
る
公
権
力
の
重
要
機
能
は
社
会
立
法
の
制
定
に
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
と
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
活
動
を
下
支
え
す
る

こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
使
関
係
の
調
停
役
と
し
て
の
政
府
干
渉
は

公
権
力
の
確
固
た
る
機
能
と
し
て
定
め
ら
れ
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
の
実

施
に
関
す
る
干
渉
の
有
効
性
が
事
例
（
調
停
委
員
会
、
調
停
裁
判
所
の
設

立
な
ど
）
と
と
も
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
道
路
・
鉄
道
建
設
、

電
信
・
電
話
整
備
、
水
道
・
電
気
供
給
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
公
共
事
業
は
、

規
模
、
責
任
、
正
統
性
な
ど
の
面
か
ら
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
や
パ
ト
ロ

ナ
ー
ジ
ュ
で
は
担
当
不
可
能
な
事
業
と
し
て
境
界
が
定
め
ら
れ
る

（G
ide 1905: 149-160, 351-368

）
。

　

以
上
、
「
社
会
的
経
済
」
の
基
本
枠
組
み
を
検
討
し
て
き
た
。
「
社
会

的
経
済
」
は
資
本
主
義
経
済
お
よ
び
国
家
統
制
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
に

な
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
表
「
組
織
」
た

る
三
部
門
（
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
、
公
権
力
）
が
サ
ー
ビ

ス
を
分
担
し
合
う
連
携
関
係
の
下
で
こ
そ
、
「
社
会
制
度
」
は
運
営
さ

れ
て
人
々
の
生
活
が
首
尾
よ
く
保
証
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
モ
デ
ル

は
各
国
の
デ
ー
タ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
現
実
と
の
ズ

レ
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
ズ
レ
の
顕
著
で
あ
る
国
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。

ジ
ッ
ド
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
世
紀
転
換
期
の
フ
ラ
ン
ス
「
社
会
的
経
済
」

に
お
け
る
問
題
点
は
、
以
上
見
て
き
た
三
部
門
間
の
連
携
関
係
が
確
立

し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
扶
助
（assistance

）
に

連
な
る
事
業
（
保
育
・
介
護
、
失
業
・
乞
食
対
策
、
出
獄
者
の
社
会
復
帰
な
ど
）

に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
他
国
と
比
べ
て
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
官
（
公
権
力
）
／
民
（
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ

ン
）
の
連
携
が
取
れ
て
い
な
い
た
め
に
扶
助
は
緩
慢
に
行
な
わ
れ
て
い
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る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
不
幸
に
も
そ
の
扶
助
に
関
し

て
私
的
事
業
と
国
家
事
業
と
の
協
調
を
な
す
に
あ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に

は
き
わ
め
て
特
殊
な
障
害
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
フ
ラ
ン

ス
人
の
国
民
性
は
あ
ら
ゆ
る
大
連
合
に
反
対
す
る
傾
向
が
あ
る
だ
け
で

な
く
〔
…
〕
、
大
多
数
の
事
業
の
う
ち
に
あ
る
派
閥
的
特
徴
の
せ
い
で
、

官
民
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
自
治
権
に
執
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
」
（G

ide 1905: 368
）
。

三
　

 

共
和
主
義
的
連
帯
主
義
に
お
け
る 

共
済
組
合
の
位
置
づ
け

1
　

協
同
組
合
／
共
済
組
合
の
連
携
の
不
在

　

ジ
ッ
ド
の
体
系
化
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
的
経
済
」
が
自
律
性
を
も
っ

て
展
開
す
る
た
め
に
は
、
官
／
民
の
分
離
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た

民
の
立
場
を
新
た
に
代
表
す
る
ほ
ど
に
ま
で
興
隆
し
て
い
る
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
の
社
会
的
重
要
性
が
よ
り
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し

た
事
態
の
解
決
、
つ
ま
り
国
家
に
よ
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
自
治
の
奨

励
と
、
そ
れ
を
通
じ
た
官
／
民
領
域
の
連
携
強
化
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ

て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
連
帯
主
義
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
一

大
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
（cf. 

田
中 

二
〇
一
二
）
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
「
法
が

介
入
す
る
の
は
、
そ
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
課
す
る
た
め
で
は
な
く
、

促
進
す
る
た
め
の
み
で
あ
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
（Bourgeois et 

C
roizet 1907: 96-97

）
、
た
し
か
に
連
帯
主
義
の
試
み
は
労
働
組
合
法
、

共
済
組
合
憲
章
、
結
社
法
な
ど
の
法
制
度
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
国
家
に
よ
っ
て
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
承
認
す
る
改
革
は
、
国
家

／
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
対
立
関
係
を
含
ん
で
い
た
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義

的
伝
統
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
、
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
（D

raperi 

2014: 107 et s.

）
。

　

し
か
し
、
ジ
ッ
ド
や
マ
ビ
ヨ
の
主
張
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
と
、
彼

ら
は
連
帯
主
義
の
論
者
と
し
て
た
び
た
び
括
ら
れ
る
も
の
の
、
「
社
会

的
経
済
」
の
展
開
に
連
な
る
思
想
対
立
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
以
下
で
は
制
度
上
の
問
題
を
確
認
し
つ
つ
、
共
済
組
合
の
側
に
立

つ
マ
ビ
ヨ
の
主
張
を
検
討
し
た
後
、
そ
れ
に
反
論
を
加
え
た
ジ
ッ
ド
の

主
張
を
検
討
す
る
。

　

協
同
組
合
と
共
済
組
合
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
「
社
会
的

経
済
」
を
象
徴
す
る
市
民
部
門
の
組
織
で
あ
る
が
、
そ
の
「
社
会
的
経

済
」
が
議
論
さ
れ
た
世
紀
転
換
期
、
法
的
認
可
を
取
得
し
つ
つ
も
両
者

の
間
に
は
制
度
上
の
連
携
関
係
が
形
成
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ

を
す
ば
や
く
指
摘
し
た
論
者
の
一
人
に
シ
ェ
イ
ソ
ン
が
い
る
。
「
協
同

組
合
と
共
済
組
合
の
各
運
動
は
未
だ
に
孤
立
、
分
離
し
た
ま
ま
で
あ
り
、

互
い
に
無
視
し
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
運
動
は
そ
の
姿
勢
を
維
持

す
る
こ
と
に
利
益
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
（C

heysson 1899: 486

）
。
彼

の
報
告
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
の
三
人
に
一
人
は
リ
ス
ク
（
疾
病
、
事
故
、

老
齢
、
失
業
、
死
亡
な
ど
）
に
直
面
し
て
貧
し
い
生
活
環
境
・
家
族
生
活

を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
出
生
率
の
低
下
に
も
現
れ
て
い
る
。
多
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元
的
リ
ス
ク
の
下
に
あ
る
「
家
族
の
危
機
」
と
い
う
境
遇
を
改
善
す
る

に
あ
た
っ
て
白
羽
の
矢
が
立
つ
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
こ
そ
、
協
同
組
合
と

共
済
組
合
で
あ
る
。

　

社
会
資
料
館
に
て
、
シ
ェ
イ
ソ
ン
は
協
同
組
合
と
共
済
組
合
の
提
携

の
必
要
を
訴
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
リ
ス
ク
補
償
に
あ
た
っ
て
協
同
組

合
と
共
済
組
合
の
間
に
は
目
的
・
理
念
の
一
致
が
観
察
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
「
共
済
組
合
制
度
は
疾
病
、
老
齢
、
失
業
、
死
亡
な
ど
の
家
族

の
危
機
に
対
処
し
、
解
決
策
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
そ
の
反
対
に
、

協
同
組
合
制
度
は
家
族
の
正
常
な
状
況
に
適
用
さ
れ
る
。
〔
…
〕
共
済

組
合
制
度
が
家
族
の
『
病
理
的
』
状
態
に
由
来
す
る
一
方
で
、
協
同
組

合
制
度
は
『
生
理
的
』
状
態
に
由
来
す
る
が
、
〔
…
〕
両
者
は
同
じ
様

相
を
呈
し
て
い
る
」
（C

heysson 1899: 486
）
。
社
会
改
良
に
あ
た
っ
て

両
組
織
の
提
携
が
望
ま
し
い
の
は
、
正
常
状
態
と
病
理
状
態
が
反
復
・

連
動
し
て
い
る
人
的
環
境
に
お
い
て
、
前
者
の
維
持
（
協
同
組
合
）
と

後
者
の
克
服
（
共
済
組
合
）
を
相
互
機
能
さ
せ
て
こ
そ
社
会
的
持
続
性

が
担
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
協
同
組
合
員
は
共
済
組
合
に

よ
っ
て
リ
ス
ク
負
担
を
分
散
し
、
病
理
的
状
態
に
対
す
る
保
険
を
形
成

す
る
。
そ
の
他
方
、
共
済
組
合
員
は
協
同
組
合
に
よ
っ
て
仲
介
業
者
か

ら
の
搾
取
を
防
ぎ
、
消
費
生
活
の
安
全
性
を
担
保
す
る
。
シ
ェ
イ
ソ
ン

に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
全
体
で
は
約
四
〇
万
人
の
協
同
組
合
員
に
対
し

て
共
済
組
合
は
そ
の
四
倍
の
約
一
六
〇
万
人
の
組
合
員
を
抱
え
て
い
る

が
、
両
者
の
提
携
に
は
各
人
に
と
っ
て
上
記
の
利
益
が
あ
る
以
上
、「
近

い
将
来
、〔
…
〕
現
下
の
す
べ
て
の
共
済
組
合
員
は
協
同
組
合
員
と
な
り
、

す
べ
て
の
協
同
組
合
員
は
共
済
組
合
員
と
な
る
」
と
ま
で
予
想
さ
れ
る

（C
heysson 1899: 487-491

）
。

　

シ
ェ
イ
ソ
ン
は
、
思
想
的
に
は
国
家
社
会
主
義
と
経
済
的
自
由
主
義

に
対
抗
す
る
べ
く
、
ま
た
制
度
的
に
は
官
民
の
分
離
に
対
処
す
る
べ
く

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
自
治
を
推
奨
し
、
共
済
組
合
運
動
の
指
導
者
と
し

て
マ
ビ
ヨ
を
、
協
同
組
合
運
動
の
そ
れ
と
し
て
ジ
ッ
ド
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
以
下
確
認
す
る
よ
う
に
、
両
運
動
の
指
導
者
ら
は
思
想
上
対

立
す
る
こ
と
と
な
る
。

2
　

連
帯
の
「
義
務
」

　

一
九
〇
〇
年
万
博
を
機
会
に
し
て
催
さ
れ
た
社
会
教
育
国
際
会
議

（C
ongrès international de l ’éducation sociale

）
に
て
、
マ
ビ
ヨ
は
「
連
帯
」

を
人
間
同
士
の
「
互
酬
的
依
存
（dépendance réciproque

）
」
と
言
い
換
え
、

近
代
社
会
に
適
し
た
連
帯
論
の
提
唱
者
と
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を
挙
げ
て

い
る
（M

abilleau 1901: 62-78

）
。
マ
ビ
ヨ
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
、
疾
病
、

災
害
、
失
業
、
老
齢
な
ど
の
社
会
リ
ス
ク
の
負
担
を
、
各
人
が
他
者
の

た
め
に
履
行
す
べ
き
「
義
務
（obligation

）
」
と
定
め
る
。
共
済
組
合

を
通
じ
て
リ
ス
ク
負
担
が
相
互
化
（
共
済
化
）
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
請

け
負
う
者
同
士
は
「
社
会
的
存
在
（être social

）
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
分
有
す
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
「
共
通
利
益
」
（
リ
ス
ク
補
償
）

に
対
す
る
権
利
／
義
務
関
係
を
調
停
（
契
約
）
し
合
っ
た
利
害
関
係
者
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と
し
て
措
定
さ
れ
る
（M

abilleau 1905: 25-28; Bourgeois 1901: 91 et s.

）
。

先
述
し
た
よ
う
に
近
代
社
会
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
リ
ス
ク
の

フ
ァ
ク
タ
ー
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、
他
者
の
存
在
を
軽
視
し
た
リ
ス
ク

「
予
防
（prévenir

）
」
へ
の
不
徹
底
は
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
と
同
一
視
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
〔
リ
ス
ク
に
対
す
る
〕
不
用
意
の
行
動
は
個
人

悪
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
悪
で
あ
る
」
以
上
（Bourgeois 1914: 

159

）
、
社
会
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
個
人
の
生
と
他
者
の
生
と
の

互
酬
的
関
係
の
遵
守
が
規
範
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
そ
う
し

た
関
係
性
を
「
社
会
的
連
帯
（solidarité sociale

）
」
と
言
い
換
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
連
帯
規
範
の
観
点
か
ら
義
務
意
識
を
涵
養
す
る
こ
と
は
、

学
校
教
育
や
職
業
教
育
（
徒
弟
制
度
な
ど
）
と
は
区
別
し
て
、
「
社
会
教

育
（éducation sociale

）
」
と
呼
ば
れ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
「
『
共
通
意
識
』
あ
る
い
は
社
会
意
識
と
呼
び
う
る
も
の
の

次
元
に
ま
で
各
人
の
意
識
が
高
ま
る
こ
と
を
要
求
す
る
以
外
の
他
に
何

が
あ
る
と
い
う
の
か
。
〔
…
〕『
人
格
の
社
会
化
』
に
つ
い
て
議
論
さ
れ

て
き
た
が
、
ま
さ
に
そ
れ
が
教
育
の
目
的
で
あ
る
。
社
会
教
育
に
は
、

連
帯
の
事
実
を
考
慮
し
た
上
で
〔
…
〕
契
約
的
連
帯
の
実
現
に
向
け
て

各
人
の
意
志
を
導
く
と
い
う
目
的
が
あ
る
」
（Bourgeois 1901: 92

）
。

　

マ
ビ
ヨ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
連
帯
論
の
示
唆
の
下
、
共
済
組
合
の
役

割
を
定
義
す
る
。
共
済
組
合
が
「
連
帯
の
精
神
を
体
現
」す
る
の
は
、「
疾

病
、
事
故
、
破
産
な
ど
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
加
入
者
の
負
担
金
を
共
同

基
金
か
ら
捻
出
さ
せ
る
こ
と
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
共
同
基
金
（
拠
出
金
）

に
由
来
す
る
「
加
入
者
の
互
酬
関
係
」
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
リ
ス
ク
の

共
済
化
は
「
連
帯
の
実
践
」
と
捉
え
ら
れ
る
（M

abilleau 1901: 207-

209

）
。
そ
こ
で
連
帯
の
語
彙
に
対
し
て
形
容
詞
「
社
会
的
」
が
付
加
さ

れ
る
の
は
、
「
社
会
」
に
お
け
る
扶
助
様
式
を
旧
来
の
慈
善
と
区
別
し

て
再
定
義
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
大
革
命
以
来
の
共
和

国
に
お
い
て
カ
ー
ス
ト
支
配
に
準
ず
る
旧
体
制
の
上
下
関
係
が
存
在
す

る
べ
き
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
上
下
関
係
を
含
ん
で
し
ま
う
個
人
の

慈
善
も
当
て
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
者
の
境
遇
を
鑑
み
た

福
祉
の
充
足
は
「
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
」
と
読
み
替
え
ら
れ
、

国
民
各
人
の
「
義
務
」
の
総
和
が
「
社
会
」
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
。
「
社

会
の
義
務
は
、
衛
生
、
教
育
、
保
険
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
〔
被
災
者
な
ど
〕

を
減
ら
す
た
め
に
体
系
的
か
つ
継
続
的
に
戦
う
こ
と
で
あ
る
」
。
た
だ
し
、

そ
の
主
目
的
は
「
悪
を
『
治
療
す
る
』
」
こ
と
に
で
は
な
く
、
『
予
防
す

る
』
こ
と
に
あ
る
」
。
各
人
の
「
義
務
」
履
行
の
媒
介
手
段
た
る
共
済

組
合
に
よ
っ
て
共
同
基
金
を
通
じ
た
保
険
が
担
保
さ
れ
て
い
て
こ
そ
、

扶
助
を
捉
え
る
視
点
は
対
症
療
法
か
ら
、
万
人
に
通
じ
る
リ
ス
ク
対
策

と
し
て
の
「
予
防
」
に
転
換
す
る
は
ず
で
あ
る
（M

abilleau 1905: 25-

28

）
。3

　

 
公
権
力
の
介
入
と
共
済
組
合
の
自
治
、
そ
の
関
係
に
対
す
る 

マ
ビ
ヨ
の
見
解

　

以
下
、
実
践
的
文
脈
と
併
せ
て
マ
ビ
ヨ
の
主
張
を
検
討
す
る
。
社
会



107　●　〈公募論文〉第三共和政前期フランスの「社会的経済」の展開に関する思想史的分析――野末和夢

立
法
の
制
定
に
関
し
て
、
特
に
社
会
保
険
の
法
的
義
務
化
を
め
ぐ
る
問

題
は
世
紀
転
換
期
に
激
し
い
論
争
を
生
ん
だ
。
特
に
、
使
用
者
の
任
意

保
険
加
入
に
留
ま
っ
た
労
働
災
害
補
償
法
（
一
八
九
八
年
）
の
成
立
以
後
、

労
働
者
・
農
民
年
金
法
（
一
九
一
〇
年
）
と
し
て
結
実
す
る
退
職
年
金

保
険
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
そ
の
問
題
は
よ
く
扱
わ
れ
た
。
主
に
保
険

加
入
の
義
務
化
を
推
奨
し
た
陣
営
は
「
左
派
ブ
ロ
ッ
ク
」
政
権
の
中
核

た
る
急
進
共
和
派
・
急
進
社
会
党
で
あ
り
、
そ
の
他
方
で
多
く
の
共
済

組
合
と
労
働
組
合
は
相
互
扶
助
や
労
働
者
自
治
の
観
点
か
ら
公
権
力
の

介
入
を
忌
避
し
て
義
務
化
に
は
反
対
し
た
（H

atzfeld 1989; 

田
中 

二
〇

一
二
）
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
の
J
・
ジ
ョ
レ
ス
が
日
刊
紙
『
ユ

マ
ニ
テ
』
に
て
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
年
金
法
案
の
審
議
会
に
参
集

し
た
共
済
組
合
代
表
者
の
中
で
も
、
義
務
化
に
関
し
て
態
度
が
二
つ
に

分
か
れ
て
い
た
。
「
一
方
は
義
務
原
則
に
断
固
と
し
て
反
対
し
て
い
た
。

マ
ビ
ヨ
氏
な
ど
の
他
方
は
そ
の
原
則
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
い
た
」

（Jaurès 1905; cf. G
ibaud 2000

）
。

　

二
十
世
紀
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
共
済
組
合
全
国
連
盟
の
初
代
会
長
に
就

任
す
る
マ
ビ
ヨ
は
、
条
件
付
き
で
社
会
保
険
加
入
の
義
務
化
に
つ
い
て

賛
意
を
示
し
、
そ
れ
に
反
対
す
る
共
済
組
合
員
の
説
得
に
回
る
。
一
九

〇
四
年
の
第
八
回
全
国
大
会
（
ナ
ン
ト
）
に
て
彼
は
、
共
済
組
合
の
制

度
的
限
界
を
指
摘
し
た
上
で
、
公
権
力
と
共
済
組
合
の
協
調
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
多
様
な
社
会
貢
献
に
下
支
え
さ
れ
、
ま
た
公

権
力
か
ら
支
援
を
受
け
る
共
済
組
合
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
保
険
制
度
を

実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
良
の
方
法
で
あ
る
。
〔
…
〕
労
働
者
年
金
は
、

国
家
の
援
助
と
管
理
の
下
に
、
共
済
組
合
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
だ
ろ

う
」
（Arboux 1904: 467

）
。
マ
ビ
ヨ
は
、
保
険
加
入
の
法
的
義
務
化
や

共
済
組
合
に
対
す
る
助
成
金
交
付
な
ど
の
国
家
介
入
を
支
持
す
る
に
あ

た
っ
て
、
リ
ス
ク
補
償
の
周
縁
に
置
か
れ
て
い
た
退
職
者
や
障
害
者
も

組
み
込
ん
だ
全
国
民
規
模
の
連
帯
を
想
定
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

保
険
加
入
が
義
務
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
保
険
機
構
が
公
権
力
に
一
元

化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
年
金
金
庫
を
選
択
す
る
な
ど
の
「
方
法
の

自
由
」
は
国
民
に
担
保
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
共
済
組

合
は
社
会
リ
ス
ク
を
補
償
す
る
中
心
組
織
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
例
外

な
く
全
て
の
労
働
者
の
た
め
の
」
保
険
と
し
て
年
金
を
新
し
く
組
織
す

る
に
は
共
済
組
合
独
力
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
社
会
資

料
館
に
て
彼
が
説
明
す
る
よ
う
に
（M

abilleau 1907

）
、
共
済
組
合
は

あ
く
ま
で
加
入
者
の
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
原
理
と
す
る
以
上
、
組

合
に
所
属
出
来
な
い
（
し
な
い
）
労
働
者
を
カ
バ
ー
し
き
れ
て
い
な
い
し
、

入
会
の
強
制
も
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ビ
ヨ
は
、
共

済
組
合
運
営
の
自
治
（
特
に
金
庫
管
理
）
の
承
認
を
条
件
に
し
、
万
人

対
象
の
リ
ス
ク
補
償
シ
ス
テ
ム
を
組
織
す
る
た
め
に
公
権
力
の
介
入
を

肯
定
す
る
。

　

マ
ビ
ヨ
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
「
社
会
」
レ
ベ
ル
の
「
義
務
」
履

行
（
社
会
保
険
）
は
あ
く
ま
で
共
済
組
合
を
媒
介
と
す
べ
き
で
あ
り
、

公
権
力
で
は
な
い
。
A
・
ミ
ル
ラ
ン
と
の
議
論
に
て
彼
は
次
の
よ
う
に
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述
べ
る
。
「
義
務
化
が
承
認
さ
れ
た
ら
、
最
も
説
得
力
の
あ
る
方
法
で

利
害
関
係
者
を
組
織
化
出
来
る
だ
ろ
う
。
シ
グ
フ
リ
ー
ド
に
同
意
し
て
、

私
は
冒
頭
で
述
べ
た
。
あ
く
ま
で
共
済
形
式
の
下
に
、
義
務
化
を
認
め

る
と
」
（Leglaive 1905: 1137

）
。
つ
ま
り
、
彼
は
義
務
化
に
賛
成
を
示

し
た
と
は
い
え
、
単
一
中
央
金
庫
設
立
な
ど
の
画
一
的
保
険
制
度
の
構

想
に
反
映
さ
れ
る
「
摂
理
国
家
（État-providence

）
」（
強
権
国
家
）
は
「
個

人
利
益
の
総
和
を
直
接
管
理
す
る
に
は
無
力
で
あ
る
」
と
い
う
。
一
方
、

共
済
組
合
は
加
入
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
い
て
保
険
運
営
を
行

う
の
で
あ
る
か
ら
、
強
権
国
家
の
台
頭
に
歯
止
め
を
か
け
得
る
。
年
金

法
案
に
関
し
て
「
重
要
で
あ
る
の
は
、
立
法
府
が
共
済
組
合
に
自
由
の

領
域
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
」
。
か
り
に
「
法
の
介
入
を
『
保
険

手
続
き
』
の
義
務
化
に
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
」
、
共
済
組
合
は
そ
の

自
律
性
が
保
護
さ
れ
る
と
と
も
に
公
権
力
と
の
摩
擦
も
回
避
出
来
る
と

い
う
（Société des industriels et des com

m
erçants de France 1905: 96

）
。

こ
の
よ
う
な
マ
ビ
ヨ
の
主
張
は
彼
の
知
己
で
も
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と

非
常
に
近
い
。
マ
ビ
ヨ
に
宛
て
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
万

人
に
と
っ
て
老
齢
は
不
可
避
の
リ
ス
ク
で
あ
る
以
上
、
そ
の
補
償
は
全

国
民
の
利
益
で
あ
り
、
年
金
法
は
万
人
を
利
害
関
係
者
と
し
て
包
摂
し

う
る
。
公
権
力
は
「
保
険
手
続
き
の
義
務
化
」
を
法
制
化
す
る
だ
け
で
、

「
国
の
年
金
シ
ス
テ
ム
は
依
然
と
し
て
公
権
力
に
よ
っ
て
決
ま
り
は
し

な
い
」
。
む
し
ろ
共
済
組
合
は
フ
ラ
ン
ス
の
保
険
機
構
の
運
営
主
体
で

あ
り
続
け
る
べ
き
と
い
う
（D

e R
iez 1904: 582-587

）
。

四
　

協
同
組
合
主
義
に
よ
る
連
帯
主
義
批
判

1
　

国
家
介
入
と
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
め
ぐ
っ
て

　

一
定
の
制
約
下
で
国
家
介
入
を
正
当
化
す
る
マ
ビ
ヨ
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

の
連
帯
主
義
に
対
抗
し
た
の
が
、
南
仏
ニ
ー
ム
の
消
費
協
同
組
合
を
中

心
と
す
る
協
同
組
合
連
合
の
指
導
者
、
ジ
ッ
ド
で
あ
る
。
協
同
組
合
主

義
を
奉
ず
る
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
求
め
る
連
帯
は
、
民
間
の
自

由
意
志
を
支
え
に
し
た
「
意
志
的
連
帯
」
に
見
え
る
が
、
実
際
は
「
強

制
的
連
帯
（solidarité obligatoire

）
」
、
す
な
わ
ち
「
法
に
よ
っ
て
課
せ

ら
れ
た
連
帯
」
に
過
ぎ
な
い
（G

ide 1913: 41; G
ide 1921: 105

）
。
以
下

で
は
、
ジ
ッ
ド
か
ら
の
批
判
の
論
点
を
三
点
に
ま
と
め
る
。

　

第
一
に
、
な
ぜ
社
会
保
険
立
法
が
「
意
志
的
連
帯
」
の
観
点
か
ら
批

判
さ
れ
る
の
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ら
に
も
向
け
ら
れ
た
ジ
ッ
ド
の
主
張
に

よ
れ
ば
（G

ide 1901, 1907, 1910a

）
、
「
意
志
的
連
帯
」
と
は
、
「
各
人

は
万
人
の
た
め
に
、
万
人
は
各
人
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
標
語
に
象
徴

さ
れ
る
、
人
間
同
士
の
互
酬
関
係
な
い
し
水
平
的
協
働
関
係
で
あ
る
。

別
言
す
れ
ば
「
意
志
的
連
帯
」
と
は
、
市
民
主
体
の
「
意
志
の
一
致
に

由
来
す
る
自
由
協
同
」
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
公
権
力
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
介
在
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
（G

ide 1893: 7-8

）
。
そ
も

そ
も
ジ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
経
済
学
」
の
体
系
化
に
あ
た
っ
て
、

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
語
彙
に
対
し
て
形
容
詞
「
自
由
な
」
を
付
与
し
た
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の
に
は
、
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
対
す
る
国
家
干
渉
を
回
避
し
、
ア

ソ
シ
ア
シ
オ
ン
に
「
強
制
的
」
「
義
務
的
」
性
質
を
付
与
さ
せ
な
い
意

図
が
あ
っ
た
（G

ide 1905: 41

）
。
「
連
帯
は
、
『
任
意
的
』
に
成
さ
れ
る

場
合
に
の
み
、
道
徳
的
価
値
を
獲
得
す
る
」
（G

ide 1913: 41

）
。
し
か
し
、

退
職
年
金
法
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
立
法
は
民
間
の
互
酬
関
係
に
「
法

的
制
約
」
を
組
み
込
み
、
連
帯
の
基
礎
と
な
る
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
・

自
由
意
志
の
展
開
を
阻
害
す
る
と
い
っ
た
本
末
転
倒
の
方
策
と
把
握
さ

れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ジ
ッ
ド
の
主
張
は
シ
ェ
イ
ソ
ン
と
も
共
有
し
て
い
る
。

保
険
義
務
化
に
連
な
る
公
権
力
の
介
入
に
つ
い
て
シ
ェ
イ
ソ
ン
は
、
博

愛
精
神
に
依
拠
し
て
き
た
共
済
組
合
の
官
僚
制
化
を
危
惧
し
、
共
済
組

合
に
対
す
る
補
助
金
付
与
な
ど
の
間
接
的
介
入
を
推
奨
す
る
（C

heysson 

1905

）
。
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
自
発
的
に
生
じ
る
べ
き
で
あ
り
、〔
…
〕

国
家
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（C

heysson 1899: 482-

483

）
と
し
て
、
国
家
と
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
「
分
業
」
が
強
調
さ
れ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
と
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
、
公
的
利
益
に
資
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
供
給
と
い
う
観
点
か
ら
正
統
な
領
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
機
能
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
豊
か
な
分
業
が
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、

国
家
介
入
は
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
み
で
は
実
現
困
難
な
公
共
事
業

（
外
交
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
初
等
教
育
、
助
成
金
交
付
な
ど
）
の
範
囲
に
限

定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
た
国
家
介
入
は
、
「
ア
ソ
シ
ア

シ
オ
ン
を
自
由
に
振
る
舞
わ
せ
る
」
た
め
の
私
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に

対
す
る
間
接
的
介
入
と
し
て
こ
そ
、
正
当
化
さ
れ
る
（C

heysson 

1894b: 12-13

）
。

2
　

「
社
会
的
寄
生
」
の
問
題

　

第
二
に
、
社
会
改
良
の
観
点
か
ら
共
済
組
合
や
社
会
保
険
が
不
十
分

で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
社
会
的
寄
生
（parasitism

e 

social

）
」
を
解
消
し
得
な
い
ば
か
り
か
、
「
新
し
い
寄
生
」
を
生
み
出
す

可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ッ
ド
は
、
ブ
ド
ウ
樹
を
枯
ら
す
寄
生

虫
の
よ
う
に
、
他
者
を
私
的
生
活
の
た
め
の
「
犠
牲
者
」
と
し
て
の
み

扱
う
「
片
務
的
」
依
存
行
為
を
「
社
会
的
寄
生
」
と
定
義
す
る
。
も
っ

と
も
、
そ
れ
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
（
苦
汗
労
働
を
強
い
る
）
経
営
者
や

金
利
生
活
者
な
ど
の
資
本
家
層
に
散
見
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
が
、
世

紀
転
換
期
に
お
い
て
事
態
は
異
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

　

一
九
一
〇
年
の
退
職
年
金
法
の
成
立
に
と
も
な
い
ジ
ッ
ド
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
寄
生
を
根
絶
す
る
た
め
に
国
会
の
審
議
に
も
い

く
つ
か
の
連
帯
制
度
に
も
頼
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
！
」
（G

ide 

1910b: 71

）
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
改
良
の
先
に
見
据
え
る
べ
き
連
帯

は
「
他
者
の
犠
牲
」
に
基
づ
い
た
「
片
務
的
」
関
係
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
年
金
法
案
に
も
見
ら
れ
る
保
険
制
度
に
は
、
必
ず
し
も
各
人

間
の
互
酬
関
係
が
調
停
さ
れ
て
は
い
な
い
た
め
、
「
寄
生
者
」
を
再
生

産
す
る
可
能
性
が
内
在
し
て
い
る
。
彼
は
そ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
全
て
の
連
帯
制
度
の
う
ち
に
は
、
自
由
意
志
に
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由
来
す
る
制
度
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
制
度
が

あ
る
。
共
済
組
合
に
お
い
て
常
々
寄
生
者
は
病
に
掛
か
っ
て
お
り
、
他

者
の
犠
牲
に
よ
っ
て
養
生
す
る
。
失
業
対
策
の
保
険
金
庫
に
お
い
て
、

常
々
寄
生
者
は
働
い
て
い
な
い
が
、
補
償
を
受
け
る
。
障
害
年
金
金
庫

に
お
い
て
、
時
に
体
の
強
靭
な
人
が
障
害
者
の
地
位
を
奪
う
」
。
さ
ら

に
保
険
シ
ス
テ
ム
は
、
社
会
的
連
帯
の
支
出
と
し
て
多
く
の
納
税
者
に

負
担
を
強
い
る
、
累
進
課
税
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。
し

か
し
、
実
際
そ
こ
に
は
旧
体
制
の
そ
れ
に
似
た
社
会
的
寄
生
に
陥
る
危

険
が
あ
る
（G

ide 1910b: 74

）
。
「
弱
者
」
（
貧
者
）
の
救
済
方
法
の
一
つ

と
し
て
、
社
会
立
法
に
よ
っ
て
「
強
者
」
（
資
本
家
層
な
ど
）
を
一
定
の

拘
束
下
に
置
く
こ
と
が
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
十
九
世
紀

を
特
徴
付
け
る
「
旧
い
寄
生
」
の
対
処
に
留
ま
っ
て
い
る
。
引
用
に
あ

る
よ
う
に
、
社
会
保
険
の
制
度
化
に
と
も
な
っ
て
生
ま
れ
る
二
十
世
紀

の
「
新
し
い
寄
生
」
と
は
、
か
つ
て
の
「
強
者
」
だ
け
で
な
く
「
弱
者
」

ま
で
も
が
実
行
可
能
と
な
っ
た
、
他
者
を
「
犠
牲
者
」
と
し
て
の
み
利

用
す
る
生
の
形
態
で
あ
る
。
そ
の
社
会
立
法
を
正
当
化
す
る
連
帯
主
義

も
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
他
者
を
支
え
に
し
て
生
き
る
」
だ
け
で
い
か
な

る
物
も
与
え
な
い
「
寄
生
者
」
の
再
生
産
に
繋
が
り
う
る
。
以
上
の
意

見
か
ら
、
労
災
補
償
法
と
退
職
年
金
法
は
「
寄
生
者
を
急
激
に
繁
殖
さ

せ
た
」
制
度
と
し
て
批
判
さ
れ
る
（G

ide 1910b: 72-75

）
。

3
　

連
帯
主
義
的
論
理
と
現
実
社
会

　

最
後
に
、
連
帯
主
義
的
論
理
と
現
実
社
会
と
の
乖
離
が
指
摘
さ
れ
る
。

連
帯
主
義
的
言
説
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
権
利
／
義
務
関
係
の
法
的
視
座

か
ら
、
「
強
者
」
「
弱
者
」
の
現
実
的
立
場
を
捨
象
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
労

働
者
を
社
会
に
対
す
る
「
債
務
者
（débiteur

）
」
と
し
て
一
旦
包
摂
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
実
践
た
る
社
会
保
険
や
共
済
組
合
に
お
い
て
、
結
局
の

と
こ
ろ
保
険
料
拠
出
の
有
無
で
「
債
権
者
（créancier

）
」
の
資
格
が
決

定
し
て
し
ま
う
以
上
、
各
人
の
間
で
債
権
／
債
務
関
係
が
等
し
く
調
停

さ
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
誰
が
債
権
者
と
み
な
さ
れ
、
ま
た

誰
が
債
務
者
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
わ
れ
る
よ
う
に
（G

ide 

1913: 42

）
、
現
実
社
会
の
階
級
間
格
差
は
残
り
続
け
て
貧
者
は
負
債
を

抱
え
た
債
務
者
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
両

者
の
根
本
的
立
場
が
不
衡
平
で
あ
る
以
上
、
「
連
帯
主
義
と
は
〔
…
〕

最
弱
者
を
助
け
る
こ
と
を
最
強
者
に
要
求
す
る
」
に
留
ま
り
、
万
人
の

水
平
的
協
働
関
係
と
い
っ
た
意
味
の
連
帯
で
は
な
い
（G

ide 1910b: 

75

）
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
実
践
は
「
生
活
を
脅
か
す
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク

に
抗
す
る
」
と
い
っ
た
「
高
尚
な
目
的
」
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、「
そ

の
連
帯
は
あ
ま
り
に
限
定
的
で
あ
る
」
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
の
連
帯
が
示

さ
れ
る
の
は
、
数
ヶ
月
も
し
く
は
数
年
の
間
だ
け
、
若
干
の
負
担
金
を

支
払
う
と
い
っ
た
形
態
に
お
い
て
の
み
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
長
期
的
時

間
軸
と
人
的
近
接
性
に
お
い
て
連
帯
を
維
持
す
る
に
は
拙
い
制
度
で
あ

る
と
い
う
（G

ide 1901: 304-306

）
。
か
り
に
社
会
保
険
や
共
済
組
合
に
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依
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
リ
ス
ク
の
発
現
と
い
う
「
不
幸
」
あ
る
い
は

匿
名
の
「
犠
牲
者
」
な
く
し
て
連
帯
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い

（cf. G
ide et R

ist 1947: 640 et s.

）
。
つ
ま
り
、
保
険
制
度
は
「
社
会
体

の
病
理
状
態
と
呼
ば
れ
る
例
外
的
状
況
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
」
の
で

あ
る
か
ら
、
消
費
行
為
を
中
心
と
し
た
日
常
な
い
し
「
正
常
」
の
生
活

を
保
証
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
（G

ide 1907: 228-231

）
。

　

以
上
の
批
判
の
上
で
、
「
社
会
的
経
済
」
に
お
け
る
協
同
組
合
の
役

割
が
ジ
ッ
ド
か
ら
言
及
さ
れ
る
。
社
会
保
険
立
法
と
は
対
照
的
に
協
同

組
合
の
重
要
機
能
は
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
に
象
徴
さ
れ
る
人
的
近
接
性
を

事
業
の
基
本
に
据
え
て
、
生
活
必
需
品
、
日
用
品
、
原
材
料
な
ど
の
万

人
の
生
活
に
関
連
す
る
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ッ
ド
は

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
や
シ
グ
フ
リ
ー
ド
な
ど
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
直
接
主
張

す
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
制
度
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
経
済
の
実
践
に
お
い
て
、

協
同
組
合
ほ
ど
連
帯
が
浸
透
し
て
い
る
形
態
は
ま
ず
も
っ
て
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
」（G

ide 1910a: 325-326

）
。
そ
れ
に
関
し
て
、
ロ
ッ
チ
デ
ー

ル
原
則
に
基
づ
い
た
剰
余
金
の
配
当
方
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。
剰
余
金
は

各
人
の
購
買
高
（
利
用
高
）
に
比
例
し
て
組
合
員
に
配
分
さ
れ
る
た
め
、

多
額
の
拠
出
金
捻
出
を
可
能
と
す
る
富
者
が
利
得
を
総
取
り
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
富
者
と
貧
者
の
間
で
の
財
分
配
の
衡
平
性
（
平
等
）
が
担

保
さ
れ
る
。
さ
ら
に
剰
余
金
は
、
準
備
金
と
し
て
も
積
み
立
て
ら
れ
、

未
来
の
組
合
員
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
集
合
的
貯
蓄
は
信
用
と

い
う
形
で
「
次
世
代
を
志
向
し
た
連
帯
」
を
構
築
し
、
「
消
費
者

（consom
m

ateur

）
」
と
い
う
万
人
に
共
通
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

長
期
的
時
間
軸
に
沿
っ
て
担
保
す
る
と
い
う
（G

ide 1910a: 334-340

）
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
第
三
共
和
政
前
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
社
会
的
経
済
」

の
展
開
に
つ
い
て
、
ジ
ッ
ド
、
マ
ビ
ヨ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
主
張
を
中
心

に
し
て
、
思
想
史
的
分
析
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
「
社
会
的
経
済
」
に
連

な
る
認
識
枠
組
み
の
形
成
に
際
し
て
、
大
枠
と
し
て
は
思
想
的
合
意
が

確
認
さ
れ
た
。
社
会
資
料
館
を
中
心
に
し
て
醸
成
さ
れ
た
そ
の
特
徴
は

以
下
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
、
社
会
問
題
の
解

決
に
あ
た
っ
て
非
営
利
目
的
の
民
間
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
尊
重
さ
れ
、

「
社
会
的
経
済
」
を
成
立
さ
せ
る
制
度
／
組
織
と
し
て
、
従
来
の
公
権

力
と
パ
ト
ロ
ナ
ー
ジ
ュ
に
加
え
て
、
様
々
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
活
動

が
推
奨
さ
れ
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
三
部
門
の
連
携
関
係
が
重
要
視
さ
れ

た
。
第
二
に
、
衛
生
不
良
な
ど
の
社
会
悪
は
、
工
業
化
に
付
随
し
て
発

生
し
た
必
然
的
弊
害
と
し
て
把
握
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
生
活

に
対
し
て
個
々
人
が
す
べ
か
ら
く
意
識
・
遵
守
す
べ
き
「
義
務
」「
道
徳
」

の
範
疇
で
扱
わ
れ
た
。
そ
の
関
連
か
ら
社
会
悪
の
改
良
方
法
と
し
て
平

時
か
ら
の
「
予
防
」
が
重
要
視
さ
れ
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
社
会
リ
ス

ク
に
備
え
る
人
々
の
集
合
的
意
志
の
表
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
結
果

と
し
て
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
は
、
現
行
の
「
病
理
的
」
と
も
見
な
さ
れ
る
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人
間
同
士
の
悪
し
き
相
互
関
係
を
刷
新
す
る
、
有
機
的
組
織
と
し
て
把

握
さ
れ
た
。

　

次
に
、「
社
会
的
経
済
」
の
展
開
に
あ
た
っ
て
の
フ
ラ
ン
ス
的
困
難
は
、

官
／
民
の
制
度
上
の
分
離
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

の
民
と
し
て
の
立
場
を
め
ぐ
る
思
想
上
の
差
異
に
あ
っ
た
。
本
稿
に
て

そ
れ
は
マ
ビ
ヨ
＝

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
連
帯
主
義
的
論
理
と
、
そ
れ
に
対
す

る
ジ
ッ
ド
の
協
同
組
合
主
義
と
い
う
立
場
の
批
判
か
ら
確
認
さ
れ
た
。

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
中
心
と
す
る
「
社
会
的
連
帯
」
「
意
志
的
連
帯
」

の
形
成
が
共
通
目
的
と
さ
れ
る
一
方
で
、
実
際
に
は
そ
の
方
法
を
め

ぐ
っ
て
議
論
は
一
致
し
な
か
っ
た
。
社
会
保
険
の
義
務
化
を
契
機
と
す

る
そ
の
対
立
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
連
帯
の
基
盤
と
な
る
「
自
由
」
／

「
義
務
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
規
範
的
対
立
で
あ
る
。
連
帯
の
改
良
に
あ

た
っ
て
マ
ビ
ヨ
は
前
者
よ
り
後
者
を
実
践
上
優
先
さ
せ
る
が
、
あ
く
ま

で
前
者
の
社
会
的
保
全
を
名
目
と
す
る
以
上
、
両
者
は
矛
盾
し
な
い
は

ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ジ
ッ
ド
は
、
国
家
介
入
な
い
し
法
的
義
務
化
を

通
じ
た
自
由
意
志
の
阻
害
、
そ
れ
に
連
な
る
共
済
組
合
の
原
理
的
矛
盾
、

連
帯
形
成
に
お
け
る
社
会
保
険
制
度
の
不
完
全
さ
な
ど
を
批
判
し
、
ア

ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
自
律
性
な
い
し
市
民
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
擁
護
に

回
っ
た
。

　

最
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
社
会
的
経
済
」
に
関
す
る
今
日
の
思
想
史

研
究
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
両
大
戦
間
期
以
降
の
「
社
会
的
経
済
」
が

理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
現
代
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
な

か
っ
た
背
景
に
は
資
本
主
義
と
福
祉
国
家
の
持
続
的
成
長
が
あ
っ
た
、

と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
は
「
社
会
的
経
済
」

を
め
ぐ
る
歴
史
認
識
に
対
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
当
初
か
ら
ジ
ッ
ド
の
描
い
た
「
社
会
的
経

済
」
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
モ
デ
ル
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
協
同
組
合
／
共
済
組

合
を
代
表
す
る
知
的
エ
リ
ー
ト
間
の
合
意
形
成
も
上
記
の
思
想
対
立
の

た
め
に
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
思
想
対
立
が
「
社

会
的
経
済
」
の
制
度
化
を
困
難
に
し
た
一
要
因
に
な
っ
て
い
た
と
考
え

た
い
。
「
社
会
的
経
済
」
は
福
祉
国
家
の
機
能
不
全
や
経
済
的
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
代
替
案
な
ど
と
し
て
今
日
期
待
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
い

ま
だ
「
社
会
的
経
済
」
概
念
の
射
程
／
限
界
を
捉
え
る
作
業
が
制
度
史

の
み
な
ら
ず
思
想
史
か
ら
も
よ
り
試
み
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
近
年
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
連
帯
の
再
検
討
」
が
進
ん
で
い
る
と
は
い

え
（Paugam

 2007

）
、
ジ
ッ
ド
の
協
同
組
合
主
義
と
マ
ビ
ヨ
＝

ブ
ル
ジ
ョ

ワ
の
共
和
主
義
的
連
帯
主
義
と
の
対
立
関
係
を
踏
ま
え
た
検
討
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
両
者
は
連
帯
主
義
の
論
者
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
本
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ジ
ッ
ド
は
協
同
組
合
主
義
と
連
帯
主

義
と
を
区
別
し
つ
つ
も
、
連
帯
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
じ
て
い
た
。
彼

は
、
そ
の
上
で
協
同
組
合
を
中
心
と
す
る
共
和
国
レ
ベ
ル
の
経
済
体
制

論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
で
の
検
討
課
題
と

し
た
い
。

 

（
の
ず
え
・
か
ず
む
／
福
祉
国
家
の
思
想
史
［
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
て
］
）
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注（
1
） 

今
日
、
一
般
的
に
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
い
う
語
彙
は
、
教
育
、
文
化
、
社

会
奉
仕
、
健
康
な
ど
の
分
野
に
て
、
利
得
の
非
分
配
を
原
則
と
し
て
活
動
を

行
う
民
間
の
組
織
を
指
し
、
日
本
語
で
は
「
非
営
利
団
体
」
や
「
非
営
利
組

合
」
と
も
訳
さ
れ
、
共
済
組
合
や
協
同
組
合
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
本
稿
本
文
の
以
下
で
は
ジ
ッ
ド
、
マ
ビ
ヨ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
な
ど
の
一
次

資
料
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
複
数
人
の
自

発
的
結
集
と
い
う
意
味
合
い
、
つ
ま
り
共
済
組
合
も
協
同
組
合
も
包
含
す
る

上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
い
う
語
彙
を
よ
り
広
義
に

使
用
す
る
。
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は
じ
め
に

　

一
八
九
四
年
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
契
機
に
「
知
識
人
（intellectual

）
」

と
い
う
名
詞
が
誕
生
し
て
以
来
、
「
知
識
人
」
は
二
十
世
紀
の
思
想
や

政
治
に
お
い
て
頻
繁
に
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、

そ
の
定
義
が
最
も
曖
昧
な
言
葉
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
、
二

十
世
紀
の
知
識
人
論
の
蓄
積
に
目
を
通
す
と
、
い
わ
ゆ
る
知
識
人
の
形

成
に
は
お
し
な
べ
て
共
通
の
矛
盾
が
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識

人
に
よ
る
そ
の
克
服
の
仕
方
に
も
あ
る
種
の
普
遍
性
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

本
稿
は
、
二
十
世
紀
の
「
公
共
的
知
識
人
（public intellectual

）
」
が

共
通
し
て
直
面
し
た
矛
盾
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の

政
治
思
想
家
H
・
ラ
ス
キ
（
一
八
九
三
―
一
九
五
〇
）
を
具
体
的
素
材
と

し
な
が
ら
、
ラ
ス
キ
が
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
打
開
、
克
服

し
よ
う
と
し
た
か
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

「
二
十
世
紀
の
前
半
に
英
語
で
書
い
た
、
最
も
影
響
力
が
あ
り
最
も

広
く
読
ま
れ
た
政
治
学
者

）
1
（

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ス
キ
は
学
問
と

同
時
代
的
評
論
の
双
方
に
わ
た
り
多
産
な
著
作
を
残
し
た
。
と
り
わ
け
、

初
期
三
部
作
と
呼
ば
れ
る
『
主
権
問
題
に
関
す
る
研
究
（Studies in the 

Problem
s of Sovereignty

）
』
（
一
九
一
七
年
）
、
『
近
代
国
家
に
お
け
る
権
威

（Authority in the M
odern State

）
』
（
一
九
一
九
年
）
、
『
主
権
の
基
礎
（Th e 

Foundations of Sovereignty

）
』
（
一
九
二
一
年
）
は
、
結
社
や
団
体
な
ど
の

再
定
礎
を
通
し
て
肥
大
化
し
た
国
家
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
イ

〈
公
募
論
文
〉

二
十
世
紀
の
知
識
人
を
め
ぐ
る
矛
盾
と
そ
の
克
服

【
H
・
ラ
ス
キ
を
通
し
て
】

大
井
赤
亥
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ギ
リ
ス
多
元
的
国
家
論
の
代
表
的
論
者
と
し
て
の
ラ
ス
キ
の
地
位
を
不

動
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や

第
二
次
大
戦
と
い
っ
た
変
動
を
背
景
と
し
た
同
時
代
的
評
論
を
量
産
し
、

そ
の
政
治
的
立
場
を
め
ぐ
り
様
々
な
毀
誉
褒
貶
に
も
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

既
存
の
ラ
ス
キ
研
究
で
は
、
政
治
学
者
と
し
て
の
ラ
ス
キ
評
価
は
初

期
の
著
作
を
め
ぐ
る
も
の
に
限
ら
れ
、
後
期
ラ
ス
キ
は
政
治
実
践
に

よ
っ
て
学
問
的
才
能
を
浪
費
し
た
「
失
敗
し
た
学
者
」
、
現
実
政
治
に

も
影
響
力
を
残
せ
な
か
っ
た
「
失
敗
し
た
政
治
家
」
と
い
う
評
価
が
一

般
的
と
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
H
・
デ
ィ
ー
ン
の
労
作
『
ハ
ロ
ル
ド
・

ラ
ス
キ
の
政
治
思
想
（Th e Political Ideas of H

arold Laski

）
』（
一
九
五
五
年
）

は
、
初
期
の
ラ
ス
キ
の
学
問
的
達
成
に
つ
い
て
は
そ
の
理
論
的
矛
盾
を

列
挙
し
、
後
期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
「
知

的
退
歩
」
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
後
長
く
流
通
し
て
き
た
「
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
と
効
果
の
不
毛
な
政
治
活
動
で
能
力
を
浪
費
し
た
思
想
家

）
2
（

」
（
P
・

ハ
ー
ス
ト
）
と
い
う
ラ
ス
キ
像
を
生
み
出
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
学
者
／
政
治
家
」
と
い
う
二
者
択
一
的
な
ラ
ス
キ
解

釈
は
、
ラ
ス
キ
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
適
切
な
存
在
領
域
が
不
在
で
あ

る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
は
一
方
で
学
問
的
義
務
を
重
視
し

て
政
治
的
公
職
へ
の
就
任
を
拒
み
続
け
た
が
、
他
方
、
象
牙
の
塔
に
隠

遁
す
る
生
き
方
も
拒
絶
し
、
同
時
代
に
お
け
る
「
教
師
の
市
民
と
し
て

の
権
利
」
を
大
胆
に
行
使
し
た

）
3
（

。
ラ
ス
キ
は
、
同
時
代
の
出
来
事
を
批

判
し
異
議
を
申
し
立
て
る
「
外
部
者
（outsider

）
」
の
資
格
と
、
同
時

代
の
出
来
事
の
方
向
性
を
形
作
る
「
当
事
者
（insider

）
」
の
興
奮
と
の

両
方
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
ラ
ス
キ
は
、

「
学
問
と
実
践
と
い
う
二
つ
の
世
界
に
位
置
付
け
ら
れ
た
、
新
し
い
種

類
の
人
物

）
4
（

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
ラ
ス
キ
を
捉
え
る
た
め
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
設
定
を
困
難
な
も
の
に
し
て
き
た
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
を
「
公
共
的
知
識
人
」
と
い
う
次
元
で
捉

え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
同
時
代
へ
の
参
画
を
通
じ
て
自
ら
の
政
治
学

を
構
築
し
て
き
た
ラ
ス
キ
の
思
想
は
、
「
学
者
／
政
治
家
」
と
い
う
二

者
択
一
で
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
「
公
共
的
知
識
人
」
と

い
う
位
相
に
位
置
づ
け
直
し
て
こ
そ
、
そ
の
全
体
像
を
包
括
的
に
描
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
作
業
は
、
ラ
ス
キ
の
思
想
変

遷
の
な
か
に
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
が
共
通
に
抱
え
た
矛
盾
と
そ
の
克

服
の
あ
り
方
を
象
徴
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
と
よ
り
、
ラ
ス
キ
を
知
識
人
と
い
う
次
元
で
評
価
し
よ
う
と
す
る

試
み
が
こ
れ
ま
で
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
R
・
C
・
グ
プ
タ
に

よ
る
『
ハ
ロ
ル
ド
・
J
・
ラ
ス
キ
―
―
そ
の
政
治
思
想
の
批
判
的
分
析

（H
arold J. Laski: A C

ritical Analysis of H
is Political Ideas

）
』（
一
九
六
六
年
）

は
、
ラ
ス
キ
を
、
J
・
S
・
ミ
ル
の
経
験
的
個
人
主
義
と
グ
リ
ー
ン
の

抽
象
的
理
想
主
義
と
の
「
中
道
（m

iddle w
ay

）
」
を
歩
ん
だ
存
在
と
し

て
位
置
づ
け
、
政
治
実
務
と
思
弁
的
学
問
と
を
架
橋
し
た
二
十
世
紀
イ

ギ
リ
ス
の
「
知
的
指
導
者
（intellectual leader

）
」
と
し
て
描
出
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
九
三
年
の
ラ
ス
キ
生
誕
百
周
年
を
契
機
に
、
英
米
圏
で
は
ラ
ス

キ
研
究
の
再
興
、
い
わ
ば
「
ラ
ス
キ
・
リ
バ
イ
バ
ル
」
が
生
じ
る
が
、

こ
こ
に
お
い
て
も
ラ
ス
キ
の
知
識
人
と
し
て
の
社
会
参
加
の
意
義
を
問

い
返
す
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ク
ラ
ミ
ッ
ク
＆
シ
ェ
ー
マ

ン
に
よ
る
浩
瀚
な
評
伝
『
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
―
―
左
翼
人
の
生
涯

（H
arold Laski: A Life on the Left

）
』
（
一
九
九
三
年
）
は
、
ラ
ス
キ
の
同
時

代
的
影
響
力
の
対
象
が
、
専
門
的
学
術
誌
を
読
む
数
百
人
の
研
究
者
か

ら
論
壇
誌
を
購
読
す
る
数
十
万
の
教
養
層
、
そ
し
て
全
国
的
な
日
刊
紙

を
読
む
数
百
万
の
民
衆
ま
で
幅
広
い
階
層
に
お
よ
ん
だ
点
を
強
調
し
、

ラ
ス
キ
を
「
二
十
世
紀
の
最
も
重
要
な
公
共
的
知
識
人
の
一
人

）
5
（

」
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ラ
ス
キ
の
弟
子
で
あ
っ
た
R
・
ミ
リ
バ
ン
ド
も

ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
英
米
圏
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の

存
在
感
を
指
摘
し
な
が
ら
、
「
彼
は
模
範
的
な
公
共
的
知
識
人
で
あ
り
、

今
日
の
左
翼
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
知
識
人
の
姿
が
ま
す
ま
す
必
要

と
な
っ
て
い
る

）
6
（

」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
グ
プ
タ
の
研
究
は
ラ
ス
キ
を
単
に
知
識
人
と
名
づ

け
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
ク
ラ
ミ
ッ
ク
＆
シ
ェ
ー
マ
ン
や
ミ
リ
バ

ン
ド
も
ラ
ス
キ
の
実
践
を
通
し
て
「
古
き
良
き
知
識
人
」
の
時
代
を
回

顧
的
に
憧
憬
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
を
め
ぐ
る
構
造

的
矛
盾
の
な
か
に
ラ
ス
キ
を
位
置
づ
け
る
作
業
は
不
在
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
下
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
に
共
通
し
た
矛
盾
の
構
造

を
考
察
し
た
上
で
、
主
と
し
て
一
九
四
四
年
の
ラ
ス
キ
の
著
作
『
信
仰
・

理
性
・
文
明
（Faith, Reason and C

ivilization

）
』
に
基
づ
き
な
が
ら
、

ラ
ス
キ
の
活
動
の
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
よ
う
な
共
通
の
矛
盾
を
打
開
す
る

知
識
人
の
試
み
と
し
て
提
示
し
た
い
。

一
　

知
識
人
を
と
り
ま
く
矛
盾

　

知
識
人
を
め
ぐ
っ
て
は
二
十
世
紀
を
通
じ
て
厖
大
な
言
論
が
展
開
さ

れ
て
き
た
反
面
、
知
識
人
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に

委
ね
ら
れ
て
き
た
の
が
現
状
で
あ
り
、「
数
あ
る
現
代
用
語
の
な
か
で
も
、

『
知
識
人
（intellectual

）
』
と
い
う
言
葉
ほ
ど
曖
昧
な
も
の
は
あ
ま
り
な

い
）
7
（

」
（
L
・
コ
ー
ザ
ー
）
と
さ
れ
て
き
た
。

　

と
は
い
え
、
既
存
の
知
識
人
論
の
蓄
積
に
目
を
通
す
と
、
そ
れ
ら
は

さ
し
あ
た
り
、
社
会
に
お
け
る
一
定
の
知
的
機
能
に
よ
っ
て
知
識
人
を

定
義
づ
け
る
社
会
学
的
知
識
人
論
と
、
規
範
的
性
格
に
よ
っ
て
知
識
人

を
特
徴
づ
け
る
規
範
的
知
識
人
論
と
に
大
ま
か
に
二
分
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う

）
8
（

。
前
者
は
、
社
会
の
な
か
で
果
た
さ
れ
る
特
定
の
知
的
役
割
、

と
り
わ
け
知
識
を
用
い
て
社
会
の
安
定
性
を
確
保
す
る
機
能
に
即
し
て

知
識
人
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
古
く

は
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
お
け
る
ラ
ビ
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
教
聖
職
者
、
中
国
の
士
大
夫
や
朝
鮮
の
両
班
な
ど
が
知
識
人
と
し

て
該
当
し
、
現
代
で
は
官
僚
、
産
業
技
術
者
、
政
治
経
済
専
門
家
、
ジ
ャ
ー
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ナ
リ
ス
ト
な
ど
が
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
。

　

他
方
、
規
範
的
性
格
に
よ
っ
て
知
識
人
を
特
徴
づ
け
る
議
論
は
、
社

会
学
的
知
識
人
論
の
考
察
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
既
存

秩
序
の
担
い
手
と
し
て
の
知
識
人
の
な
か
か
ら
、
一
定
の
知
的
態
度
や

精
神
性
を
備
え
た
存
在
を
い
わ
ば
狭
義
の
知
識
人
と
し
て
抽
出
す
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
永
遠
の
正
義
と
真
理
へ
の
忠
誠
に
よ
っ
て
世
俗

的
利
害
の
超
越
を
説
い
た
バ
ン
ダ
、
普
遍
的
な
価
値
に
し
た
が
っ
て
眼

前
の
社
会
的
課
題
へ
の
参
画
を
説
い
た
サ
ル
ト
ル
、
ア
マ
チ
ュ
ア
精
神

や
現
実
へ
の
批
判
精
神
を
知
識
人
の
条
件
と
し
て
論
じ
た
サ
イ
ー
ド
の

知
識
人
論
な
ど
が
そ
れ
ら
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
知
識

人
論
を
め
ぐ
る
二
つ
の
類
型
は
相
互
に
重
な
る
部
分
も
あ
り
、
両
者
を

判
然
と
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
座
、
知
識
人
論
の
整
理
の

た
め
の
分
類
と
し
て
は
有
効
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
類
型
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
あ
え
て
知
識
人
と

い
う
言
葉
に
定
義
を
与
え
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
広
義
に
は
秩
序

の
安
定
性
を
担
う
知
識
の
使
い
手
、
す
な
わ
ち
聖
職
者
、
学
者
、
法
律

家
、
官
僚
な
ど
「
実
践
的
知
識
の
技
術
者
」
（
サ
ル
ト
ル
）
を
示
す
総
称

で
あ
り
、
狭
義
に
は
そ
の
な
か
で
と
り
わ
け
同
時
代
の
社
会
的
現
実
に

対
し
て
批
判
的
に
関
与
し
た
存
在
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ

う
な
狭
義
の
知
識
人
を
、
特
定
の
専
門
領
域
に
お
い
て
獲
得
し
た
知
見

や
権
威
を
利
用
し
て
、
「
公
的
（public

）
」
な
事
柄
、
と
り
わ
け
同
時

代
の
政
治
的
課
題
に
参
与
し
、
決
定
を
方
向
づ
け
よ
う
と
し
た
人
々
、

す
な
わ
ち
「
公
共
的
知
識
人
（public intellectual

）
」
と
し
て
定
義
し
て

お
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
公
共
的
知
識
人
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て

あ
る
種
の
「
普
遍
的
な
矛
盾
」
に
直
面
し
て
き
た
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
、
現
状
秩
序
の
支
え
手
と
し
て
要
請
さ
れ
る
「
上
部
構
造
の

役
人
」
（
サ
ル
ト
ル
）
と
し
て
の
機
能
と
、
習
得
し
た
知
性
の
徹
底
的
な

行
使
に
よ
っ
て
秩
序
の
矛
盾
を
意
識
し
、
現
状
に
対
し
て
異
議
申
し
立

て
を
行
う
知
的
廉
直
性
と
の
間
に
生
じ
る
矛
盾
で
あ
る
。
以
下
、
グ
ラ

ム
シ
、
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
知
識
人
論
を
材
料
と
し
な
が
ら
、
二
十
世
紀

の
知
識
人
に
ま
つ
わ
る
こ
の
矛
盾
の
構
造
に
着
目
し
た
い
。

　

伝
統
的
知
識
人
と
有
機
的
知
識
人
と
い
う
区
分
で
有
名
な
グ
ラ
ム
シ

の
知
識
人
論
は
、
そ
の
社
会
的
な
機
能
に
着
目
し
て
中
世
か
ら
近
代
の

知
識
人
を
考
察
し
た
代
表
的
な
議
論
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
グ

ラ
ム
シ
は
、
実
力
と
強
制
の
領
域
で
あ
る
「
政
治
的
社
会
あ
る
い
は
国

家
」
に
対
し
、
自
発
と
同
意
の
領
域
で
あ
る
「
市
民
社
会
（società 

civile

）
」
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
に
お
け
る
支
配
階
級
の
価
値
観
の
浸
透

と
普
遍
化
、
そ
れ
に
よ
る
安
定
的
服
従
の
調
達
が
、
国
家
を
下
支
え
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
市
民
社
会
が
未
発
達
で
「
ゼ
ラ
チ
ン
状
」

で
あ
っ
た
東
方
ロ
シ
ア
に
比
べ
、
西
欧
で
は
そ
れ
は
強
固
に
存
在
し
て

政
治
的
国
家
を
囲
繞
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
グ
ラ
ム
シ
に
お
い
て
知
識

人
と
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
関
わ
る
存
在
、
す
な
わ

ち
、
支
配
階
級
の
文
化
や
価
値
観
を
被
支
配
階
級
に
浸
潤
さ
せ
、
そ
の
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信
念
体
系
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
樹
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
統
治
に

同
意
を
調
達
さ
せ
る
機
能
を
担
う
存
在
、
い
わ
ば
支
配
階
級
の
た
め
の

知
的
幹
部
と
し
て
想
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

中
世
以
降
、
こ
の
よ
う
な
観
念
を
通
じ
た
秩
序
の
安
定
を
担
っ
て
き

た
の
が
伝
統
的
知
識
人
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
知
識

人
と
は
何
世
代
に
も
わ
た
り
同
じ
仕
事
を
引
き
継
い
で
き
た
知
的
階
層

で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
秩
序
に
お
け
る
聖
職
者
が
そ
の
典

型
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
聖
職
者
は
「
学
校
、
教
育
、
道
徳
、
司

法
、
慈
善
、
援
助
、
等
々
の
活
動
形
態
を
と
も
な
っ
た
宗
教
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
、
い
い
か
え
れ
ば
時
代
の
哲
学
と
科
学
」
を
長
期
に
わ
た
り
独

占
し
て
き
た

）
9
（

。
聖
職
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
教
会
支
配
の
正
統
性
を
支
え

て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
知
識
人
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、

産
業
化
の
到
来
と
と
も
に
登
場
し
た
資
本
家
階
級
に
と
っ
て
も
重
要
な

資
源
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
支
配
に
向
か
っ
て
発
展
す
る
階
級
は
、
伝
統
的
知

識
人
を
吸
収
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
身
の
階
級
的
精
神
を
経
済
の

み
な
ら
ず
文
化
や
道
徳
に
お
い
て
も
有
機
的
に
体
現
す
る
独
自
の
知
識

人
、
す
な
わ
ち
有
機
的
知
識
人
を
内
側
か
ら
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
た
と
え
ば
資
本
家
階
級
は
、
そ
の
成
長
と
と
も
に
教
育
制
度
を

整
備
し
、
工
業
の
専
門
技
術
者
、
経
済
学
者
、
政
策
立
案
者
、
新
し
い

文
化
や
新
し
い
法
律
の
組
織
者
を
作
り
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
養
成

さ
れ
る
知
識
人
は
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
価
値
観
の
形
成
に
広
く
影
響

力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
支
配
権
の
拡
張
を
試
み
る
運
動
と
連
動
し
て

い
く
。

　

グ
ラ
ム
シ
に
お
け
る
有
機
的
知
識
人
の
機
能
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、

興
隆
す
る
支
配
階
級
と
結
び
つ
き
、
知
識
を
利
用
し
て
そ
の
権
力
の
拡

張
を
は
か
る
「
上
部
構
造
の
『
職
員
＝
機
能
の
担
い
手
（funzionario

）
』
」

で
あ
り
、
支
配
集
団
の
統
治
を
補
強
す
る
た
め
に
市
民
社
会
で
民
衆
の

自
発
的
同
意
を
引
き
出
し
て
統
治
を
補
強
す
る
「
支
配
的
社
会
集
団
の

『
代
理
人
（com

m
esso

）
』
」
で
あ
っ
た

）
10
（

。

　

と
は
い
え
、
グ
ラ
ム
シ
に
お
い
て
は
、
労
働
運
動
の
顕
在
化
に
伴
っ

て
、
労
働
者
階
級
が
そ
れ
自
体
の
有
機
的
知
識
人
を
持
つ
こ
と
も
留
保

さ
れ
て
い
た
。
あ
る
階
級
に
独
自
の
知
識
人
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
教

育
制
度
や
時
間
的
余
裕
な
ど
一
定
の
条
件
が
必
要
な
た
め
、
労
働
者
な

ど
恵
ま
れ
な
い
階
級
は
、
そ
れ
自
身
の
知
識
人
を
生
み
だ
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
と
は
い
え
、
グ
ラ
ム
シ
の
立
論
で
は
、
階
級
的
矛
盾
を
自
覚

し
、
そ
の
打
開
と
歴
史
の
進
歩
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
知
識

人
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
労
働
者
階
級
と
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
り
、
労
働
者
階
級
は
そ
の
利
益
や
価
値
観
を
体
現
す
る
知
的
存
在
を

持
つ
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
労
働
者
階
級
と
結
び
つ
い

た
有
機
的
知
識
人
の
存
在
が
可
能
と
な
り
、
有
機
的
知
識
人
が
労
働
者

の
価
値
観
や
信
条
体
系
を
対
抗
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
確
立
し
て
い
く

闘
争
が
展
望
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

知
識
人
論
を
め
ぐ
る
同
様
の
構
造
は
、
サ
ル
ト
ル
に
も
見
ら
れ
る
。
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サ
ル
ト
ル
は
、
自
身
が
二
十
世
紀
に
お
け
る
知
識
人
の
輝
か
し
い
体
現

者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
知
識
人
を
「
対
象
」
と
し
て
論
じ
た
知
識
人

論
の
主
導
者
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
グ
ラ
ム
シ
の
そ
れ
を
大
き
く
踏
襲
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

サ
ル
ト
ル
も
ま
た
、
十
四
世
紀
頃
ま
で
知
の
保
存
者
は
も
っ
ぱ
ら
聖

職
者
で
あ
り
、
教
会
が
一
つ
の
階
級
と
し
て
知
識
と
経
済
を
独
占
し
て

い
た
と
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
は
グ
ラ
ム
シ
の
伝
統
的
知
識
人
に
相
当
す

る
も
の
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
産
業
の
発
展
と
資
本
の
蓄
積
に
伴
い
、
よ
り
実
践
的
な
知

識
の
技
術
者
が
出
現
す
る
。
科
学
者
、
技
師
、
算
術
家
、
法
律
家
な
ど

が
こ
れ
に
該
当
し
、
専
門
的
な
知
の
自
由
な
発
展
を
追
求
し
た
こ
れ
ら

の
人
々
が
、
知
の
体
系
に
お
い
て
か
つ
て
聖
職
者
た
ち
が
占
め
て
い
た

位
置
を
奪
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
近
代
に
お
け
る
知
識
人
で
あ
り
、
基

本
的
に
は
グ
ラ
ム
シ
の
提
示
し
た
有
機
的
知
識
人
と
重
な
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

グ
ラ
ム
シ
と
同
様
に
サ
ル
ト
ル
も
、
知
識
人
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は

支
配
層
の
資
本
蓄
積
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
教

育
や
研
究
の
制
度
化
は
、
基
本
的
に
は
支
配
層
が
自
ら
の
統
治
に
必
要

な
知
識
を
拡
充
さ
せ
、
官
僚
や
技
術
者
を
育
成
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
高
等
教
育
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
知
識
は
、
労
働
者
の

側
で
は
な
く
支
配
層
の
側
に
利
益
を
も
た
ら
す
性
格
を
孕
ん
で
い
る
。

そ
し
て
知
識
人
は
、
支
配
層
が
整
え
た
教
育
制
度
に
ま
ず
は
順
応
し
、

知
識
を
受
動
的
に
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
形
成
さ
れ
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
も
、
知
識
人
と
は
、
た
と
え
知
識
人
の
側

で
拒
否
し
よ
う
と
も
、
そ
の
起
源
に
お
い
て
支
配
階
級
と
結
ば
れ
た
「
上

部
構
造
の
役
人
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
知
識
人
と
労
働
者
階
級
と
の
結
合
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

サ
ル
ト
ル
は
グ
ラ
ム
シ
よ
り
も
悲
観
的
で
あ
り
、
農
民
や
労
働
者
に
つ

い
て
有
機
的
知
識
人
は
存
在
し
え
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
被
支
配
者

階
級
は
そ
れ
自
身
の
教
育
制
度
を
持
た
な
い
た
め
、
「
有
機
的
知
識
人

―
―
あ
る
階
級
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
そ
の
階
級
の
客
観
的
精
神
を
代

表
す
る
と
い
う
意
味
で
の
―
―
有
機
的
知
識
人
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の

場
合
に
は
存
在
し
な
い

）
11
（

」
。
知
識
人
も
ま
た
、
教
育
を
通
じ
て
形
成
さ

れ
る
と
い
う
そ
の
必
然
的
事
情
に
よ
り
、
常
に
「
支
配
階
級
の
代
理
人
」

と
い
う
出
生
の
刻
印
を
押
さ
れ
て
お
り
、
知
識
人
と
労
働
者
と
の
間
は

ど
こ
ま
で
も
引
き
裂
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
が
知
識
人
と
労
働
者
と

の
い
か
な
る
連
携
を
も
不
可
能
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
等
教
育
に

よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
知
識
は
、
支
配
層
の
側
で
は
統
治
の
円
滑
化
を
目

的
と
し
て
い
て
も
、
一
旦
伝
授
さ
れ
る
と
、
知
識
人
の
側
で
当
初
の
目

的
を
離
れ
て
自
律
的
に
一
人
歩
き
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
獲
得
し
た
知

識
を
徹
底
さ
せ
、
知
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
非
対
称
的
な
関
係
を
自
覚
す

る
に
つ
れ
て
、
そ
の
使
用
目
的
を
反
転
さ
せ
、
自
分
た
ち
を
形
成
し
て

き
た
教
育
制
度
を
批
判
的
に
問
い
返
す
一
群
の
人
々
が
生
じ
る
の
で
あ
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る
。
支
配
層
の
整
備
し
た
教
育
装
置
の
内
側
か
ら
生
じ
な
が
ら
、
知
識

の
自
律
性
と
廉
直
性
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
の
秩
序
へ

の
意
義
申
し
立
て
に
駆
り
立
て
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
々
―
―
。

こ
の
よ
う
な
人
々
こ
そ
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
狭
義
の
知
識
人
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

　

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
知
識
人
は
、
支
配
階
級
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
ら
と
対
峙
し
、
労
働
者
階
級
と
の
連
帯
を

求
め
な
が
ら
も
そ
れ
ら
と
完
全
に
一
体
化
で
き
な
い
、
中
途
半
端
で
孤

独
な
領
域
に
身
を
お
く
こ
と
に
な
る
。
「
支
配
階
級
か
ら
は
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
な
に
し
ろ
彼
ら
の
与
え
た
知
識
を
、
彼
ら

に
敵
対
す
る
た
め
に
使
う
の
で
す
か
ら
、
裏
切
り
者
と
さ
え
映
り
、
ま

た
彼
の
教
養
そ
の
も
の
、
彼
の
階
級
の
た
め
に
、
恵
ま
れ
な
い
階
級
か

ら
も
や
は
り
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
ま
す

）
12
（

」
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
孤
独
は
、
知
識
人
が
引
き
受
け
る
べ

き
課
題
で
も
あ
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
は
い
う
。
「
知
識
人
が
最
も
役
立
ち

う
る
の
は
、
単
称
的
普
遍
と
し
て
、
つ
ま
り
単
な
る
学
問
の
人
と
し
て

で
は
な
く
、
以
上
に
述
べ
た
矛
盾
を
生
き
る
学
問
の
人
と
し
て
な
の
で

あ
り
、
こ
の
孤
独
、
こ
の
『
半
追
放
』
の
よ
う
な
孤
独
の
な
か
で
こ
そ
、

知
識
人
は
、
彼
が
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
も
っ
と
も
接
近
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す

）
13
（

」
。

　

こ
の
よ
う
な
矛
盾
と
孤
独
は
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
が
直
面
し
た
普

遍
的
葛
藤
で
あ
り
、
背
負
う
以
外
に
な
い
宿
命
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、

秩
序
の
安
定
を
担
う
知
の
使
い
手
は
中
世
を
通
じ
て
存
在
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
教
育
を
通
じ
て
獲
得
し
た
知
の
使
用
目
的
を
め
ぐ
る
知

識
人
の
矛
盾
も
ま
た
、
二
十
世
紀
以
前
か
ら
存
在
し
て
き
た
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
知
の
使
い
手
が
「
知
識
人
」
と
し
て
自
ら

を
定
義
し
、
自
身
を
と
り
ま
く
普
遍
的
矛
盾
を
自
ら
に
固
有
の
課
題
と

し
て
自
覚
化
し
た
の
は
一
八
九
四
年
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
へ
て
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
自
覚
は
ロ
シ
ア
革
命
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
興
隆
、
二
つ
の

世
界
大
戦
と
い
っ
た
人
類
史
的
変
動
の
な
か
で
さ
ら
に
先
鋭
化
さ
れ
て

い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
知
識
人
の
抱
え
る
矛
盾
の
顕
在
化
は
、
二
十

世
紀
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
が
具
体
的
な
持
ち
場
に
お
い
て
示
し

た
社
会
参
加
の
姿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
普
遍
的
ア
ポ
リ
ア
を
打
開
し

よ
う
と
試
み
た
軌
跡
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
次
節
以
降
、
二
十
世
紀
前

半
の
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
が
こ
の
矛
盾
を
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
、
ま
た
い
か
な
る
社
会
実
践
に
よ
っ
て
そ
れ
を
打
開

し
よ
う
と
し
た
か
を
考
察
し
た
い
。

二
　

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判

　

自
ら
に
固
有
の
矛
盾
を
克
服
す
る
た
め
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
が
模

索
し
た
第
一
の
実
践
は
、
自
分
自
身
の
知
的
形
成
過
程
が
支
配
階
級
の

資
本
蓄
積
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
断
の
自
己
批
判
で
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あ
っ
た
。
知
識
人
は
、
「
絶
え
ず
プ
チ
・
ブ
ル
で
あ
る
と
い
う
自
覚
、

プ
チ
・
ブ
ル
と
し
て
思
考
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
自
覚
」
（
サ
ル

ト
ル
）
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
既
存
秩
序
の
知
的
正
当
化
作

業
に
回
帰
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
制
度
か
ら
必
然

的
に
派
生
す
る
無
意
識
的
偏
向
を
批
判
的
に
自
覚
化
す
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、
ラ
ス
キ
の
場
合
、
一
貫
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判

と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
ラ
ス
キ
は
一
九
二
五
年
、
L 

S 

E
の
政
治
学

教
授
就
任
演
説
に
お
い
て
、
自
身
が
学
ん
だ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の

A
・
ダ
イ
シ
ー
や
E
・
バ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
政
治
学
者
へ
の
恩
義
を
認

め
な
が
ら
も
、
伝
統
的
政
治
学
の
超
然
主
義
や
「
地
方
的
閉
鎖
性
」
に

は
率
直
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
概
し
て
、

少
な
く
と
も
教
授
陣
に
限
っ
て
は
社
会
問
題
の
考
察
に
関
心
を
示
し
て

い
た
が
、
そ
の
解
決
に
対
す
る
責
任
に
は
無
頓
着
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

正
確
な
分
析
の
重
要
性
を
説
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る

義
務
を
示
さ
な
か
っ
た

）
14
（

」
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
活
発
に
な
る
ラ
ス

キ
の
実
践
活
動
は
、
過
度
の
専
門
性
や
「
学
問
的
中
立
性
」
に
閉
塞
す

る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
拒
否
感
と
相
即
不
離
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判
は
、
第
二
次
大
戦
期
に
お
い
て
頂

点
を
迎
え
る
。
ラ
ス
キ
は
一
九
四
四
年
の
著
作
『
信
仰
・
理
性
・
文
明
』

に
お
い
て
、
戦
間
期
の
専
門
学
問
や
研
究
者
の
あ
り
方
に
強
い
批
判
を

向
け
て
い
る
。
ラ
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
興
隆
や
第
二
次
大
戦
と
い
っ
た
人
類
史
的
試
練
を

迎
え
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
学
は
態
度
決
定
を
回
避
し
た
ま
ま
学

問
の
専
門
性
に
安
住
し
て
い
た
。
「
こ
の
期
間
に
お
け
る
学
界
の
性
格

を
概
観
し
て
痛
感
す
る
こ
と
は
…
…
そ
の
基
礎
構
造
そ
の
も
の
が
、
現

在
の
喫
緊
の
課
題
と
の
関
連
で
決
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

彼
ら
が
、
あ
ら
か
じ
め
知
識
人
と
し
て
強
く
肯
定
し
た
い
と
願
う
研
究

成
果
を
い
か
に
満
足
さ
せ
う
る
か
と
い
う
考
慮
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
15
（

」
。

　

ラ
ス
キ
は
と
り
わ
け
、
人
文
社
会
科
学
の
学
問
的
な
閉
鎖
性
を
も
た

ら
す
原
因
と
し
て
、
学
問
の
「
過
度
の
専
門
化
」
と
「
公
平
性
へ
の
崇

拝
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
学
問
の
専
門
分
化
と
職
業
化
に
よ
り
、
「
学

者
は
も
っ
ぱ
ら
他
の
学
者
に
向
つ
て
説
」
く
ば
か
り
と
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
「
学
者
の
著
作
は
普
通
の
知
識
を
持
っ
た
人
間
に
は
無
意
味
と
な
っ

た
）
16
（

」
（
丸
山
眞
男
）
の
で
あ
る
。
ま
た
「
客
観
性
」
や
「
公
平
性
」
へ
の

固
執
は
、
支
配
階
級
の
装
置
と
し
て
の
教
育
研
究
制
度
に
内
在
す
る
基

本
的
性
格
を
忘
却
さ
せ
、
学
者
や
知
識
人
は
そ
の
知
性
を
自
律
的
に
徹

底
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
結
果
的
に
学
問
は
「
支
配
階
級
の
一
付
属
物
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
大
学
は
、
社
会
生
活
か
ら
遊
離

し
た
「
象
牙
の
塔
（ivory tow

er

）
」
で
は
な
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
な
ど
同

時
代
的
危
機
に
際
し
て
は
文
明
の
遺
産
を
擁
護
す
る
「
見
張
塔
（w

atch 

tow
er

）
」
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

）
17
（

。
教
育
制
度
に
潜
む
階
級
性
の
自



社会思想史研究　No. 41　2017

　●　124

覚
や
、
「
客
観
性
」
を
僭
称
す
る
学
問
研
究
に
対
す
る
不
断
の
自
己
吟

味
は
、
ラ
ス
キ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
観
に
一
貫
し
た
視
座
で
あ
り
、
そ
れ

が
ラ
ス
キ
を
単
な
る
知
識
の
担
い
手
と
し
て
の
知
識
人
で
は
な
く
、
そ

の
知
識
を
反
転
さ
せ
て
既
存
秩
序
の
矛
盾
を
克
服
す
る
、
公
共
的
知
識

人
と
し
た
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
　

民
衆
と
の
接
触

　

二
十
世
紀
の
知
識
人
に
よ
る
矛
盾
克
服
の
た
め
の
第
二
の
模
索
は
、

労
働
者
や
農
民
な
ど
恵
ま
れ
な
い
階
級
と
の
不
断
の
接
触
で
あ
っ
た
。

接
触
は
知
識
人
と
大
衆
と
の
隔
絶
を
克
服
す
る
最
も
直
接
的
な
方
途
で

あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
グ
ラ
ム
シ
は
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。
「
大

衆
分
子
は
『
感
じ
る
』
け
れ
ど
も
、
い
つ
で
も
理
解
し
、
あ
る
い
は
知

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
知
的
分
子
は
『
知
る
』
け
れ
ど
も
、
い
つ

で
も
理
解
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
と
り
わ
け
『
感
じ
る
』
と
は
限
ら

な
い

）
18
（

」
。
そ
れ
ゆ
え
知
識
人
は
、
大
衆
と
の
接
触
を
保
つ
こ
と
に
よ
り

現
実
を
感
じ
取
り
、
大
衆
も
ま
た
、
知
識
人
と
の
接
触
に
よ
っ
て
個
別

的
課
題
を
普
遍
的
視
野
か
ら
位
置
づ
け
直
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
者
の

全
体
と
し
て
の
知
的
道
徳
的
改
革
が
初
め
て
可
能
と
な
る
と
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
ラ
ス
キ
の
実
践
ス
タ
イ
ル
も
ま
た
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
労
働

運
動
や
大
衆
運
動
へ
の
参
加
と
接
触
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ

も
、
ラ
ス
キ
の
考
え
る
知
識
人
像
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、

ス
ピ
ノ
ザ
な
ど
十
七
世
紀
の
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
は
、
民
衆
が
生
き
た

「
そ
の
時
代
の
精
神
的
風
土
」
を
最
高
度
に
体
現
し
、
ま
た
そ
の
性
格

を
方
向
づ
け
て
き
た
。
「
真
の
共
感
と
は
、
知
識
人
と
大
衆
と
の
団
結
、

結
合
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
と
す
る
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
知
識
人
の
責

任
と
は
、
「
大
衆
と
の
深
い
連
携
を
通
し
て
、
彼
ら
の
夢
と
希
望
と
を
、

実
現
可
能
な
、
し
か
も
正
統
な
も
の
と
し
て
示
す
こ
と

）
19
（

」
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。

　

事
実
、
労
働
組
合
出
身
の
労
働
党
幹
部
で
あ
っ
た
モ
リ
ソ
ン
は
、
ラ

ス
キ
を
評
し
て
、
「
私
は
労
働
運
動
に
『
乗
じ
る
（rise on

）
』
知
識
人

に
は
反
対
だ
が
、
ラ
ス
キ
は
『
と
も
に
立
ち
上
が
る
（rise w

ith

）
』
知

識
人
だ
っ
た

）
20
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
労
働
党
の
議
会
政
治

家
に
は
煙
た
が
ら
れ
た
ラ
ス
キ
が
、
労
働
組
合
の
活
動
家
や
草
の
根
の

党
員
の
支
持
に
よ
っ
て
、
十
年
以
上
に
わ
た
り
党
の
全
国
執
行
委
員
会

に
選
出
さ
れ
続
け
た
事
実
に
も
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

し
か
し
ラ
ス
キ
に
お
け
る
接
触
の
重
要
性
は
、
む
し
ろ
、
同
時
代
の

知
識
人
の
超
然
主
義
や
大
衆
嫌
悪
に
対
す
る
ラ
ス
キ
の
仮
借
の
な
い
批

判
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ

た
の
は
、
『
信
仰
・
理
性
・
文
明
』
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
バ
ン
ダ
批
判

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

J
・
バ
ン
ダ
に
よ
る
知
識
人
論
の
古
典
『
知
識
人
の
裏
切
り
（La 

Trahison des C
lercs

）
』
（
一
九
二
七
年
）
は
、
知
識
人
を
正
義
と
真
理
の
み

に
忠
誠
を
誓
う
聖
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
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ム
や
共
産
主
義
な
ど
世
俗
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
屈
服
す
る
一
九
二
〇
年

代
の
知
識
人
の
姿
を
「
知
識
人
の
裏
切
り
」
と
し
て
断
罪
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
バ
ン
ダ
に
よ
る
知
識
人
批
判
の
背
景
に
は
、ド
レ
フ
ュ

ス
事
件
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
高
揚

し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
共
産
主
義
と
い

う
明
確
な
批
判
対
象
が
あ
っ
た
。
バ
ン
ダ
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

以
来
、
普
遍
的
真
理
へ
の
奉
仕
を
義
務
と
し
て
き
た
知
識
人
は
、
二
十

世
紀
に
入
る
と
民
族
的
熱
狂
、
国
家
的
情
動
、
階
級
的
信
念
と
い
っ
た

世
俗
的
価
値
に
絡
め
取
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
超
然
的
な
思
考
や
態
度
を

喪
失
し
て
い
っ
た
。
バ
ン
ダ
は
そ
の
よ
う
な
知
識
人
と
し
て
、
と
り
わ

け
ド
イ
ツ
で
は
ロ
マ
ン
主
義
哲
学
や
J
・
G
・
フ
ィ
ヒ
テ
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
M
・
バ
レ
ス
や
G
・
ソ
レ
ル
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
「
こ
の
フ
ァ

ナ
テ
ィ
ス
ム
を
実
践
し
た
知
識
人
は
そ
の
責
務
を
裏
切
っ
た

）
21
（

」
と
糾
弾

し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
バ
ン
ダ
が
復
権
を
訴
え
る
知
識
人
の
姿
と
は
中
世
以

来
の
「
知
識
人
（clercs

）
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
、
エ
ラ

ス
ム
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
な
、
選
り
抜
か
れ
た
少
数
の
卓
越
し
た
知

性
で
あ
り
、
「
わ
が
王
国
は
こ
の
世
に
あ
ら
ず
」
と
宣
言
し
て
世
俗
的

目
的
を
超
越
し
、
正
義
や
理
性
な
ど
普
遍
的
価
値
の
た
め
に
行
動
し
た

宗
教
者
の
よ
う
な
人
物
像
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
超
越
的
な
正
義
や
真

理
を
政
党
や
国
家
な
ど
の
個
別
的
帰
属
に
優
先
さ
せ
た
バ
ン
ダ
の
知
識

人
論
は
一
定
の
魅
力
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
、
あ
く
ま
で
普
遍
的
価
値

を
志
向
し
そ
れ
に
仕
え
る
存
在
と
し
て
の
知
識
人
像
は
、
そ
の
後
の
知

識
人
論
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
『
信
仰
・
理
性
・
文
明
』
に
お
い
て
、
ラ
ス
キ
は
バ
ン
ダ

に
仮
借
な
い
批
判
を
向
け
て
い
く
。
バ
ン
ダ
の
知
識
人
論
に
お
い
て
、

普
遍
性
へ
の
忠
誠
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
同
時
代
か
ら
の
超
然
へ
と
結

び
つ
き
が
ち
だ
っ
た
の
に
対
し
、
ラ
ス
キ
の
知
識
人
論
で
は
、
普
遍
的

価
値
へ
の
忠
誠
と
同
時
代
へ
の
参
画
を
通
じ
た
そ
の
擁
護

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
密
接
不

可
分
で
あ
っ
た
。
普
遍
性
へ
の
献
身
は
公
共
的
知
識
人
の
条
件
の
一
つ

で
あ
る
が
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
総
力
戦
体
制
の
な

か
で
は
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
性
へ
の
献
身
を
「
今
／
こ
こ
」
の
政
治
状

況
に
絡
ま
せ
、
ど
の
よ
う
な
同
時
代
的
判
断
を
導
出
す
る
か
と
い
う
問

題
が
厳
し
く
問
わ
れ
た
と
い
え
る
。

　

ラ
ス
キ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
「
政
治
」

の
全
面
化
の
前
に
、
バ
ン
ダ
の
説
く
知
識
人
の
超
然
主
義
は
も
は
や
不

可
能
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
と
い
う
人
類
史
的
試
練
は
、
「
象
牙
の

塔
の
土
台
ま
で
流
し
て
し
ま
う
凄
ま
じ
い
闘
争
の
奔
流

）
22
（

」
を
作
り
出
し

た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
先
験
的
真
理
の
た
め
に
行
動
を
捨
て
る
こ
と
を

求
め
た
バ
ン
ダ
の
知
識
人
論
は
端
的
に
時
代
錯
誤
で
あ
り
、
中
世
キ
リ

ス
ト
教
世
界
の
聖
職
者
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

む
し
ろ
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
「
政
治
の
不
可
避

性
」
を
踏
ま
え
れ
ば
、
現
代
知
識
人
の
最
大
の
悲
劇
は
「
人
類
文
明
史
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に
お
け
る
最
高
の
戦
い
の
一
つ
に
対
し
て
、
多
少
と
も
無
関
心
な
態
度

を
と
る
か
、
で
な
け
れ
ば
反
対
に
、
ソ
レ
ル
、
キ
プ
リ
ン
グ
、
バ
レ
ス
、

モ
ー
ラ
ス
、
さ
ら
に
は
程
度
は
落
ち
る
が
C
・
ペ
ギ
ー
の
よ
う
に
、
完

全
に
反
動
陣
営
に
参
加
し
た
こ
と

）
23
（

」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
同
時
代
へ
の

無
関
心
、
あ
る
い
は
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
同
時
代
的
判
断
を
誤
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
バ
ン
ダ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
掲
げ
る
「
普
遍
性
へ
の

使
命
」
は
、
む
し
ろ
戦
間
期
の
知
識
人
の
無
関
心
を
合
理
化
す
る
機
能

を
果
た
す
も
の
と
な
る
。
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
「
知
識
人
の
最
高
の
裏

切
り
」
と
は
、
危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
学
問
の
普
遍
性
や
知
性
の
超
然

主
義
を
盾
に
現
状
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

）
24
（

。

知
識
人
の
超
然
主
義
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
仮
借
の
な
い
批
判
の
な
か

に
、
あ
く
ま
で
時
代
と
民
衆
と
に
向
き
あ
う
こ
と
を
要
求
す
る
ラ
ス
キ

の
知
識
人
論
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

四
　

「
代
表
＝
表
象
」
機
能

　

二
十
世
紀
の
知
識
人
が
そ
の
矛
盾
を
打
開
す
る
た
め
に
行
っ
た
第
三

の
方
途
は
、
被
抑
圧
者
の
状
況
へ
の
参
加
と
接
触
を
通
じ
、
忘
れ
ら
れ

て
い
る
人
々
や
声
の
な
い
人
々
を
「
代
表
＝
表
象
（represent

）
」
す
る

実
践
、
す
な
わ
ち
左
翼
知
識
人
に
よ
る
代
弁
機
能
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ

ス
キ
の
言
論
活
動
も
ま
た
、
労
働
運
動
へ
の
関
与
に
よ
っ
て
労
働
者
の

価
値
や
希
望
を
感
知
し
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
大
衆
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
を
駆
使
し
な
が
ら
、
影
響
力
の
あ
る
言
語
で
そ
れ
ら
を
表
象
す
る
機

能
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

事
実
、
ラ
ス
キ
の
死
去
に
際
し
、
L 

S 

E
の
学
生
雑
誌
『
ク
レ
ア
・

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
レ
ビ
ュ
ー
』
誌
上
で
B
・
バ
ル
フ
ォ
ア
は
、
「
ラ
ス
キ

は
炭
坑
夫
や
造
船
労
働
者
に
接
す
る
際
に
も
決
し
て
講
演
の
レ
ベ
ル
を

下
げ
た
り
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
い
て
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
誰
よ
り

も
ラ
ス
キ
の
諸
説
を
理
解
し
た
」
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
証
言
を

紹
介
し
て
い
る
。
「
私
の
よ
く
知
る
港
湾
労
働
者
は
、
読
書
や
思
索
の

た
め
の
時
間
を
ほ
と
ん
ど
持
て
な
い
ほ
ど
働
き
づ
め
で
あ
っ
た
が
、
常

に
ラ
ス
キ
の
論
説
だ
け
は
読
ん
で
い
た
。
彼
は
か
つ
て
私
に
こ
う
い
っ

た
。
『
こ
の
人
は
、
常
々
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
ま
っ
た
く
う
ま

い
や
り
方
で
代
弁
し
て
い
る

）
25
（

』
」
。

　

ラ
ス
キ
の
知
識
人
と
し
て
の
言
論
は
、
労
働
者
階
級
の
み
な
ら
ず
、

イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
留
学
生
や
活
動

家
な
ど
の
主
張
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
内
部

に
向
け
て
代
弁
す
る
機
能
も
果
た
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
ラ
ス
キ
と
イ

ン
ド
と
の
関
わ
り
は
長
く
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
ラ
ス
キ
は
、
J
・
ネ

ル
ー
ら
と
協
同
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
完
全
独
立
を
求
め
て
労
働
党
幹

部
へ
の
働
き
か
け
に
尽
力
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
の
下
で
学
ん
だ
イ
ン
ド

の
政
治
家
K
・
メ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
ラ
ス
キ
は
イ
ン
ド
の
主
張
が
正

義
で
あ
る
と
信
じ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
公
言
す
る
に
あ
た
っ
て
率
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直
で
あ
り
、
彼
が
心
底
か
ら
信
じ
た
大
義
に
威
信
と
権
威
を
与
え
る
た

め
に
、
大
学
教
授
と
い
う
自
身
の
立
場
を
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
利
用
し

た
）
26
（

」
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
の
姿
勢
は
、
自
身
の
名
声
や
影
響
力
を
、
相
対

的
に
抑
圧
さ
れ
た
要
求
を
可
視
化
さ
せ
る
た
め
に
利
用
す
る
と
い
う
点

で
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
の
「
代
表
＝
表
象
」
機
能
を
象
徴
的
に
体
現

す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
か
つ
て
デ
ィ
ー
ン
は
、
ラ
ス
キ
の
過
度
な
社

会
参
加
を
批
判
し
、
「
彼
は
言
葉
の
器
用
さ
と
修
辞
上
の
巧
み
さ
の
た

め
に
、
思
想
を
彼
ほ
ど
明
瞭
に
表
現
で
き
な
い
人
が
苦
心
し
て
満
足
な

結
論
を
得
る
ま
で
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
困
難
な
問
題
の
表
面

を
、
す
ば
や
く
な
ぞ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た

）
27
（

」
と
述
べ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
学
者
ラ
ス
キ
の
「
欠
陥
」
は
、
む
し

ろ
二
十
世
紀
の
公
共
的
知
識
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
資
質
へ
と
転
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
が
体
現
し
た
「
代
表
＝
表
象
」
機

能
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
一
連
の
知
識
人
論
の
再
興
の
な
か
で

批
判
的
反
省
も
加
え
ら
れ
、
ま
た
知
識
人
と
大
衆
と
い
う
二
項
図
式
自

体
が
変
容
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
普
遍
性
や
正
義
を
代
表
し
た
左
派
知
識

人
に
よ
る
「
代
表
＝
表
象
」
機
能
を
そ
の
ま
ま
安
易
に
評
価
す
る
こ
と

は
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
無
自
覚
な
特
権
性
へ
の
問
い
返
し
は
、
た
と

え
ば
、
「
普
遍
的
知
識
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
特
殊
歴
史
的
な
性
格
を
指

摘
し
な
が
ら
、
自
身
の
専
門
分
野
に
依
拠
し
て
限
定
さ
れ
た
社
会
改
革

を
行
な
う
「
特
定
領
域
の
知
識
人
」
を
提
示
し
た
M
・
フ
ー
コ
ー

）
28
（

や
、

知
識
人
が
民
衆
を
代
弁
す
る
「
代
行
関
係
」
の
終
焉
を
説
き
、
「
他
人

に
代
わ
っ
て
語
る
こ
と
の
無
効
性
」
を
強
調
し
た
G
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ

）
29
（

な

ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
G
・
C
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
る
「
サ
バ

ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
（‘C

an the Subaltern speak ? ’

）
」
（
一

九
八
八
年
）
は
、
知
識
人
が
高
等
教
育
を
通
じ
て
帯
び
て
き
た
言
語
や

認
識
体
系
を
一
つ
ひ
と
つ
剥
ぎ
取
っ
て
い
く
方
法
、
そ
の
知
や
権
力
を

い
っ
た
ん
「
学
び
捨
て
る
（unlearn

）
」
と
い
う
過
程
の
重
要
性
を
提

示
す
る
も
の
で
、
知
識
人
と
民
衆
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
一
層
繊
細
な

方
法
論
を
開
拓
し
た
も
の
と
い
え
よ
う

）
30
（

。

　

総
じ
て
ラ
ス
キ
の
知
識
人
と
し
て
の
実
践
に
は
、
た
し
か
に
知
識
人

の
特
権
性
に
対
す
る
反
省
的
視
点
は
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
な
特
権
の
無
自
覚
性
は
、
ラ
ス
キ
が
自
ら
知
識
人
と
し
て

0

0

0

0

0

0

行
動

し
た
人
物
で
あ
り
、
知
識
人
を
対
象
と
し
て

0

0

0

0

0

論
じ
る
「
知
識
人
論
」
の

論
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
ス
キ
は
、

知
識
人
と
い
う
存
在
を
対
象
と
し
て
突
き
放
し
て
そ
の
生
成
と
機
能
を

理
解
す
る
作
業
に
は
踏
み
出
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
知
識
人
の
生

成
に
伴
う
そ
の
知
的
特
権
性
へ
の
意
識
は
弱
か
っ
た
。
も
と
よ
り
、
サ

ル
ト
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
知
識
人
で
あ
り
か
つ
同
時
に
知
識

人
を
対
象
と
し
て
考
察
す
る
知
識
人
論
者
で
あ
る
こ
と
は
往
々
に
し
て

可
能
で
あ
ろ
う
。
知
識
人
の
特
権
性
を
自
覚
し
、
そ
れ
で
い
て
な
お
知
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識
人
の
実
践
を
完
遂
す
る
た
め
に
は
、
知
識
人
と
い
う
存
在
を
認
識
の

対
象
と
し
て
外
化
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
文
脈
で
は
そ
の
任
務
を
自
ら

背
負
う
と
い
う
、
認
識
と
実
践
と
の
緊
張
感
の
あ
る
往
復
が
求
め
ら
れ

た
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
ら
の
知
識
人
論
に
対
し
、
現
代

に
お
い
て
な
お
知
識
人
に
よ
る
「
代
表
＝
表
象
」
機
能
を
力
強
く
弁
証

し
た
の
が
、
E
・
サ
イ
ー
ド
『
知
識
人
の
表
象
（Representations of the 

Intellectual

）
』（
一
九
九
四
年
）
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
サ
イ
ー
ド
に
と
っ

て
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
時
代
以
降
も
世
界
に
抑
圧
や
不
正
義
と
い
っ

た
課
題
は
充
満
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
依
然
と
し
て
「
公
衆
に
向
け
て
、

あ
る
い
は
公
衆
に
な
り
か
わ
っ
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
り
、
思
想
な
り
、

哲
学
な
り
、
意
見
な
り
を
、
表
象
＝
代
弁
し
肉
付
け
し
明
晰
に
言
語
化

で
き
る
能
力
に
恵
ま
れ
た
個
人

）
31
（

」
と
し
て
の
知
識
人
像
は
、
そ
の
復
活

が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
の
実
践
は
こ
の
よ
う

な
サ
イ
ー
ド
の
主
張
と
強
く
共
振
す
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
ス
キ
の
現
代

的
意
義
も
ま
た
、
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
古
典
的
知
識
人
の
力
強
い
再
興
を

論
じ
る
行
間
の
な
か
に
甦
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
時
に
ラ
ス
キ
の
活
動
に
は
、
労
働
者
に
な
り
か
わ
っ
て
彼
ら
を
代

弁
す
る
機
能
を
越
え
て
、
む
し
ろ
労
働
者
の
内
部
か
ら
そ
の
知
的
変
化

を
促
し
、
自
ら
の
利
益
や
意
思
の
自
ら
に
よ
る
政
治
的
表
現
を
可
能
に

す
る
政
治
教
育
へ
と
展
開
さ
れ
る
経
路
が
含
ま
れ
て
お
り
、
次
節
で
は

そ
れ
に
関
心
を
向
け
た
い
。

五
　

労
働
者
の
政
治
的
知
性
の
涵
養

　

二
十
世
紀
の
知
識
人
に
お
け
る
矛
盾
克
服
の
模
索
は
、
第
四
に
、
知

識
人
に
よ
る
民
衆
教
育
や
労
働
者
教
育
へ
の
参
画
と
、
そ
れ
に
よ
る
労

働
者
の
政
治
的
知
性
の
涵
養
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
知

識
人
が
、
支
配
階
級
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
知
的
資
本
を
、
実
践
を
通

じ
な
が
ら
民
衆
や
労
働
者
に
引
き
渡
す
営
為
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、
「
自
分
か
ら
は
知
識
の
技
術
者
を
生
み
だ
す
こ
と
の

で
き
な
い
恵
ま
れ
な
い
階
級
の
内
部
に
、
知
識
の
技
術
者
を
育
成
す
る

こ
と

）
32
（

」
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
ラ
ス
キ
は
、
生
涯
に
わ
た
る
労
働
者
教
育
へ
の
参
画
に
よ
っ

て
、
「
支
配
階
級
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
資
本
と
し
て
の
知
識
を
使
い
、

被
搾
取
階
級
の
内
部
に
、
普
遍
化
の
専
門
家
、
普
遍
化
の
た
め
の
闘
い

の
専
門
家
を
創
造
す
る
こ
と
」
（
サ
ル
ト
ル
）
に
従
事
し
た
と
い
え
る
。

ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
高
等
教
育
に
よ
っ
て
伝
播
す
る
知
的
資
本
を
、
知

識
人
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ば
知
識
の
素
人
で
あ
る
民
衆
が
い
か
に
自
分

の
も
の
と
し
て
理
解
し
活
用
で
き
る
か
と
い
う
問
題
こ
そ
、
そ
の
社
会

の
政
治
的
成
熟
を
左
右
す
る
要
因
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ラ
ス
キ
は
一
九
一
七
年
に
赴
任
し
た
カ
ナ
ダ
の
マ
ギ
ル
大
学
時
代
か

ら
大
学
外
で
の
成
人
教
育
に
積
極
的
に
参
加
し
、
一
九
二
〇
年
に

L 

S 

E
に
移
っ
た
後
も
毎
夏
、
イ
ギ
リ
ス
各
地
の
炭
坑
地
区
に
赴
い
て
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出
張
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
成
人
教
育
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
評
判
は
大

変
高
く
、
仮
に
労
働
者
に
知
識
や
教
養
が
欠
落
し
て
い
て
も
、
ラ
ス
キ

は
学
術
的
な
内
容
を
平
易
な
言
葉
で
効
果
的
に
伝
え
る
技
術
を
持
っ
て

お
り
、
労
働
者
の
学
習
熱
を
掻
き
立
て
た
よ
う
で
あ
る

）
33
（

。
成
人
教
育
へ

の
ラ
ス
キ
の
参
画
は
、
労
働
者
へ
の
知
識
提
供
と
政
治
的
知
性
の
涵
養

を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
知
の
非
対
称
構
造
を
民
衆
の
知
性
改
善
に

よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ラ
ス
キ
の
民
衆
観
は
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
親
友
リ
ッ
プ

マ
ン
と
の
比
較
で
捉
え
る
と
一
層
明
瞭
と
な
ろ
う
。
ラ
ス
キ
は
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
に
赴
任
以
来
、
と
も
に
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
へ

の
寄
稿
者
と
し
て
リ
ッ
プ
マ
ン
と
親
し
い
関
係
を
構
築
し
、
ラ
ス
キ
は

当
時
の
著
作
を
献
辞
で
リ
ッ
プ
マ
ン
に
捧
げ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

）
34
（

。
し
か

し
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
は
、
リ
ッ
プ
マ
ン
が
そ
の
論
説
の
主
戦
場
を

保
守
系
雑
誌
へ
移
し
て
い
く
に
つ
れ
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
。
ラ
ス
キ
は
、

ホ
ー
ム
ズ
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
へ
の
私
信
に
お
い
て
幾
度
と
な
く

リ
ッ
プ
マ
ン
の
「
世
渡
り
上
手
」
を
批
判
し
、
権
力
へ
の
接
近
が
リ
ッ

プ
マ
ン
の
人
格
を
変
質
さ
せ
た
と
し
て
、
「
私
は
、
労
働
者
と
握
手
す

る
時
に
手
袋
を
は
め
る
人
間
を
心
の
底
か
ら
嫌
悪
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
）
35
（

。
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
晩
年
の
リ
ッ
プ
マ
ン
は
「
富
裕
階
級
の
ペ
ッ

ト
」
に
成
り
下
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
、
人
間
交
際
の
流
儀
や
嗜
好
の
違
い
の
み

な
ら
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
民
衆
観
の
点
で
も
、
深
刻
な
差
異

が
あ
っ
た
。
政
治
に
お
け
る
人
間
認
識
の
限
界
や
非
合
理
性
に
つ
い
て

は
、
G
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
が
す
で
に
『
政
治
に
お
け
る
人
間
性
（H

um
an 

N
ature in Politics

）
』
（
一
九
〇
八
年
）
で
焦
点
化
し
て
い
た
が
、
リ
ッ
プ

マ
ン
は
、『
世
論
（Public O

pinion

）
』（
一
九
二
二
年
）
や
『
幻
の
公
衆
（Th e 

Phantom
 Public

）
』
（
一
九
二
五
年
）
に
お
い
て
こ
の
論
点
を
独
自
に
発
展

さ
せ
て
い
る
。

　

リ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
社
会
認
識
は
先
入
観
と
固
定
観
念

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
外
界
を
常
に
「
疑
似
環
境
」
と
し
て
認
識
す
る

た
め
、
環
境
を
理
性
的
か
つ
全
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し

た
が
っ
て
民
衆
が
独
自
に
政
治
課
題
を
熟
知
し
た
り
、
そ
れ
に
つ
い
て

合
理
的
な
判
断
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
民

衆
は
政
治
に
関
し
て
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
り
、
政
治
的
決
定
は

政
治
の
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
る
エ
リ
ー
ト
や
職
業
政
治
家
の
意
見

に
し
た
が
う
方
が
合
理
的
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
リ
ッ
プ
マ
ン
の
立
場
は
、
民
衆
の
認
識
能
力
と
自
治
能

力
の
限
界
を
論
証
す
る
こ
と
で
、
「
市
民
の
全
能
性
」
に
依
拠
し
た
啓

蒙
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
虚
構
性
を
暴
露
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
政
治
的
決
定
を
職
業
政
治
家
の
合
理
的
判
断

に
回
帰
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
J
・
S
・
ミ
ル
な
ど
に
示
さ
れ
る
十
九

世
紀
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
高
踏
的
エ
リ
ー
ト
主
義
に
寄
せ
て
継
承
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
リ
ッ
プ
マ
ン
の
民
衆
観
に
対
し
て
は
、
J
・
デ
ュ
ー
イ
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が
『
公
衆
と
そ
の
問
題
（Public and Its Problem

）
』
（
一
九
二
七
年
）
に

お
い
て
有
名
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
が
、
ラ
ス
キ
も
ま
た
、
リ
ッ
プ
マ

ン
と
は
異
な
る
人
間
観
を
提
示
し
て
い
る
。
ラ
ス
キ
の
人
間
認
識
は
、

そ
の
非
合
理
的
側
面
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
理
性
へ
の
信
頼
に
依
拠
し

な
が
ら
、
教
育
に
よ
る
人
間
の
市
民
へ
の
変
貌
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
の
知
識
人
と
し
て
の
実
践
は
、
人
間
の
政
治
認

識
の
限
界
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
成
人
教
育
を
通
じ
た
民
衆
の
政
治
的

知
性
の
強
化
と
涵
養
に
よ
っ
て
、
そ
の
陥
穽
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
政
治
学
者
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
労
働
者
の
政
治
的
知
性
の
涵

養
は
、
市
民
権
を
強
化
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
質
化
す
る
た
め
の
条

件
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
礎
と
敷
石
は
…
…
短

期
労
働
者
、
港
湾
労
働
者
、
技
術
者
、
配
管
工
と
い
っ
た
人
々
に
あ
る

）
36
（

」
。

し
た
が
っ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
安
定
は
、
そ
の
よ
う
な
民
衆
や
労
働

者
に
お
け
る
公
共
的
課
題
へ
の
関
心
と
、
「
自
分
自
身
の
開
明
さ
れ
た

判
断
を
公
共
の
善
の
た
め
に
使
用
す
る
能
力
」
に
掛
か
っ
て
い
る
。
ラ

ス
キ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
労
働
者
教
育
は
、
知
を
め
ぐ
る
知
識

人
と
労
働
者
と
の
非
対
称
性
と
い
う
矛
盾
を
打
開
す
る
突
破
口
の
一
つ

で
あ
る
と
同
時
に
、
労
働
者
に
「
政
府
を
運
営
す
る
責
任
の
エ
ト
ス

）
37
（

」

を
意
識
化
さ
せ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
有
効
性
を
試
す
最
も
重
要
な
試
金

石
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

六
　

結
　

論

　

二
十
世
紀
は
、
知
識
人
の
言
動
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
時
代
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
営
為
は
、
二
十
世
紀
の
知
識
人
が
そ
の

出
生
の
起
源
か
ら
し
て
抱
え
込
ん
だ
共
通
の
矛
盾
を
そ
れ
ぞ
れ
が
解
決

し
よ
う
と
し
た
軌
跡
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ラ
ス
キ
の
場
合
、
労
働
者
や
民
衆
に
接
触
し
、
万
人
の
政
治
的
知
性

の
向
上
を
通
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
基
礎
づ
け
、
そ
の
先
に
社
会
主
義

を
招
き
寄
せ
る
こ
と
―
―
。
こ
の
模
索
こ
そ
、
中
産
階
級
出
身
の
知
的

エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
と
、
社
会
主
義
の
信
条
を
持
つ
政
治
実
践
家
で

あ
る
こ
と
と
の
矛
盾
を
打
開
す
る
応
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
践

の
ス
タ
イ
ル
は
、
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
と
い
う
二
項
対
立
の
克
服
を
「
万

人
の
知
性
改
善
」
に
求
め
た
ス
ピ
ノ
ザ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
ラ
ス
キ
を
二
十
世
紀
に
最
も
活
躍
し
た
公
共
的
知
識
人
の
一
人
と

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
知
識
人
の
活
躍
を
可
能
に
し
た
社

会
的
条
件
は
、
現
在
、
大
き
く
変
容
し
た
。
元
来
、
公
共
的
知
識
人
と

は
、
高
等
教
育
で
獲
得
し
た
知
を
反
転
さ
せ
、
そ
れ
を
「
恵
ま
れ
な
い

人
々
」
の
た
め
に
使
用
す
る
人
々
で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
公
共
的
知
識

人
は
い
わ
ゆ
る
「
左
派
」
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
し
か
し
、
二
十
世

紀
に
お
い
て
「
恵
ま
れ
な
い
人
々
」
、
す
な
わ
ち
被
抑
圧
者
と
し
て
措
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定
さ
れ
た
の
は
圧
倒
的
に
労
働
者
で
あ
り
、
公
共
的
知
識
人
に
と
っ
て

知
識
を
「
恵
ま
れ
な
い
人
々
」
の
た
め
に
使
う
こ
と
は
、
労
働
者
の
た

め
に
使
う
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
公
共
的
知
識
人
は

し
ば
し
ば
「
左
派
知
識
人
」
と
重
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
二
十
世
紀
最
後
半
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
人

種
、
性
的
指
向
、
障
が
い
な
ど
の
点
で
「
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
人
々
」

の
位
相
は
多
様
化
さ
れ
、
公
共
的
知
識
人
が
労
働
者
と
並
走
し
て
い
れ

ば
よ
い
時
代
は
終
焉
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
公
共
的
知
識
人
を
も
っ
ぱ

ら
「
左
派
」
と
し
て
捉
え
る
構
図
も
相
対
化
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
正
義
の
高
み
か
ら
万
人
の
良
心
を
代

表
す
る
知
識
人
は
そ
の
「
終
焉
」
（
J
・
F
・
リ
オ
タ
ー
ル
）
が
説
か
れ
、

冷
戦
崩
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
大
き
な
物
語
」
か
ら
の
総
退
却
は
そ
の

よ
う
な
趨
勢
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
た
と
い
え
る
。
普
遍
的
真
理
に
依
拠

し
な
が
ら
、
同
時
代
の
課
題
に
参
画
し
、
民
衆
に
対
し
て
ト
ー
タ
ル
な

社
会
変
革
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
す
古
典
的
な
知
識
人
は
も
は
や
現

実
的
基
盤
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ス
キ
の
政
治
実
践
は
今
な
お
、
学
者
や
研
究
者

と
は
質
的
に
異
な
る
公
共
的
知
識
人
に
固
有
の
特
徴
を
示
し
て
い
た
よ

う
に
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
公
共
的
知
識
人
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
、

本
稿
は
、
同
時
代
の
認
識
だ
け
で
な
く
そ
の
困
難
を
打
開
す
る
展
望
を

示
す
こ
と
、
来
た
る
べ
き
未
来
に
向
け
た
希
望
を
示
す
こ
と
を
挙
げ
て

お
き
た
い
。

　

ラ
ス
キ
は
、
そ
の
最
晩
年
に
あ
た
る
一
九
五
〇
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

対
ソ
政
策
を
め
ぐ
っ
て
B
・
ラ
ッ
セ
ル
と
の
間
で
「
第
三
次
世
界
大
戦

は
不
可
避
か
（‘Is a Th ird W

orld W
ar Inevitable ’

）
」
と
題
さ
れ
た
小
さ

な
論
争
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
冷
戦
対
立
が
深
刻
化
す
る

な
か
、
西
欧
文
明
擁
護
の
た
め
に
ソ
連
と
の
戦
争
も
辞
さ
な
い
と
す
る

ラ
ッ
セ
ル
に
対
し
、
ラ
ス
キ
の
主
張
は
、
現
状
へ
の
厳
し
い
悲
観
主
義

を
ラ
ッ
セ
ル
と
共
有
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
東
西
両
陣
営
が
和
解
の
た

め
に
果
し
う
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
ラ
ッ

セ
ル
は
絶
望
の
上
に
政
策
を
立
て
る
。
私
は
希
望
の
上
に
私
の
政
策
を

た
て
る

）
38
（

」
。

　

二
十
世
紀
に
お
け
る
公
共
的
知
識
人
が
担
っ
た
役
割
と
は
、
知
を
め

ぐ
る
構
造
的
矛
盾
を
打
開
す
る
方
途
を
万
人
の
知
性
の
改
善
に
向
け
て

模
索
す
る
と
同
時
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
世
界
戦
争
、厳
し
い
冷
戦
と
い
っ

た
同
時
代
的
変
動
の
な
か
で
、
そ
の
原
因
を
認
識
す
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
克
服
す
る
た
め
の
展
望
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
の
言
論
が
民
衆
に
響
き
、
時
代
を
特
徴
づ
け

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
希
望
の
提
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ス
キ

の
知
的
ス
タ
イ
ル
は
、
混
迷
す
る
現
代
に
お
い
て
、
現
実
の
分
析
と
未

来
へ
の
展
望
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
手
が
か
り
を
、
今
再
び
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
お
お
い
・
あ
か
い
／
政
治
思
想
史
）
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は
じ
め
に

　

戦
後
政
治
学
は
、
い
か
な
る
「
社
会
思
想
」
を
有
し
て
い
た
か
。
言

い
換
え
れ
ば
、
戦
後
の
政
治
学
者
た
ち
の
知
見
は
、
社
会
に
つ
い
て
の

ど
の
よ
う
な
思
想
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問

い
を
め
ぐ
っ
て
、
考
察
を
展
開
す
る
。

　

検
討
の
対
象
と
し
て
、
松
下
圭
一
（
一
九
二
九
―
二
〇
一
五
）
と
永
井

陽
之
助
（
一
九
二
四
―
二
〇
〇
八
）
の
二
人
を
取
り
上
げ
、
か
つ
分
析
の

用
具
と
し
て
、
「
大
衆
社
会
論
」
を
使
い
た
い
。
理
由
は
以
下
の
二
つ

で
あ
る
。
第
一
は
、
歴
史
的
な
共
通
性
で
あ
る
。
松
下
と
永
井
は
、
一

九
五
〇
～
六
〇
年
代
に
お
い
て
「
大
衆
社
会
論
」
を
用
い
た
理
論
展
開

を
し
た
点
で
共
通
し
て
い
た
。
第
二
は
、
思
想
的
な
特
徴
の
共
通
性
で

あ
る
。
松
下
と
永
井
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
対
立
す
る
論
者
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
当
時
の
社
会
科
学
言
説
で
は
大
勢
を
占
め
て
い

た
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
、
両
者
と
も
自
覚
的
に
距
離
を
置
い
て
お
り

）
1
（

、

そ
の
意
味
で
、
大
衆
社
会
論
の
採
用
は
重
要
な
理
論
的
意
味
を
持
っ
て

い
た
。

　

本
稿
の
仮
説
は
、
「
松
下
・
永
井
は
共
に
、
実
質
的
に
は
「
変
革

）
2
（

」

の
思
想
を
展
開
し
て
い
た
が
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
に
よ
っ
て
、

彼
ら
の
政
治
学
は
ま
っ
た
く
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る

の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
の
妥
当
性
を
確
か

め
る
た
め
、
両
者
の
政
治
学
の
特
徴
を
、
大
衆
社
会
論
と
い
う
枠
組
み

を
通
じ
て
対
比
的
に
検
討
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
え
て
こ
な
か
っ
た

〈
公
募
論
文
〉

「
変
革
」
思
想
の
リ
ア
リ
ズ
ム

【
大
衆
社
会
論
か
ら
見
た
松
下
圭
一
と
永
井
陽
之
助
】

小
野
寺
研
太
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側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い

）
3
（

。

一
　

大
衆
社
会
論
の
理
論
的
整
理

　

あ
え
て
身
も
蓋
も
な
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
大
衆
社
会
論
と
は
「
大

衆
社
会
」
に
関
す
る
言
説
の
束
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
こ
に

重
要
な
側
面
を
加
味
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
側
面
と
は
、
市
民
社
会
論

と
の
関
係
性
で
あ
る
。

　

本
稿
で
検
討
す
る
政
治
学
者
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
衆

社
会
論
は
、
市
民
社
会
論
と
の
関
係
づ
け
を
伴
う
形
で
論
じ
ら
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
大
衆
社
会
論
と
い
う
認
識
枠
組
み
で
は
、
「
市
民
社

会
と
大
衆
社
会
」と
い
う
対
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
「
市
民
社
会
」と
「
大

衆
社
会
」
の
間
に
、
何
ら
か
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
反
対

に
断
絶
性
を
見
る
こ
と
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
大
衆
社
会
論
は
、

市
民
社
会
論
と
ペ
ア
に
な
る
こ
と
で
、
大
衆
社
会
の
特
徴
を
対
比
的
に

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
理
論
構
成
を
持
つ
。
大
衆
社
会
論
の
背
後
に
は

市
民
社
会
論
の
存
在
を
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
「
市
民
社
会
論
と
は

何
か
」
が
大
衆
社
会
論
を
考
え
る
上
で
の
前
提
と
な
る
。

　

で
は
、
市
民
社
会
論
と
は
何
か
。
大
衆
社
会
論
と
同
様
に
言
え
ば
、

市
民
社
会
論
と
は
「
市
民
社
会
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
論
じ
た
諸
言
説

で
あ
る
。
し
か
し
市
民
社
会
論
に
も
、
単
な
る
記
述
の
言
説
と
し
て
は

片
づ
け
ら
れ
な
い
、
も
う
少
し
複
雑
な
性
格
が
あ
る
。

　

ま
ず
思
想
史
の
文
脈
で
「
市
民
社
会
論
」
と
言
っ
た
場
合
、
考
察
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
た
い
て
い
西
欧
近
代
で
あ
る
。
そ
こ
で
規
定

さ
れ
る
特
徴
は
、
例
え
ば
「
西
欧
近
代
で
は
、
市
民
社
会
は
政
治
権
力

か
ら
（
相
対
的
に
）
自
立
し
て
い
る
」
「
市
民
社
会
で
は
、
労
働
力
の
非

人
格
的
所
有
が
達
成
さ
れ
た
」
「
市
民
社
会
と
は
、
地
方
名
望
家
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
」
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
社
会

科
学
的
な
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
て
、
西
欧
近
代
の
本
質
的
特
徴
を
取

り
出
そ
う
と
す
る
。
ひ
と
ま
ず
は
こ
れ
が
、
市
民
社
会
論
の
姿
だ
と
言

う
こ
と
が
で
き
る

）
4
（

。

　

市
民
社
会
論
は
、
西
欧
近
代
の
特
徴
を
何
ら
か
の
形
で
表
象
し
た
言

説
の
総
体
だ
か
ら
、
論
理
的
に
は
ど
ん
な
特
徴
づ
け
も
可
能
で
あ
る
。

だ
か
ら
本
来
な
ら
ば
、
「
市
民
社
会
は
◯
◯
で
あ
る
」
、
さ
ら
に
は
「
近

代
社
会
の
本
質
は
◯
◯
で
あ
る
」
と
す
る
市
民
社
会
論
は
、
そ
れ
自
体

で
近
代
社
会
を
規
範
化
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
厄
介
な
こ
と
に
、
市
民
社
会
論
上
で
規
定
さ
れ
た

西
欧
近
代
の
「
本
質
」
な
る
も
の
は
、
規
範
性
を
伴
っ
て
西
欧
や
非
西

欧
で
流
通
し
や
す
い
。
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
や
「
労
働
力
の
非
人
格

的
所
有
」
な
ど
は
、
仮
に
そ
こ
に
何
ら
か
の
限
界
や
問
題
が
確
認
さ
れ

る
と
し
て
も
、
市
民
社
会
そ
の
も
の
は
「
全
否
定
は
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
」
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
市
民
社
会
論
は
、
「
近
代
の
本
質
は
◯

◯
で
あ
る
」（
記
述
）
→
「
だ
か
ら
◯
◯
の
よ
う
に
近
代
化
す
べ
き
だ
」

（
規
範
化
）
と
い
う
性
質
転
化
を
起
こ
し
や
す
い

）
5
（

。
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で
は
、
こ
の
市
民
社
会
論
と
対
で
論
じ
ら
れ
る
大
衆
社
会
論
と
は
、

ど
ん
な
も
の
か
。
本
稿
の
考
察
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
「
市
民
社

会
と
大
衆
社
会
」
と
い
う
ペ
ア
で
対
比
さ
れ
る
以
上
、
二
つ
の
社
会
の

違
い
を
弁
別
す
る
何
ら
か
の
規
範
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
市
民
社
会
か
ら
大
衆
社
会
に
変
化
し
た
時
、
市
民

社
会
の
ど
の
よ
う
な
規
範
的
側
面
が
変
質
し
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
。

　

こ
の
点
を
、
作
田
啓
一
の
議
論
（
「
市
民
社
会
と
大
衆
社
会
」
『
価
値
の

社
会
学
』
一
九
七
二
年
に
所
収
。
論
文
初
出
は
一
九
六
六
年
）
を
援
用
し
て

考
え
て
み
よ
う
。
作
田
の
議
論
に
登
場
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
衆

社
会
論
者
（
D
・
リ
ー
ス
マ
ン
、
C
・
W
・
ミ
ル
ズ
、
W
・
コ
ー
ン
ハ
ウ
ザ
ー
）

で
あ
る
。
作
田
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
大
衆
社
会
論
は
二
つ
に
類
型
化

で
き
る
。
ま
ず
リ
ー
ス
マ
ン
と
ミ
ル
ズ
は
、
市
民
社
会
の
堕
落
（
も
し

く
は
発
展
）
形
態
が
大
衆
社
会
だ
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
コ
ー
ン
ハ
ウ

ザ
ー
は
、
共
同
体
社
会
か
ら
市
民
社
会
へ
の
転
換
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か

な
か
っ
た
場
合
に
大
衆
社
会
が
発
達
す
る
と
み
る
。
リ
ー
ス
マ
ン
と
ミ

ル
ズ
は
、
十
八
～
九
世
紀
に
典
型
的
な
「
市
民
社
会
」
が
近
代
化
を
進

め
て
い
っ
た
そ
の
先
に
大
衆
社
会
化
が
あ
る
と
捉
え
る
の
に
対
し
、

コ
ー
ン
ハ
ウ
ザ
ー
は
市
民
社
会
が
そ
の
典
型
例
か
ら
外
れ
て
異
化
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
、
大
衆
社
会
が
成
立
す
る
と
見
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
前

者
が
近
代
と
の
何
ら
か
の
連
続
性
に
お
い
て
大
衆
社
会
を
捉
え
る
の
に

対
し
、
後
者
の
認
識
は
断
絶
性
を
基
調
と
す
る
。

　

だ
が
作
田
は
、こ
れ
ら
の
見
方
を
別
様
に
も
整
理
で
き
る
と
す
る
（
む

し
ろ
作
田
が
重
視
す
る
の
は
こ
ち
ら
で
あ
る
）
。
こ
の
整
理
の
前
提
と
な
る

の
は
、
「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
個
人
・
集
団
・
国
家
の
存
在
様
式
で

あ
る
。
「
市
民
社
会
」
は
、
一
方
で
非
人
格
的
な
関
係
性
（
例
え
ば
金
納

制
へ
の
移
行
と
農
奴
解
放
）
を
拡
大
さ
せ
た
が
、
他
方
で
自
治
都
市
や
社

団
が
有
し
て
い
た
個
別
的
な
特
権
を
完
全
に
取
り
去
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
「
市
民
社
会
」
で
も
、
地
方
自
治
や
各
種
の
組
合
の
よ
う
に
、

そ
こ
に
所
属
す
る
構
成
員
に
対
し
て
特
権
的
に
機
能
す
る
集
団
は
払
拭

さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
「
市
民
社
会
」
は
、
自
由
権
や
選
挙
権

と
い
っ
た
普
遍
主
義
を
国
家
に
よ
っ
て
強
力
に
浸
透
さ
せ
る
と
同
時
に
、

「
労
働
者
」
や
「
地
域
住
民
」
と
い
う
特
権
的
な
社
会
集
団
形
成
を
も

広
範
囲
に
拡
大
さ
せ
た
。
ど
こ
ま
で
も
平
準
化
を
志
向
す
る
「
国
家
」

と
、
特
権
や
不
平
等
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
「
社
会
」
は
、
む
し
ろ
相

互
に
補
完
し
あ
う
こ
と
で
、
総
体
と
し
て
の
近
代
的
「
市
民
社
会
」
に

活
力
を
与
え
て
い
た

）
6
（

。

　

し
か
し
大
衆
社
会
化
は
、
「
市
民
社
会
」
で
機
能
し
て
い
た
個
人
・

集
団
・
国
家
の
均
衡
を
、
何
ら
か
の
形
で
崩
し
て
し
ま
う
。
作
田
の
整

理
に
し
た
が
え
ば
、
大
衆
社
会
論
者
が
指
摘
し
た
の
は
、
こ
の
点
で
あ

る
。
コ
ー
ン
ハ
ウ
ザ
ー
と
ミ
ル
ズ
は
、
個
人
と
国
家
の
間
に
存
在
し
、

両
者
の
関
係
を
取
り
持
っ
て
い
た
中
間
集
団
が
無
力
化
し
た
こ
と
で
、

ば
ら
ば
ら
の
個
人
が
中
央
権
力
に
よ
っ
て
一
元
的
に
操
作
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
、
大
衆
社
会
の
特
徴
を
み
る
（
中
間
集
団
無
力
説
）
。
こ
れ
に
対
し

リ
ー
ス
マ
ン
は
、
大
衆
社
会
で
も
依
然
と
し
て
中
間
集
団
は
活
力
を
持
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ち
多
元
的
に
並
存
す
る
が
、
そ
の
所
属
集
団
に
個
人
が
過
剰
同
調
す
る

と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
み
る
（
過
剰
同
調
説
）
。

　

中
間
集
団
無
力
説
は
、
人
間
の
本
来
的
な
自
由
や
平
等
は
集
団
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
。
大
衆
社
会
が
巨
大
に
な
り
す
ぎ
た

こ
と
で
、
エ
リ
ー
ト
と
マ
ス
が
両
極
に
分
解
し
た
た
め
、
人
び
と
の
抵

抗
の
拠
点
と
も
な
り
得
る
中
間
集
団
は
機
能
不
全
と
な
り
、
大
衆
の
国

家
依
存
傾
向
が
強
化
さ
れ
た
と
批
判
す
る
（
「
社
会
」
に
対
す
る
「
国
家
」

の
優
位
）
。
反
対
に
過
剰
同
調
説
は
、
人
び
と
が
他
者
志
向
的
に
な
っ

た
た
め
、
多
元
的
に
存
在
す
る
各
種
中
間
集
団
（
企
業
や
圧
力
団
体
、
教

会
な
ど
）
の
集
団
規
範
が
個
々
人
に
強
力
に
作
用
し
す
ぎ
て
し
ま
い
、

個
人
は
自
律
性
を
失
う
と
す
る
。
共
同
体
社
会
に
比
べ
れ
ば
、
大
衆
社

会
の
集
団
規
範
は
は
る
か
に
流
動
的
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
他
者
志
向

型
の
個
人
は
そ
の
志
向
性
ゆ
え
に
同
調
を
「
強
制
」
さ
れ
て
し
ま
う
。

過
剰
同
調
説
は
、
個
人
が
結
局
は
集
団
の
圧
力
に
よ
っ
て
抑
圧
状
態
に

置
か
れ
て
し
ま
う
事
態
を
問
題
視
す
る
（
個
人
主
義
の
衰
退

）
7
（

）
。

　

こ
の
作
田
の
理
論
的
整
理
を
、
先
ほ
ど
の
問
い
に
応
答
可
能
な
形
で

言
い
換
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
大
衆
社
会
論
は
、
市
民
社
会
の
「
自
立
」

と
い
う
側
面
に
注
目
し

）
8
（

、
そ
こ
か
ら
二
つ
の
社
会
を
対
比
的
に
論
じ
た

議
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
両
説
の
違
い
は
、
個
人
に
対
す
る
中
間

集
団
の
作
用
強
度
と
方
向
性
が
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
か
と
い
う

判
断
の
相
違
に
由
来
す
る
。
中
間
集
団
無
力
説
は
、
大
衆
社
会
化
に
よ
っ

て
市
民
社
会
で
は
ひ
と
ま
ず
確
保
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
国
家
か
ら

の
自
立
」
が
損
な
わ
れ
、
国
家
の
強
権
的
な
支
配
が
強
化
さ
れ
て
し
ま

う
と
考
え
る
の
に
対
し
、
過
剰
同
調
説
は
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
を
牽

引
し
た
中
間
集
団
の
機
能
が
逆
向
き
に
作
用
し
、
今
度
は
個
人
の
「
集

団
か
ら
の
自
立
」
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
市
民
社
会
論
と
の
対
比
で
論
じ
ら
れ
る
大
衆
社
会
論

で
問
題
視
す
る
の
は
、
「
自
立
」
を
め
ぐ
る
国
家
・
中
間
集
団
・
個
人

の
均
衡
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
で
用
い
る
大
衆
社
会
論
と
い
う

認
識
枠
組
み
の
特
徴
で
あ
る
。

二
　

松
下
圭
一
の
政
治
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

1
　

「
大
衆
国
家
」
の
両
義
性

　

で
は
次
に
、
大
衆
社
会
論
と
い
う
枠
組
み
の
使
わ
れ
方
に
注
目
し
て
、

松
下
圭
一
と
永
井
陽
之
助
の
議
論
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
松
下

圭
一
で
あ
る
。

　

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
松
下
圭
一
の
大
衆
社
会
論
は
、
当
時
の
正

統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
と
戦
後
の
啓
蒙
的
思
想
に
対
す
る
二
正
面
作
戦
を

展
開
し
よ
う
と
し
て
提
示
さ
れ
た
議
論
で
あ
る

）
9
（

。
彼
が
『
思
想
』
に
発

表
し
た
論
考
（
「
大
衆
国
家
の
成
立
と
そ
の
問
題
性
」
、
初
出
は
一
九
五
六
年
）

が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
「
正
統
派
」
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
か
ら

相
次
ぐ
反
論
や
批
判
が
出
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
松
下
の
大
衆

社
会
論
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
強
烈
な
修
正
要
求
と
受
け
止
め
ら
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れ
た
。
そ
し
て
本
稿
の
関
心
か
ら
言
え
ば
、
社
会
を
不
断
に
変
化
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
、
な
お
か
つ
そ
の
変
化
を
相
互
に
影
響
し
あ
う
複
数

の
層
か
ら
考
え
る
、
と
い
う
政
治
社
会
学
的
な
分
析
を
通
じ
て
、
大
衆

社
会
の
問
題
を
前
景
化
さ
せ
た
点
に
、
初
期
の
松
下
の
特
徴
は
あ
っ
た
。

　

論
考
「
大
衆
国
家
の
成
立
と
そ
の
問
題
性
」
は
、
主
と
し
て
十
九
世

紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
変
化
を
、
「
市
民

社
会
」
か
ら
「
大
衆
社
会
」
へ
の
変
化
と
し
て
理
論
的
に
た
ど
っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
主
要
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
、レ
ー
ニ
ン
が
『
帝

国
主
義
論
』
で
定
式
化
し
た
「
資
本
主
義
の
産
業
資
本
段
階
か
ら
独
占

資
本
段
階
へ
の
移
行

）
10
（

」
で
あ
る
。
こ
の
資
本
主
義
の
段
階
移
行
に
よ
っ

て
生
産
過
程
に
関
わ
る
技
術
や
組
織
が
大
幅
に
変
化
（
「
生
産
の
社
会

化
」
）
し
、
生
産
機
構
そ
の
も
の
も
減
少
す
る
。
こ
の
「
生
産
の
社
会
化
」

と
「
生
産
機
構
の
寡
頭
化
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
個
人
」
を
構
成

単
位
と
す
る
小
規
模
独
立
生
産
体
制
は
崩
壊
し
、
大
規
模
な
「
組
織
化
」

と
共
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
比
し
て
自
立
性
に
乏
し
く
「
原
子
化
」
し
た

未
熟
練
労
働
者
＝
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
圧
倒
的
な
増
大
が
生
じ
る

）
11
（

。
こ
う

し
て
、
資
本
主
義
の
「
段
階
」
移
行
に
影
響
さ
れ
て
、
社
会
の
「
形
態
」

が
変
化
す
る
。
「
生
命
・
自
由
・
財
産
」
の
主
体
た
る
「
個
人
」
を
基

礎
と
す
る
「
市
民
社
会
」
の
観
念
は
崩
壊
し
、
代
わ
り
に
「
大
衆
社
会
」

の
観
念
が
拡
大
す
る
。

　

一
見
す
る
と
基
底
還
元
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
松
下
が
強
調
し
た
の
は
、〈
大
衆
〉
そ
の
も
の
は
、
経
済
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
政
治
」
の
作
用
に
よ
っ
て
完
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

松
下
の
独
自
性
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
通
説
に
い
っ
た
ん
乗
り
つ
つ
も
、

そ
こ
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
「
政
治
」
の
機
能
を
指
摘
し
て
、
「
大
衆

国
家
」
の
両
義
性
へ
と
議
論
を
接
続
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

松
下
に
よ
れ
ば
、
「
労
働
者
階
級
を
中
核
と
し
、
新
中
間
階
級
を
ふ

く
む
人
口
量
の
圧
倒
的
多
数
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
は
、
〈
大
衆
〉
の
形

成
の
「
社
会
」
的
前
提
で
は
あ
る
が
〔
…
〕
し
か
し
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
化
自
体
は
い
ま
だ
〈
大
衆
〉
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
化
し
原
子
化
し
た
人
口
量
の
〈
大
衆
〉
化
は
む
し

ろ
「
政
治
」
的
連
関
の
内
部
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
。
そ
の
た
め
「
〈
大
衆
〉
の
完
成
は
〔
…
〕
体
制
に
よ
っ
て
強
行

0

0

さ
れ
る
労
働
者
階
級
の
体
制
内
部
へ
の
受
動
化
に
よ
る
体
制
へ
の
編
成

化
の
亢
進
に
よ
っ
て
、
政
治
的

0

0

0

に
実
現
さ
れ
る

）
12
（

」
。
松
下
は
こ
れ
を
、「
〈
大

衆
〉
的
状
況
」
と
名
付
け
る
。

　

松
下
が
「
状
況
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
社
会
経
済
的
な
変
化
に
伴
っ

て
生
じ
る
が
、
究
極
的
に
は
「
政
治
」
に
規
定
さ
れ
る
社
会
の
あ
り
様

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
「
状
況
」
と
い
う
言
葉
を
使

う
場
合
、
松
下
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
人
び
と
の
集
合
形
態
に

影
響
を
与
え
る
「
政
治
」
の
作
用
で
あ
る
。
論
文
の
表
題
が
「
大
衆
国

家
」
で
あ
っ
て
「
大
衆
社
会
」
で
な
い
の
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
大
衆
〉

が
国
家
に
よ
っ
て
政
治
的
に
創
出
さ
れ
る
も
の
で
、
自
然
生
成
さ
れ
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
松
下
の
認
識
を
反
映
し
て
い
る
。
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具
体
的
に
い
え
ば
、
「
大
衆
国
家
」
と
は
普
通
平
等
選
挙
権
と
公
共

政
策
に
よ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
体
制
馴
化
が
進
ん
だ
「
福
祉
国
家
・

社
会
民
主
主
義
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
労
働
者
階
級
は
「
政
治
的

支
配
を
か
ち
と
る
こ
と
な
く
、
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
前
提
と
し
て
、

資
本
主
義
国
家
の
「
国
民
」
に
転
化
し
〔
…
〕
国
家
の
内
部
に
〈
大
衆
〉

と
し
て
解
放
さ
れ
る
と
と
も
に
馴
化
さ
れ
る

）
13
（

」
。
よ
っ
て
〈
大
衆
〉
化

と
い
う
状
況
（
福
祉
国
家
に
よ
る
労
働
者
階
級
の
馴
化
）
を
認
め
て
し
ま

う
こ
と
は
、
社
会
主
義
革
命
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に

な
る
。
事
実
、こ
の
よ
う
な
「
大
衆
国
家
」
化
の
極
点
に
あ
る
の
が
、「
社

会
形
態
の
変
化
が
必
然
的
に
創
出
し
た
〈
大
衆
〉
を
操
作
す
る
こ
と

―
―
〈
大
衆
〉
の
心
理
的
動
員
―
―
過
激
化
（R

adicalisierung

）
を
政

治
的
前
提

）
14
（

」
と
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
っ
た
と
松
下
は
述
べ
る
。
つ
ま
り

松
下
は
、
大
衆
社
会
を
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
が
疎
外
さ
れ
た
も
の
と

し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る

）
15
（

。

　

し
か
し
松
下
の
議
論
は
、
大
衆
社
会
の
自
立
性
疎
外
を
嘆
じ
る
だ
け

で
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
〈
大
衆
〉
化
と
い
う
反
動
的
「
状
況
」
は
、

再
び
「
政
治
」
の
領
域
に
関
わ
る
こ
と
で
、
革
命
的
な
路
線
に
も
な
り

う
る
こ
と
を
、
松
下
は
強
調
す
る
。
か
つ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
「
状
況
」

の
論
理
で
あ
る
「
政
治
」
を
徹
底
的
に
活
用
し
た
よ
う
に
、
今
後
は
社

会
主
義
も
「
政
治
過
程
の
状
況
を
操
作
す
る
「
可
能
性
の
技
術
」
」
と

し
て
政
治
の
論
理
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
実
に
、
政
治
の
論

理
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
可
能
性
は
同
時
に
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
可
能

性
で
あ
り
、
可
能
性
の
あ
る
と
こ
ろ
責
任
が
存
在
す
る
」
か
ら
で
あ
る

）
16
（

。

　

「
社
会
形
態
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
独
占
段
階
の
政
治
研
究
に
お
い

て
は
、
階
級
関
係
の
分
析
の
み
で
は
い
ま
だ
充
分
な
る
分
析
を
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
政
治
機
構
、
政
治
指
導
、
政
治
心
理
な
ど
の

政
治
過
程
の
次
元
に
お
け
る
分
析
が
、
階
級
構
造
の
分
析
と
内
在
的
に

結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
松
下
に
と
っ
て
〈
大
衆
〉
の
問
題

と
は
、
「
「
社
会
」
の
形
態
変
化
を
背
景
と
す
る
体
制
の
論
理
の
貫
徹
と

い
う
特
殊
二
十
世
紀
的
「
政
治
」
状
況
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
」
も
の
で

あ
り
、
「
政
治
」
の
作
用
如
何
で
は
、
〈
大
衆
〉
は
反
動
的
と
も
革
命
的

と
も
な
る
も
の
だ
っ
た

）
17
（

。
彼
は
、
社
会
民
主
主
義
を
通
じ
た
労
働
組
合

の
体
制
内
化
に
大
衆
社
会
の
問
題
点
を
見
た
が
、
同
じ
く
「
政
治
」
の

あ
り
方
が
変
革
の
可
能
性
に
も
な
る
と
い
う
部
分
に
も
光
を
当
て
、〈
大

衆
〉
の
両
義
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

　

逆
に
言
え
ば
、
現
代
社
会
の
変
化
を
捉
え
ず
、
〈
大
衆
〉
と
い
う
政

治
的
「
状
況
」
を
軽
視
す
れ
ば
、
中
間
集
団
は
容
易
に
無
力
化
し
て
し

ま
う
。
そ
こ
に
革
新
系
の
政
治
が
見
落
と
し
た
点
が
あ
る
と
批
判
す
る

以
上
、
「
政
治
」
が
社
会
に
働
き
か
け
る
あ
り
方
は
、
従
来
の
階
級
闘

争
中
心
の
も
の
か
ら
別
の
も
の
へ
と
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
西
欧
社

会
を
想
定
し
た
抽
象
度
の
高
い
大
衆
国
家
論
を
踏
ま
え
、
そ
れ
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
、
日
本
の
現
実
に
即
し
た
議
論
と
し
て
松
下
が
展
開
し
た
の

が
、
社
会
党
へ
の
批
判
と
改
革
論
、
そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す

る
地
域
民
主
主
義
論
だ
っ
た
。
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2
　

日
本
社
会
の
現
実
と
地
域
民
主
主
義
論

　

上
記
の
問
題
関
心
を
踏
ま
え
、
大
衆
社
会
論
と
同
時
期
に
松
下
が
注

力
し
た
の
は
、
日
本
の
政
治
社
会
学
的
分
析
と
も
言
え
る
議
論
だ
っ
た
。

そ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た
の
が
、
「
ム
ラ
」
と
「
マ
ス
」
と
い
う

二
項
対
立
で
表
現
さ
れ
る
二
重
構
造
論
で
あ
る
。

　

松
下
が
戦
後
社
会
で
重
視
し
て
い
る
二
重
構
造
と
は
、
当
時
論
じ
ら

れ
た
経
済
的
な
二
重
構
造
論
と
は
や
や
異
な
り
、
「
都
市
・
農
村
を
つ

ら
ぬ
く
階
層
構
成
の
二
重
構
造
」
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
農
村
で
は
富

農
／
貧
農
、
都
市
で
は
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
大
企
業
労
働
者
／
中
小
企

業
労
働
者
・
半
失
業
労
働
者
の
分
離
が
、
日
本
社
会
を
分
断
し
つ
つ
あ

る
と
、
松
下
は
述
べ
る

）
18
（

。

　

こ
う
し
た
階
層
上
の
二
重
構
造
は
、
賃
金
の
み
な
ら
ず
、
家
意
識
や

生
活
感
覚
と
い
っ
た
文
化
的
側
面
に
も
影
響
す
る
。
そ
の
た
め
「
戦
後

の
自
由
・
平
等
と
い
う
新
憲
法
感
覚
の
成
熟
や
、
大
衆
文
化
の
享
受
は
、

む
し
ろ
二
重
構
造
の
上
層
、
こ
と
に
都
市
新
中
間
層
の
若
い
世
代
に
集

約
的
に
あ
ら
わ
れ
る
」
の
に
対
し
、
「
逆
に
下
層
の
青
年
た
ち
は
む
し

ろ
古
い
日
本
の
部
落
・
家
族
規
制
や
精
神
構
造
の
影
響
を
多
分
に
か
つ

強
圧
的
に
う
け
て
い
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
マ
ス
」
状
況
に
あ
る
人
び
と

が
革
新
支
持
に
ま
わ
っ
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
根
強
い
「
ム
ラ
」

状
況
が
あ
る
た
め
、
「
日
本
の
矛
盾
の
し
わ
よ
せ
と
な
っ
て
い
る
未
組

織
労
働
者
や
貧
農
は
、
自
民
党
へ
と
吸
収
さ
れ
や
す
い
状
況
に
あ
る

）
19
（

」
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
社
会
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
大
衆
社
会
の

全
面
的
到
来
で
は
な
く
、む
し
ろ
そ
の
到
来
の
不
十
分
さ
で
あ
る
。
「
マ

ス
」
の
人
び
と
が
増
え
れ
ば
、
そ
れ
は
都
市
部
に
お
い
て
革
新
政
党
へ

の
支
持
が
高
ま
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
が
、
「
ム
ラ
」
の
人
び
と

が
ま
だ
大
量
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
民
党
に
よ
る
保
守
政
治
の
地

盤
が
揺
る
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
当
の
課
題
は
、
下
層
の
根
底
的
な

変
革
に
あ
る
。

今
日
、
ム
ラ
こ
そ
が
、
「
脱
出
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
変
革
」

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
近
代
」
は
、
た
ん
な
る
ム
ラ
脱
出

者
の
教
養

0

0

で
な
く
し
て
、
「
近
代
」
の
日
本
的
矛
盾
の
集
約
た
る

ム
ラ
の
変
革

0

0

の
過
程
で
、
あ
た
ら
し
く
ム
ラ
か
ら
噴
出
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
む
す
び
つ
い
て
、
日
本
の
「
近
代
」
自
体
が
克
服
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
20
（

。

　

上
記
の
二
重
構
造
と
い
う
視
点
は
、
松
下
が
参
加
し
た
都
政
調
査
会

の
杉
並
調
査
に
も
貫
流
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

は
、
中
央
線
を
中
心
と
し
た
地
域
に
多
く
住
む
新
中
間
層
が
増
え
た
と

し
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
杉
並
区
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
た
め
に
、

地
域
政
治
に
関
心
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
「
地
域
に
お
け
る
慣
習
や
自

治
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
依
然
と
し
て
地
主
・
農
民
に
ま
か
さ
れ
て
」

い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
旧
中
間
層
が
都
議
会
や
区
議
会
の
保



141　●　〈公募論文〉「変革」思想のリアリズム――小野寺研太

守
系
議
員
を
選
出
す
る
有
力
な
地
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
彼

ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
末
端
の
地
域
組
織
（
例
え
ば
町
内
会
）
が
公

的
権
力
機
構
の
「
下
請
」
と
し
て
機
能
し
、
地
域
自
治
の
芽
を
つ
ん
で

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

資
本
主
義
の
高
度
化
は
、
確
か
に
日
本
の
大
衆
社
会
化
を
進
め
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
二
重
構
造
と
い
う
「
歪
み
」
を
抱
え
て
い
る
以
上
、

資
本
主
義
の
高
度
化
や
近
代
化
は
、
そ
の
「
歪
み
」
を
か
え
っ
て
増
大

さ
せ
る
。
日
本
の
場
合
、
解
決
法
は
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
で
は
な
く
、

「
下
か
ら
の
変
革
」
に
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
運
び
を
経
て
、
松
下

は
「
ム
ラ
構
造
の
制
度
的
土
台
を
な
す
都
市
・
農
村
の
地
域
政
治
の
重

要
性
」
を
提
起
す
る
。
「
地
域
政
治
の
改
革
こ
そ
、
ム
ラ
を
克
服
す
る

日
本
の
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
彼
は
「
ム
ラ
」

か
ら
脱
出
し
た
「
マ
ス
」
の
新
中
間
層
や
都
市
労
働
者
た
ち
が
地
域
政

治
の
改
革
に
参
加
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る

）
21
（

。

　

改
め
て
整
理
す
れ
ば
、
こ
の
「
地
域
民
主
主
義
論
」
が
提
起
さ
れ
る

理
由
は
、
三
つ
あ
る
。
第
一
、
日
本
に
お
け
る
二
重
構
造
の
存
在
、
と

り
わ
け
「
ム
ラ
」
状
況
の
残
存
で
あ
る
。
第
二
、
「
ム
ラ
」
状
況
を
地

盤
に
旧
中
間
層
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
保
守
政
治
で
あ
る
。
そ
し
て
第

三
が
、
労
働
組
合
と
社
会
党
の
組
織
的
特
質
に
由
来
す
る
、
経
済
闘
争

中
心
路
線
の
硬
直
性
で
あ
る
。
本
来
、
革
新
陣
営
の
側
に
政
治
の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
末
端
組
織
に
ま
で
及
ぶ
組
織
力

と
そ
れ
に
基
づ
く
広
範
な
支
持
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
社
会
党
と

総
評
の
体
質
や
現
状
を
見
る
限
り
、
そ
の
可
能
性
は
低
く
、
さ
ら
に
自

民
党
は
地
域
末
端
の
組
織
力
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
社
会
党
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
れ
ば
よ
い
の
か
。
松
下
が
提
示
す
る

の
は
、
「
地
域
」
を
拠
点
と
す
る
政
治
活
動
の
拡
大
で
あ
る
。
松
下
は
、

社
会
党
の
政
治
活
動
の
展
望
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

第
二
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
大
衆
運
動
が
う
み
だ
し
た
共
闘
会

議
、
居
住
組
織
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
の
組
織
の
創
意
的
多
様
性
で
あ

る
。
労
働
者
階
級
の
大
衆
組
織
を
労
働
組
合
と
し
て
の
み
と
ら
え

る
な
ら
ば
、
労
働
者
階
級
が
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
組
織
的
創
造
性

を
緊
縛
す
る
こ
と
に
な
る
。
〔
…
〕
と
く
に
お
お
く
「
勤
労
者
協

議
会
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
居
住
組
織
が
重
要
で
あ
る
。
〔
…
〕
し

か
も
こ
の
勤
労
者
協
議
会
は
労
働
者
を
中
心
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

農
民
や
商
人
が
個
人
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
戦
線

の
日
常
的
実
感
を
準
備
す
る
と
と
も
に
、
保
守
権
力
の
地
域
細
胞

を
な
す
町
内
会
、
部
落
会
を
下
か
ら
掘
り
く
ず
し
て
い
く

）
22
（

。

　

地
域
に
よ
る
つ
な
が
り
は
、
企
業
ご
と
に
縦
割
り
で
組
織
さ
れ
る
左

派
陣
営
を
横
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
労
働
者

で
な
く
、「
地
域
」
や
「
家
族
」
「
女
性
」
「
市
民
運
動
家
」
な
ど
、
様
々

な
種
類
の
人
び
と
が
参
加
可
能
に
な
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
経
済
闘

争
に
収
斂
し
が
ち
だ
っ
た
左
派
陣
営
の
政
治
的
限
界
を
穿
ち
、
現
実
味



社会思想史研究　No. 41　2017

　●　142

の
あ
る
革
新
政
治
が
展
望
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
松
下
は
こ
の
よ
う

に
想
定
す
る
。

従
来
の
社
会
党
は
中
央
政
権
中
心
主
義
だ
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、

た
と
え
中
央
に
お
い
て
過
渡
的
に
社
会
党
中
心
の
政
権
が
で
き
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
革
新
勢
力
の
統
一
戦
線
的
な
、
い
わ
ば
国
民

会
議
の
よ
う
な
も
の
に
バ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
さ
れ
な
け
れ
ば
、
政
権

そ
の
も
の
は
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
時
に
地
方
自
治
体

が
民
主
的
な
も
の
に
組
み
替
え
ら
れ
、
そ
の
支
え
と
な
る
も
の
が

職
場
と
地
域
に
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
革
新
政
権
も
あ
え
な
く
見
殺

し
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す

）
23
（

。

　

以
上
よ
り
、
松
下
の
地
域
民
主
主
義
論
と
は
、
日
本
特
有
の
社
会
状

況
を
所
与
の
条
件
と
し
て
、
革
新
陣
営
に
よ
る
政
治
的
「
変
革
」
の
実

効
性
を
高
め
る
た
め
の
組
織
化
の
戦
略
だ
っ
た
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
階
級
や
労
組
と
い
っ
た
従
来
の
運
動
主
体

に
代
わ
る
主
体
像
が
措
定
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
「
国
家
か
ら
の
自
立
」

を
果
た
す
新
た
な
主
体
と
し
て
措
定
さ
れ
た
「
地
域
」
は
、
そ
の
運
動

に
お
い
て
何
を
求
め
て
い
く
の
か
。

　

こ
こ
で
松
下
が
提
示
す
る
の
が
、
「
自
治
体
共
闘
」
も
し
く
は
「
自

治
体
改
革
」
と
い
う
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
「
自
治
体
共
闘
」（
も
し
く
は
「
自

治
体
改
革
」
）
が
目
指
す
の
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
産
業
化
に
よ
っ
て

生
じ
た
地
域
社
会
の
問
題
に
対
し
、
行
政
側
が
住
民
福
祉
の
た
め
に
対

応
し
て
い
く
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
も
う
少
し
流
通
度
の
高
い
言
葉
を

使
え
ば
、
都
市
型
公
共
政
策
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
共
「
闘
」
で
あ
る
の
は
、
高
成
長
率
を
掲
げ
て
産
業
化
を
強

圧
的
に
進
め
る
政
府
と
大
企
業
、
そ
し
て
そ
の
保
守
政
権
を
支
え
る
地

域
末
端
の
組
織
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
政
治
的
状
況
に
対
す
る

「
闘
い
」
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
地
域
ご
と
の
問
題
を

自
治
体
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
く
と
い
う
取
り
組
み
は
、
各
地
方
自
治

体
を
、
政
府
の
執
行
事
務
を
代
行
す
る
機
関
か
ら
、
「
教
育
、
道
路
、

ガ
ス
・
水
道
、
環
境
衛
生
、
社
会
保
障
か
ら
基
地
問
題
に
い
た
る
ま
で

日
常
生
活
要
求
の
全
領
域
の
直
接
の
窓
口
」
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
、

そ
の
「
自
治
」
的
側
面
を
強
め
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
「
改
革
」

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
革
新
政
党
、
地
方
議
員
・
首
長
、
あ
る
い

は
タ
テ
割
団
体
と
し
て
の
組
合
を
結
集
す
る
県
評
、
地
区
労
、
そ
の
他

民
主
団
体
、
さ
ら
に
ヨ
コ
割
組
織
と
し
て
の
居
住
組
織
に
よ
っ
て
」
統

一
組
織
を
構
成
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
共
」
闘
で
あ
る

）
24
（

。

　

松
下
の
地
域
民
主
主
義
論
の
狙
い
は
、
政
治
の
主
体
と
し
て
「
地
域
」

の
措
定
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
階
級
闘
争
や
政
権
奪
取
と
は
異

な
る
次
元
で
の
政
治
的
成
果
の
獲
得
、
具
体
的
に
は
社
会
福
祉
の
向
上

を
「
政
治
」
の
目
標
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
そ
の
も
う
一
つ
の
狙
い

だ
っ
た
。
社
会
民
主
主
義
と
の
結
合
（
＝
政
治
権
力
か
ら
の
社
会
福
祉
の
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獲
得
）
が
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
を
危
う
く
し
た
、
と
い
う
大
衆
社
会

論
の
問
題
構
成
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
で
は
そ
の
「
自
立
」
と
「
社
会
福

祉
」
が
二
律
背
反
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
ど
ん
な
方
策
が
あ
り
え
る

の
か
。
松
下
の
問
題
関
心
は
、
こ
の
点
に
あ
っ
た

）
25
（

。

　

ま
と
め
よ
う
。
松
下
圭
一
が
大
衆
社
会
論
（
大
衆
社
会
の
政
治
社
会
学

的
分
析
）
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
、
中
間
集
団
が
現
代
で
は
「
自
立
」

を
め
ぐ
っ
て
両
義
的
な
存
在
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方

で
代
表
的
な
中
間
集
団
で
あ
る
労
働
組
合
は
、
福
祉
政
策
に
取
り
込
ま

れ
る
こ
と
で
体
制
内
化
し
、
社
会
が
国
家
か
ら
自
立
し
て
い
く
基
盤
と

し
て
無
力
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
「
大
衆
」
と
は
政
治
権
力
に
よ
っ

て
リ
ー
ド
さ
れ
る
受
動
的
な
存
在
で
あ
り
、
国
家
と
の
従
属
関
係
が
強

調
さ
れ
る
（
中
間
集
団
無
力
説
的
な
側
面
）
。
た
だ
他
方
で
松
下
は
、
労

働
者
の
組
織
を
違
う
形
態
に
す
る
こ
と
で
、
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
の

拠
点
に
も
な
り
得
る
と
考
え
て
い
た
。
日
本
の
現
実
に
即
し
て
そ
れ
を

展
開
し
た
の
が
、
「
職
場
」
で
は
な
く
「
地
域
」
を
主
体
と
す
る
地
域

民
主
主
義
論
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
単
に
「
国
家
か
ら
の
自
立
」

が
地
域
と
い
う
政
治
主
体
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

そ
の
獲
得
目
標
と
し
て
、
従
来
型
の
革
新
政
治
と
は
違
う
形
で
の
公
共

の
福
祉
充
実
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
一
九
六
〇
年

代
ご
ろ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
た
、
松
下
の
「
変
革
」
思
想
で
あ
っ
た
。

三
　

永
井
陽
之
助
の
政
治
意
識
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

1
　

「
政
治
」
の
不
確
実
性

　

松
下
の
大
衆
社
会
論
が
、
政
治
社
会
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
大
衆

社
会
の
問
題
に
迫
っ
た
と
す
れ
ば
、
永
井
陽
之
助
は
、
ど
の
よ
う
な
議

論
を
展
開
し
た
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
先
述
し
た
松
下
の
諸

論
考
と
ほ
ぼ
同
時
期
（
主
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
後
半
）
の
論
考
が
ま
と

め
ら
れ
た
『
政
治
意
識
の
研
究
』
（
一
九
七
一
年
）
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル

が
示
す
よ
う
に
、
永
井
が
政
治
学
の
手
法
と
し
て
こ
の
時
期
に
取
り
組

ん
で
い
た
の
は
、
政
治
意
識
論
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
永
井
に
よ
る
「
市
民
社
会
」
と
「
大
衆
社
会
」
の
対
比
を
見

て
み
よ
う
。
リ
ー
ス
マ
ン
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
使
っ
て
、
永
井
は
、
近
代

的
な
社
会
（
「
近
代
生
産
社
会
」
あ
る
い
は
「
進
歩
の
時
代
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
）
と
現
代
的
な
社
会
（
「
現
代
消
費
社
会
（
大
衆
社
会
）
」
）
を
対
比
す
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
代
と
は
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
貴
族
層
と

旧
中
間
層
、
新
興
の
市
民
層
か
ら
な
る
議
会
制
民
主
主
義
に
よ
っ
て
安

定
し
た
政
治
が
営
ま
れ
た
時
代
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
「
個
人
の
自
発

的
選
択
を
媒
介
と
す
る
秩
序
の
再
生
産
」
と
い
う
市
民
社
会
」
が
完
結

し
て
い
た

）
26
（

。
市
民
社
会
で
政
治
に
参
加
す
る
者
は
、
教
養
に
よ
っ
て
規

律
を
内
面
化
し
て
お
り
、
自
己
利
益
に
対
す
る
理
解
も
深
い
。

　

こ
れ
に
対
し
現
代
の
大
衆
社
会
は
、
政
治
の
大
衆
化
や
資
本
の
蓄
積
、
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工
場
労
働
者
の
増
加
、
通
信
・
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
な
ど
に
よ
り
、
一
言

で
言
え
ば
「
不
確
実
性
」
が
増
し
た
社
会
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
、

人
は
大
規
模
化
す
る
国
家
や
組
織
の
前
に
自
己
利
益
に
関
す
る
確
信
を

持
て
ず
、
「
人
び
と
は
社
会
環
境
へ
の
不
適
応
か
ら
は
げ
し
い
方
向
感

覚
の
喪
失
と
不
安
」
に
苛
ま
れ
て
い
る

）
27
（

。

　

永
井
が
そ
の
大
衆
社
会
論
で
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
リ
ー

ス
マ
ン
で
あ
る
。
先
進
社
会
に
高
度
資
本
主
義
社
会
が
定
着
し
た
こ
と

で
、
そ
れ
に
適
合
的
な
人
間
類
型
が
変
質
し
た
。
そ
れ
が
、
リ
ー
ス
マ

ン
が
「
他
者
志
向
型
」
と
呼
ん
だ
タ
イ
プ
で
あ
り
、
か
つ
て
の
よ
う
な

自
己
内
規
律
に
拘
束
さ
れ
自
我
を
維
持
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他

者
か
ら
の
影
響
や
命
令
を
喜
ん
で
受
け
、
自
ら
を
標
準
化
す
る
こ
と
に

安
堵
を
覚
え
る
よ
う
な
人
び
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
類
型

の
大
量
創
出
に
加
え
、
「
い
わ
ゆ
る
《
組
織
革
命
》
の
結
果
、
国
家
機

構
の
み
な
ら
ず
、
経
営
・
労
働
・
農
業
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
組
織
体
の
全

領
域
に
わ
た
っ
て
マ
ン
モ
ス
の
よ
う
に
組
織
が
肥
大
し
、
市
民
の
自
由

な
活
動
領
域
は
い
ち
じ
る
し
く
逼
塞
」
す
る

）
28
（

。
自
己
内
規
律
は
も
は
や

自
分
の
判
断
を
支
え
る
基
準
に
は
な
ら
ず
、
そ
こ
で
人
は
「
他
者
（
同

時
代
、
仲
間
、
友
人
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
、
世
論
な
ど
）
」
に
同
調
し
よ
う

と
す
る
他
者
志
向
を
持
つ
。
十
九
世
紀
的
な
「
市
民
社
会
」
と
比
較
し

て
、
自
己
利
益
の
観
念
が
崩
壊
し
、
政
治
に
参
加
す
る
意
欲
を
喪
っ
た

結
果
、
政
治
的
無
関
心
が
広
が
り
、
か
つ
他
者
志
向
的
な
同
調
傾
向
に

よ
っ
て
、
政
治
は
著
し
く
情
緒
化
す
る
。
権
力
者
の
側
は
、
世
論
の
動

向
に
政
治
を
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
責
任
あ
る
決
断
が
で
き
ず
、

さ
ら
に
被
治
者
の
側
で
は
政
治
不
信
が
高
ま
る
と
い
う
悪
循
環
が
生
じ

る
。

　

そ
の
結
果
「
現
代
の
政
治
権
力
は
機
構
的
に
肥
大
し
な
が
ら
、
色
濃

く
大
衆
世
論
・
圧
力
団
体
―
―
い
わ
ゆ
る
《
拒
否
権
集
団
》
の
諸
活
動

に
依
存
し
、
し
か
も
、
そ
の
大
衆
世
論
は
《
自
己
中
和
化
》
の
作
用
で

空
洞
化
し
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
機
能
を
喪
失
」
し
て
、
「
世
論
と
政

府
の
責
任
転
嫁
と
い
う
悪
循
環
」
が
生
じ
て
い
る

）
29
（

。
高
度
資
本
主
義
化

し
た
ア
メ
リ
カ
社
会
を
念
頭
に
置
い
た
永
井
の
大
衆
社
会
論
は
、
リ
ー

ス
マ
ン
流
の
過
剰
同
調
説
に
依
拠
し
、
主
体
的
な
政
治
的
判
断
の
拠
点

が
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か
ら
も
喪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
状
態
を
最
悪
の
も
の
と
し
て
描
く
。

統
治
主
体
は
一
方
で
は
《
組
織
の
無
責
任
》
と
《
世
論
へ
の
依
存
》

に
よ
っ
て
状
況

0

0

の
客
体
と
化
し
、
世
論
は
世
論
で
象
徴
操
作
の
客

体
と
化
し
、
こ
こ
に
生
ず
る
悪
循
環
は
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
政
治

状
況

0

0

に
お
い
て
主
体
的
に
状
況

0

0

を
決
断
し
対
処
す
る
責
任
主
体
が

ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
最
悪
事
態
に
達
す
る

）
30
（

。

　

こ
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
、
永
井
の
議
論
に
お
い
て
も
、
政
治
は
一

つ
の
「
状
況
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
位
置
づ
け
は
、
政
治
社
会
学

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
た
松
下
の
そ
れ
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。
永
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井
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
現
実
世
界
は
不
完
全
情
報
と
不
確
実
性
が
支
配

す
る
世
界
で
あ
る
以
上
、
「
状
況
」
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の

性
質
を
一
義
的
に
記
述
す
る
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
政
治
の
場

合
、
「
状
況
」
の
規
定
と
は
、
「
単
に
記
述
的
な
意
味
ば
か
り
で
な
く
、

エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
契
機
」
が
入
り
込
む
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
そ

こ
で
は
、「
単
に
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
を
説
得
し
、

一
定
の
行
動
へ
流
し
込
む
と
い
う
組
織
化
の
契
機
が
不
可
避
的
に
侵
入

し
て
」
こ
ざ
る
を
得
な
い

）
31
（

。

　

政
治
の
世
界
が
不
確
実
で
あ
る
の
は
、
自
然
科
学
と
異
な
り
、
事
象

と
認
識
が
一
義
的
な
関
係
を
結
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
言
え
ば

政
治
の
世
界
は
、
言
語
の
持
つ
象
徴
作
用
に
よ
っ
て
様
々
に
組
織
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
「
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
政
治
理
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
的
段
階
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展
段
階
に
応
じ
、
そ
の
基
底
集
団
の

行
動
様
式
と
組
織
化
の
基
本
様
式
〔
…
〕
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
特
有
な
表
現
ス
タ
イ
ル
と
発
想
に
応
じ
て
多
彩
な
言
語
体
系
を
展
示

し
て
」
き
た

）
32
（

。
イ
ギ
リ
ス
の
日
常
言
語
学
派
、
T
・
D
・
ウ
ェ
ル
ド
ン

の
著
作
を
引
照
し
つ
つ
、
永
井
は
政
治
を
一
義
的
な
解
決
策
で
対
応
可

能
だ
と
考
え
る
立
場
に
対
し
て
、
明
確
な
否
を
突
き
つ
け
る
。

「
パ
ズ
ル
」
と
は
、
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
正
解
が
か
な

ら
ず
一
つ
あ
る
。
「
障
碍
」
は
、
自
然
に
発
生
し
、
永
遠
に
解
決

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
処
す
る
途
は
、
そ
れ
を
克
服

す
る
か
、
減
殺
す
る
か
、
回
避
す
る
か
、
無
視
す
る
か
、
で
あ
る
。

政
治
問
題
は
、
パ
ズ
ル
で
は
な
く
障
碍
（
ま
た
は
困
難
）
で
あ
る

）
33
（

。

　

そ
う
で
あ
る
以
上
、
自
然
科
学
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
と
政
治
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
「
謬
見
」
で
あ
る
。
む
し
ろ
不
確
実
な
政
治
の
「
状

況
」
下
で
何
ら
か
の
決
定
を
行
う
に
は
、
「
一
定
の
目
標
達
成
の
た
め

の
正
統
的
な
行
動
と
役
割
の
期
待
を
定
型
化
し
て
、
不
確
実
性
を
確
実

性
に
、
不
可
測
性
を
可
測
性
に
転
化
し
て
い
く
社
会
的
統
制

）
34
（

」
が
必
要

で
あ
る
。
世
界
を
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
象
し
、
そ
こ
に
正
統
性
を

与
え
、
選
挙
を
通
じ
て
体
制
へ
と
ま
と
め
あ
げ
る
。
政
治
と
は
こ
の
よ

う
な
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
く
「
ゲ
ー
ム
」
で
あ
り
、
決
し
て
道
徳
的

倫
理
的
な
価
値
優
位
性
を
争
う
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
ゲ
ー
ム
」
に
お
い
て
、
言
葉
を
通
じ
て
人
び
と
を
組

織
化
す
る
存
在
こ
そ
、
知
識
人
で
あ
る
と
永
井
は
述
べ
る
。
「
い
わ
ゆ

る
〈
言
語
の
人
〉
と
し
て
の
知
識
人
の
象
徴
活
動
が
こ
の
〔
象
徴
化
の

―
―
筆
者
〕
有
力
な
仲
だ
ち
」
で
あ
り
、「
知
識
人
に
よ
る
理
論
化
を
ま
っ

て
は
じ
め
て
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
潜
在
し
て
い
る
〈
利
益
〉
を
、
〈
労

働
者
〉
〈
農
民
〉
等
の
抽
象
的
一
般
的
な
〈
象
徴
集
団
〉
に
統
合
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
」
。
永
井
は
、
こ
の
「
不
確
実
性
に
拮
抗
し
つ
つ
、

象
徴
の
生
産
と
配
分
を
通
じ
て
不
確
実
性
を
吸
収
し
て
い
く
組
織
化
過

程
」
こ
そ
、
知
識
人
が
果
た
す
べ
き
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
だ
と
述
べ
る

）
35
（

。
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2
　

政
治
的
知
性
と
「
大
衆
」

　

で
は
、
大
衆
社
会
に
お
い
て
、
政
治
的
な
知
性
は
大
衆
の
政
治
意
識

と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
志
向
に
よ

る
集
団
規
範
へ
の
過
剰
同
調
に
よ
っ
て
、
「
自
立
」
的
な
判
断
す
ら
困

難
な
現
代
と
い
う
時
代
に
お
け
る
、
あ
る
べ
き
政
治
的
知
性
と
は
ど
ん

な
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
永
井
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
師

だ
っ
た
リ
ー
ス
マ
ン
を
、
C
・
W
・
ミ
ル
ズ
と
比
較
し
た
論
考
（
「
大

衆
社
会
に
お
け
る
権
力
構
造
」
、
初
出
は
一
九
五
九
年
）
で
次
の
よ
う
に
論

じ
る
。

　

現
代
知
識
人
の
要
求
す
る
知
識
が
、
単
な
る
事
実
や
情
報
の
断
片
で

は
な
く
、
社
会
の
全
体
構
造
を
通
覧
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

膨
大
な
研
究
費
と
官
僚
化
し
た
研
究
体
制
に
よ
っ
て
硬
化
し
た
ア
メ
リ

カ
的
社
会
科
学
に
対
し
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
社
会
科
学
の
伝
統

を
受
け
継
ぎ
、
鋭
い
現
実
感
覚
を
重
ん
じ
る
実
践
的
な
社
会
科
学
者
で

あ
る
点
で
、
リ
ー
ス
マ
ン
と
ミ
ル
ズ
の
両
者
は
共
通
し
て
い
る

）
36
（

。
で
は

二
人
を
分
か
つ
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「
だ
れ
に
た
い
し
て
向
け
ら
れ

た
、
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
知
識
か
―
―
と
い
う
問
い
に
た
い
す
る
両
者

の
解
答
の
決
定
的
な
差
異
」
で
あ
る

）
37
（

。

　

永
井
は
、
リ
ー
ス
マ
ン
の
「
解
答
」
が
（
ミ
ル
ズ
と
異
な
り
）
マ
ン

ハ
イ
ム
の
提
起
し
た
「
迂
回
的
認
識
」
に
基
づ
く
こ
と
を
強
調
す
る

）
38
（

。

政
治
社
会
が
言
語
に
よ
る
何
ら
か
の
象
徴
体
系
で
あ
る
以
上
、
た
と
え

専
門
的
な
政
治
学
者
や
社
会
学
者
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
提
示
す
る
政

治
分
析
が
各
自
の
意
見
や
イ
メ
ー
ジ
、
偏
見
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
影
響
さ
れ
、
論
理
的
に
加
工
さ
れ
た
「
自
己
解
釈
」
で

あ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
政
治
に
対
す
る
認
識
が
何
ら
か
の
解
釈
に
過

ぎ
な
い
点
で
は
、
知
識
人
も
一
般
人
も
違
わ
な
い
。

　

で
は
こ
こ
か
ら
い
か
に
全
体
像
へ
と
近
づ
く
の
か
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は

「
各
部
分
像
と
、
グ
ル
ー
プ
の
社
会
構
造
上
の
位
置
・
視
座
・
利
害
と

の
拘
束
関
係
を
内
在
的
に
認
識
〔
…
〕
し
、
そ
の
部
分
像
か
ら
逆
算
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
像
を
再
構
成
す
る
」
知
識
社
会
学
を
構
想
し

た
。
し
か
し
「
現
代
の
大
衆
社
会
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
の
急
テ
ン

ポ
な
配
分
は
、
集
団
か
ら
さ
ら
に
個
人
に
移
行
し
〔
…
〕
そ
の
極
限
に

お
い
て
は
個
人
の
数
ほ
ど
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
」
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
リ
ー
ス
マ
ン
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
提
示
し
た
迂
回
的
方
法
を
受

け
継
ぎ
、
「
ま
ず
、
政
治
過
程
の
構
成
単
位
で
あ
る
個
人
の
側
か
ら
出

発
し
、
そ
の
個
人
の
数
ほ
ど
分
化
す
る
部
分
イ
メ
ー
ジ
の
重
ね
合
せ
に

よ
っ
て
、
現
代
社
会
の
全
体
像
を
再
構
成
し
よ
う
と
」
し
た

）
39
（

。

　

永
井
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
迂
回
的
方
法
に
よ
る
全
体

像
の
再
構
成
が
、
転
じ
て
「
自
己
解
釈
」
の
相
対
化
に
連
な
る
こ
と
で

あ
る
。
リ
ー
ス
マ
ン
の
分
析
が
当
面
の
対
象
と
す
る
の
は
、
「
現
代
の

大
衆
社
会
に
お
け
る
「
無
力
な
る
少
数
者
」
〔
…
〕
の
日
常
行
動
を
知

ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
一
定
の
方
向
に
流
し
こ
む
圧
力
、
ア
メ
リ
カ
の

文
化
全
体
に
重
く
た
ち
こ
め
る
気
圧
配
置
」
で
あ
る
。
こ
の
「
気
圧
配

置
」
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
、
リ
ー
ス
マ
ン
の
政
治
学
は
「
〔
ア
メ
リ
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カ
の
大
衆
社
会
の
〕
圧
力
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
政
治
の
全
体
を
通
覧

す
る
こ
と
の
で
き
る
〈
主
体
的
浮
動
層
〉
（
政
治
の
主
体
）
と
し
て
再
形

成
し
て
い
く
た
め
の
「
自
己
認
識
」
と
「
自
己
装
備
」
の
学
」
と
な
る

）
40
（

。

そ
れ
は
、
権
力
者
へ
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
で
も
な
け
れ
ば
、
現
実
の
政

治
家
、
組
織
リ
ー
ダ
ー
へ
の
勧
告
で
も
な
け
れ
ば
、
大
衆
に
た
い

す
る
啓
蒙
・
説
得
で
も
な
い
。
自
己
自
身
を
ふ
く
む
「
無
力
な
る

少
数
者
」
へ
向
け
ら
れ
た
自
己
解
放
の
政
治
学
で
あ
っ
た

）
41
（

。

　

永
井
は
、
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
分
析
が
、
搾
取
さ
れ
る
対
象
で
あ

る
は
ず
の
労
働
者
の
階
級
意
識
醸
成
に
つ
な
が
っ
た
点
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
自
己
解
放
に
向
け
た
「
認
識
」
は
、
力
と
結
合
す
る
と
述
べ
る

）
42
（

。

も
ち
ろ
ん
永
井
は
、
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
発
想
か
ら
は
距
離
を
置
い
て

い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
提
示
し
た
社
会
主
義
運
動
の
あ
り
方
は
、
十
九
世

紀
的
な
個
人
主
義
的
性
格
を
持
つ
と
考
え
る
か
ら
だ

）
43
（

。
そ
れ
は
現
代
の

大
衆
社
会
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
む
し
ろ
個
々
人
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
抽

出
し
て
、
全
体
に
近
似
的
に
た
ど
り
着
く
よ
う
な
、
大
衆
社
会
に
適
応

し
た
形
態
で
な
け
れ
ば
、
大
衆
社
会
の
政
治
学
に
は
な
り
得
な
い
と
永

井
は
考
え
る
。

　

で
は
、
力
と
結
合
す
る
「
認
識
」
は
、
大
衆
社
会
の
何
を
変
え
る
か
。

永
井
は
、
認
識
は
「
解
放
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、

啓
蒙
と
は
違
う
。
啓
蒙
は
、
実
際
に
は
解
放
す
る
も
の
と
解
放
さ
れ
る
も

の
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
、
そ
の
背
後
で
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
永
井
は
、
リ
ー
ス
マ
ン
と
対
比
し
た
ミ
ル
ズ
の
知
的
ス
タ

ン
ス
に
、
啓
蒙
的
な
知
性
が
は
ら
む
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
性
を
見
よ
う
と
し

て
い
る
。
「
事
実

0

0

そ
の
も
の
の
通
信
が
、
価
値
の
通
信
と
な
ら
ん
で
、

大
き
な
実
践
的
政
治
的
意
味
を
も
つ
こ
と
を
強
調
」
し
た
ミ
ル
ズ
の
政

治
学
は
、
「
「
権
力
と
知
識
」
の
配
分
関
係
に
一
定
の
固
定
し
た
ハ
イ
ア

ラ
ー
キ
ー
を
想
定
し
」
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
が
「
自0

己
に
向
け
ら
れ
た
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
く
、
他
者
へ
向
け
ら
れ
た
知
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ

る
。
し
か
し
永
井
が
目
指
す
の
は
、
権
力
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
、

そ
の
構
造
の
改
変
を
目
指
す
よ
う
な
政
治
学
で
は
な
い

）
44
（

。

　

む
し
ろ
リ
ー
ス
マ
ン
の
よ
う
に
、
政
治
を
不
断
に
変
化
す
る
状
況
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
編
成
さ
れ
る
種
々
の
「
圧
力
」
を
可
視

化
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
政
治
学
の
役
割
だ
と
永
井
は
考
え
て
い
る
。
し

か
も
そ
れ
は
、
黒
人
や
女
性
と
い
っ
た
少
数
の
無
力
な
る
者
が
、
自
分

た
ち
を
取
り
巻
く
、
そ
し
て
自
分
た
ち
自
身
を
も
拘
束
す
る
権
力
の
気

圧
配
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る

）
45
（

。
上
か
ら
／
他
者
か
ら
与
え
ら

れ
る
啓
蒙
で
は
な
く
、
「
少
数
者
」
自
身
が
自
ら
に
か
け
た
軛
の
解
放

に
向
か
う
こ
と
で
、
「
主
体
的
な
自
治
的
大
衆
組
織
」
の
組
織
化
に
貢

献
で
き
る

）
46
（

。

　

こ
う
し
て
大
衆
社
会
の
政
治
学
は
、
従
来
の
社
会
主
義
運
動
（
自
主

的
な
大
衆
運
動
）
と
は
、
性
質
の
異
な
る
「
変
革
」
の
契
機
を
生
み
出
す
。

決
し
て
目
立
つ
場
所
で
は
な
い
も
の
の
、
『
政
治
意
識
の
研
究
』
執
筆



社会思想史研究　No. 41　2017

　●　148

時
点
の
永
井
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
「
こ

の
権
力
循
環
の
認
識

0

0

こ
そ
が
、
い
か
に
微
細
な
り
と
も
民
衆
の
側
の
日

常
的
な
実
践
行
動
が
一
つ
一
つ
権
力
過
程
の
変
革

0

0

に
つ
ら
な
る
と
い
う

論
理
を
民
衆
の
側
に
回
復
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
〔
…
〕

む
し
ろ
リ
ー
ス
マ
ン
に
多
く
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

）
47
（

」
。

　

本
稿
は
、
こ
の
部
分
を
永
井
に
お
け
る
「
変
革
」
思
想
と
し
て
の
側

面
と
位
置
づ
け
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
「
革
新
」
政
治
と
は
距
離
を

取
り
つ
つ
、
し
か
し
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
大
衆
社
会
化
を
踏
ま
え
て
、

そ
こ
に
適
合
し
た
政
治
学
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
言
い
換
え
れ
ば
大

衆
社
会
に
よ
っ
て
喪
わ
れ
た
「
自
立
」
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
形
で
再

生
し
う
る
の
か
。
永
井
も
ま
た
、
松
下
と
重
な
る
問
題
構
成
の
中
で
思

考
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
永
井
は
、
政
治
社
会
学
的
な
構
造
の

分
析
か
ら
、
変
革
の
契
機
を
探
っ
て
い
っ
た
松
下
と
は
異
な
り
、
政
治

意
識
分
析
に
よ
っ
て
人
々
の
集
合
的
な
意
識
を
「
解
放
」
す
る
こ
と
が
、

や
が
て
政
治
の
あ
り
方
を
変
え
て
い
く
動
因
と
な
る
と
考
え
、
そ
こ
に

政
治
的
な
知
性
の
、
大
衆
社
会
に
お
け
る
存
在
意
義
を
見
よ
う
と
し
た
。

四
　

 

大
衆
社
会
の
「
変
革
」
可
能
性
―
―
思
想
史
的
意
義
は
何
か

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
本
稿
の
仮
説
は
、
「
松
下
・
永

井
は
共
に
、
実
質
的
に
は
「
変
革
」
思
想
を
展
開
し
て
い
た
が
、
そ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
に
よ
っ
て
、
両
者
の
政
治
学
は
ま
っ
た
く
異
な
る

ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
彼
ら
は
、
大
衆
社
会
化
と
い
う
「
状
況
」
が
政
治
に
与
え
る
両
義

性
を
重
視
し
、
そ
こ
に
お
い
て
可
能
な
「
変
革
」
の
あ
り
方
を
模
索
し

た
。
彼
ら
の
議
論
は
、
当
時
の
「
革
新
」
系
の
そ
れ
と
は
一
線
を
引
い

た
も
の
で
あ
る
点
は
共
通
し
て
い
た
が
、
大
衆
社
会
を
分
析
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
相
違
に
つ
な
が
っ
た
。
松
下
の
政

治
社
会
学
的
な
分
析
は
、
運
動
主
体
の
再
編
成
（
「
階
級
」
か
ら
「
地
域
」

へ
）
と
政
治
目
標
の
変
更
（
社
会
福
祉
機
能
の
調
達
）
を
提
起
す
る
運
動

論
に
つ
な
が
り
、
他
方
、
永
井
の
政
治
意
識
論
的
分
析
は
、
自
ら
を
拘

束
す
る
政
治
的
条
件
を
絶
え
ず
自
己
認
識
し
て
い
く
た
め
の
政
治
的
知

性
論
へ
と
結
実
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
た
両
者
の
「
変
革
」
思
想
は
、
現
在
ど
の

よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
松
下
に
つ
い
て
は
、

彼
の
い
う
市
民
政
治
論
が
、
結
局
は
「
近
代
化
」
に
対
し
楽
観
的
で
あ

り
、
高
度
成
長
を
自
明
視
し
た
こ
と
で
、
戦
後
の
企
業
社
会
的
統
合
の

構
造
を
批
判
的
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
は
十
分
あ
り
得
る

）
48
（

。

ま
た
、
彼
が
国
家
優
先
の
発
想
（
「
官
治
」
）
や
官
僚
機
構
の
肥
大
化
を
、

市
民
の
「
自
治
」
に
対
置
し
て
批
判
し
て
い
た
論
調
が
、
と
も
す
れ
ば

図
式
的
な
「
市
民
対
官
僚
」
の
よ
う
な
二
項
対
立
に
変
換
さ
れ
、
新
自

由
主
義
の
言
説
と
も
共
振
し
て
し
ま
う
可
能
性
は
、
考
慮
す
べ
き
懸
念

点
と
し
て
残
る
だ
ろ
う

）
49
（

。
事
実
、
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
と
「
社
会
福

祉
の
調
達
」
の
両
立
は
、
多
分
に
権
力
と
資
源
の
配
分
を
め
ぐ
る
政
治
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の
問
題
で
あ
り
、
「
社
会
福
祉
の
調
達
」
を
図
り
つ
つ
、
必
要
以
上
に

国
家
権
力
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
浸
潤
さ
れ
な
い
方
策
を
実
現
し
て
い

く
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
大
き
な
課
題
で
あ
る

）
50
（

。

　

し
か
し
、
基
本
的
に
は
そ
の
推
進
を
目
指
し
つ
つ
も
、
そ
の
問
題
点

を
指
摘
し
な
が
ら
松
下
が
こ
だ
わ
っ
た
「
社
会
民
主
主
義
」
の
志
向
は
、

む
し
ろ
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
重
要
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
階

級
性
や
闘
争
が
叫
ば
れ
た
時
代
に
、
自
覚
的
に
そ
の
思
想
傾
向
と
距
離

を
置
い
た
こ
と
で
、
松
下
は
「
生
活
」
と
政
治
の
連
関
に
重
き
を
置
く

こ
と
に
な
っ
た
。
大
衆
社
会
の
両
義
性
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
そ
こ

で
可
能
な
「
政
治
」
の
あ
り
方
を
探
っ
て
い
っ
た
時
、
結
果
と
し
て
「
国

家
か
ら
の
自
立
」
と
「
社
会
福
祉
の
調
達
」
の
両
立
と
い
う
社
会
民
主

主
義
の
難
問
に
、
松
下
は
一
九
五
〇
年
代
の
時
点
で
た
ど
り
着
い
て
い

た
）
51
（

。
こ
の
点
を
、
現
在
の
わ
た
し
た
ち
は
重
く
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

対
す
る
永
井
は
ど
う
か
。
永
井
や
高
坂
正
堯
ら
の
よ
う
な
現
実
主
義

政
治
学
者
の
知
的
系
譜
に
触
れ
て
、
「
操
作
的
主
体
の
確
立
と
い
う
エ

リ
ー
ト
主
義
の
視
点
か
ら
行
な
わ
れ
た
」
も
の
だ
と
し
た
高
畠
通
敏
の

評
価
は
、
確
か
に
間
違
い
で
は
な
い
。
永
井
の
政
治
学
が
、
リ
ー
ス
マ

ン
に
学
ん
だ
「
少
数
の
無
力
者
」
に
向
け
た
「
自
己
解
放
」
の
学
だ
と

読
む
に
し
て
も
、
実
際
の
言
論
活
動
で
そ
の
側
面
が
前
景
化
し
た
と
は

言
い
難
い
か
ら
だ
。
よ
く
知
ら
れ
た
永
井
の
言
説
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
保
守
論
壇
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
そ
う
し
た
保
守
的
な
言
説
展
開
を
支

え
た
の
が
、
初
期
の
政
治
意
識
研
究
で
蓄
積
さ
れ
た
思
考
の
ス
タ
イ
ル

だ
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
思
考
の
ス
タ
イ
ル
と
は
、
現
実
的
に
選
択
可

能
な
選
択
肢
と
は
何
で
あ
る
か
を
絞
り
込
ん
で
い
く
た
め
に
、
政
治
を

常
に
変
動
す
る
「
状
況
」
の
層
で
複
眼
的
に
捉
え
て
い
く
、
と
い
う
政

治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
指
す

）
52
（

。
酒
井
哲
哉
は
、
こ
の
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム

を
、
戦
後
平
和
主
義
運
動
の
「
密
教
」
た
る
位
置
か
ら
保
守
の
言
説
へ

と
奪
還
し
た
と
こ
ろ
に
、
永
井
の
歴
史
的
な
「
痛
撃
」
が
あ
っ
た
と
す

る
が

）
53
（

、
そ
の
「
奪
還
」
は
逆
向
き
に
も
適
用
で
き
る
。
高
畠
は
前
述
の

部
分
に
続
い
て
、
「
私
た
ち
は
、
彼
ら
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
民
衆
の
地
平

に
引
き
ず
り
下
ろ
し
、
運
動
を
に
な
う
ひ
と
り
ひ
と
り
の
民
衆
の
側
の

政
治
的
成
熟
の
問
題
〔
…
〕
に
つ
き
か
え
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と

述
べ
た
が

）
54
（

、
そ
れ
は
高
畠
の
み
な
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
の
課

題
で
も
あ
る
。

　

「
知
る
」
こ
と
が
、
自
分
自
身
に
向
け
た
内
な
る
抑
圧
を
自
覚
し
、

そ
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
る
手
段
と
な
る
こ
と
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
は

じ
め
と
し
て

）
55
（

、
二
十
世
紀
後
半
以
降
の
異
議
申
し
立
て
の
言
説
が
繰
り

返
し
強
調
し
て
き
た
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
永
井
は
、
そ
う
し
た
運

動
や
異
議
申
し
立
て
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
永
井
が
リ
ー
ス
マ
ン
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
保
守
論
壇
へ
と
接
続
さ

せ
て
い
っ
た
手
口
は
、
同
じ
よ
う
に
「
変
革
」
の
側
へ
と
再
接
続
さ
せ

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
リ
ー
ス
マ
ン
に
依
拠
し
て
永
井
が
述
べ
た
、

「
い
か
に
微
細
な
り
と
も
民
衆
の
側
の
日
常
的
な
実
践
行
動
が
一
つ
一
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つ
権
力
過
程
の
変
革

0

0

に
つ
ら
な
る
と
い
う
論
理
」
そ
の
も
の
は
、
い
か

な
る
政
治
志
向
に
も
帰
属
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ベ
ク
ト
ル
は
決

し
て
一
つ
で
は
な
い
。

　

現
代
の
社
会
的
状
況
を
鑑
み
、
松
下
と
永
井
の
「
変
革
」
思
想
が
接

す
る
側
面
と
し
て
本
稿
が
重
視
し
た
い
の
は
、こ
の
部
分
で
あ
る
。
「
国

家
か
ら
の
自
立
」
と
「
社
会
福
祉
の
調
達
」
の
両
立
が
、
優
れ
て
政
治

的
社
会
的
な
権
力
・
資
源
配
分
の
均
衡
を
探
る
問
題
で
あ
る
以
上
、
単

に
高
尚
な
理
念
を
掲
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
は
、
何
ら
現
実
を
変
え
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実
的
に
選
択
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン

は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
両
義
性
を
有
す
る
か
を
確
か
め
な
が

ら
、「
無
力
な
る
少
数
者
」
を
含
む
様
々
な
人
び
と
の
日
常
的
な
実
践
を
、

「
自
立
」
と
「
社
会
福
祉
」
の
均
衡
に
向
け
た
政
治
的
「
変
革
」
に
と
っ

て
意
義
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
松
下
と
永
井
の
政
治
学
を
社
会
思
想

と
し
て
見
た
時
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
変
革
」

思
想
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
る
。

 

（
お
の
で
ら
・
け
ん
た
／
近
代
日
本
思
想
史
）

注（
1
） 

保
守
論
壇
で
の
発
言
が
多
か
っ
た
永
井
で
さ
え
、
見
方
に
よ
っ
て
は
「
革

新
」
と
も
一
枚
通
じ
る
議
論
を
し
て
い
る
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
酒
井
哲
哉

「
永
井
陽
之
助
と
戦
後
政
治
学
」
『
国
際
政
治
』
一
七
五
、
有
斐
閣
、
二
〇
一

四
年
、
七
八
―
九
頁
。

（
2
） 

特
に
本
稿
で
は
、
左
派
的
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
の
思
想
が
当
時
の
「
革

新
」（
マ
ル
ク
ス
主
義
）
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
異
端
的
で
あ
っ
た
点
を
踏
ま
え
、

そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
「
変
革
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

（
3
） 

松
下
・
永
井
を
個
別
に
扱
っ
た
先
行
研
究
は
多
数
存
在
す
る
が
、
本
稿
の

よ
う
に
両
者
の
「
変
革
」
思
想
と
し
て
の
関
係
性
に
注
目
し
た
検
討
は
、
管

見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
） 

古
典
的
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ

ル
ク
ス
の
も
の
が
あ
り
（
植
村
邦
彦
『
市
民
社
会
と
は
何
か
』
平
凡
社
、
二

〇
一
〇
年
を
参
照
）
が
あ
り
、
近
年
で
は
リ
ー
デ
ル
（
『
市
民
社
会
の
概
念
史
』

一
九
七
五
年
）
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
一
九
八
九
年
）
、

エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
（
『
市
民
社
会
論
』
一
九
九
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
5
） 

こ
こ
に
は
、
特
殊
な
西
欧
近
代
社
会
の
特
徴
が
、
普
遍
化
さ
れ
規
範
化
さ

れ
る
と
い
う
、
近
代
認
識
上
の
機
制
が
働
い
て
い
る
。
戦
後
日
本
の
市
民
社

会
論
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
小
野
寺
研
太
『
戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
』

以
文
社
、
二
〇
一
五
年
を
参
照
。

（
6
） 

市
民
社
会
と
国
家
、
あ
る
い
は
中
間
集
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な

地
域
や
時
代
を
対
象
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
村
上
淳
一
『
ド
イ
ツ
市

民
法
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
や
上
野
千
鶴
子
「
市
民
権
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
」『
思
想
』
九
五
五
号
、
二
〇
〇
三
年
、
東
條
由
紀
彦
編
著
『
「
労
働
力
」

の
成
立
と
現
代
市
民
社
会
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
な
ど
を
参
照
。

（
7
） 

作
田
啓
一
『
価
値
の
社
会
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
三
五
―
九

頁
を
参
照
。

（
8
） 

た
だ
し
、
市
民
社
会
の
「
自
立
」
は
国
家
か
ら
の
「
切
断
」
を
意
味
し
な

い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
市
民
社
会
」
と
は
概

念
的
に
政
治
領
域
か
ら
分
離
す
る
形
で
析
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
欲
望

の
体
系
」
た
る
市
場
経
済
は
国
家
権
力
を
支
え
、
ま
た
国
家
権
力
に
包
摂
さ

れ
る
と
い
う
関
係
性
に
置
か
れ
て
い
る
。
リ
ー
デ
ル
『
市
民
社
会
の
概
念
史
』

河
上
倫
逸
他
編
訳
、
以
文
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
〇
五
―
七
頁
を
参
照
。

（
9
） 
松
下
の
大
衆
社
会
論
を
発
端
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大
衆
社
会
論
争
」
に
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つ
い
て
の
整
理
は
後
藤
道
夫
『
戦
後
思
想
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
終
焉
と
新
福
祉
国

家
構
想
』
旬
報
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
七
―
五
一
頁
を
参
照
。

（
10
） 

松
下
圭
一
『
現
代
政
治
の
条
件
（
増
補
版
）
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
、

一
二
頁
。

（
11
） 
場
合
に
よ
っ
て
は
「
個
人
化
」
と
も
書
い
て
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
「
原

子
化
」atom

ization

を
意
味
す
る
。

（
12
） 

松
下
圭
一
『
現
代
政
治
の
条
件
（
増
補
版
）
』
前
掲
、
二
〇
頁
。
以
下
、

特
に
断
り
が
な
け
れ
ば
、
引
用
中
の
傍
点
は
原
著
者
に
よ
る
も
の
。

（
13
） 

同
上
、
二
四
頁
。

（
14
） 

同
上
、
二
八
頁
。

（
15
） 

松
下
の
大
衆
社
会
論
の
歴
史
的
背
景
に
、
共
産
党
の
戦
争
責
任
問
題
や
社

会
民
主
主
義
評
価
が
関
係
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
和
田
悠
「
松
下
圭
一
」

大
井
赤
亥
他
編
『
戦
後
思
想
の
再
審
判
―
―
丸
山
眞
男
か
ら
柄
谷
行
人
ま
で
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
七
二
―
五
頁
。

（
16
） 

同
上
、
九
八
―
九
頁
。

（
17
） 

同
上
、
二
九
頁
。

（
18
） 

松
下
圭
一
『
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

一
年
、
一
七
頁
。

（
19
） 

同
上
、
四
七
頁
。

（
20
） 

同
上
、
五
一
頁
。

（
21
） 

同
上
、
五
九
頁
。

（
22
） 

松
下
圭
一
『
現
代
日
本
の
政
治
的
構
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二

年
、
一
九
三
―
四
頁
。

（
23
） 

松
下
圭
一
・
加
藤
宣
幸
・
鳴
海
正
恭
「
（
討
議
）
自
治
体
改
革
と
構
造
改
革
」

『
月
刊
労
働
問
題
』
三
四
号
、
日
本
評
論
社
、
四
一
―
二
頁
。

（
24
） 

松
下
圭
一
『
現
代
日
本
の
政
治
的
構
成
』
前
掲
、
二
二
一
―
七
頁
。

（
25
） 

歴
史
的
に
言
え
ば
、
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
は
古
典
的
な
自
由
主
義
、
「
社

会
福
祉
の
調
達
」
は
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
考
え
方
に
対
応
す
る
。
特
に

日
本
の
場
合
、
市
民
社
会
論
は
そ
の
思
想
的
な
系
譜
（
典
型
的
に
は
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
）
の
影
響
で
、
「
国
家
か
ら
の
自
立
」
と
い
う
側
面
が
重
視
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
言
説
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
日
本
の
市
民
社
会
概
念
の
系
譜
に
、
大
河
内
一
男
の
よ
う
な
社
会

政
策
論
者
が
い
た
よ
う
に
、
市
民
社
会
論
に
お
け
る
「
自
立
」
と
「
社
会
福

祉
」
の
現
出
形
態
は
、
時
代
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
松
下

の
場
合
も
そ
の
一
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

仁
平
典
宏
『
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
誕
生
と
終
焉
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
、
及
び
同
「
政
治
変
容
」
坂
本
治
也
編
『
市
民
社
会
論
』
法
律

文
化
社
、
二
〇
一
七
年
か
ら
重
要
な
示
唆
を
得
た
。

（
26
） 

永
井
陽
之
助
『
政
治
意
識
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
一
四

―
六
頁
。

（
27
） 

同
上
、
一
二
一
頁
。

（
28
） 

同
上
、
一
三
四
頁
。
リ
ー
ス
マ
ン
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
大
衆
社
会
に
対
す
る
永
井
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
、
過
剰
同
調

説
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
29
） 

同
上
、
一
三
四
頁
。

（
30
） 

同
上
、
一
三
四
頁
。
傍
点
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。

（
31
） 

同
上
、
三
三
〇
頁
。

（
32
） 

同
上
、
一
一
〇
頁
。

（
33
） 

同
上
、
一
〇
四
頁
。

（
34
） 

同
上
、
一
九
一
頁
。

（
35
） 

同
上
、
一
九
四
頁
。

（
36
） 

こ
の
点
を
ア
メ
リ
カ
ン
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
の
視
点
で
論
じ
た
の
が
、

論
考
「
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
に
社
会
主
義
は
あ
る
か
」
（
一
九
六
六
年
）
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
「
ソ
連
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
的
全
体
主
義
と
、
米
国
の
民
主
主
義

的
全
体
主
義
の
い
ず
れ
に
も
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
を
も
ち
え
な
い
」
た
め
、
政
治

と
い
う
営
み
か
ら
離
脱
し
「
「
マ
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ア
」
批
判
」
に
自
閉
」
し
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て
し
ま
う
知
識
人
群
と
、
他
方
で
（
「
反
共
リ
ベ
ラ
ル
」
）
は
、
「
現
実
主
義
」

を
標
榜
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
タ
フ
な
絶
対
自
由
主
義
」
の
信
仰
者
と
化

し
、
そ
の
モ
ラ
リ
ズ
ム
を
自
覚
で
き
な
い
知
識
人
群
が
対
比
さ
れ
る
。
結
果

的
に
は
両
者
と
も
「
「
工
業
化
の
完
了
し
た
社
会
」
で
、
「
何
の
た
め
の
ゆ
た

か
さ
か
」
の
切
実
な
体
制
の
目
標
価
値
そ
れ
自
体
」
を
再
考
す
る
機
会
が
失

わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
自
己
体
制
の
根
底
的
な
変
革
を
回

避
し
て
き
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
酒
井
哲
哉

「
未
完
の
新
左
翼
政
治
学
？
」
『
現
代
思
想
』
四
二
（
一
一
）
、
青
土
社
、
一

二
七
―
八
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
37
） 

永
井
陽
之
助
『
政
治
意
識
の
研
究
』
前
掲
、
三
一
四
頁
。

（
38
） 

「
迂
回
」
と
は
、
真
正
面
か
ら
対
象
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
間
接
的
・

暗
示
的
な
方
法
で
自
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
す
。
こ
れ
は
、

政
治
意
識
論
の
み
な
ら
ず
、
永
井
の
国
際
政
治
論
に
お
い
て
も
重
要
な
タ
ー

ム
で
あ
っ
た
。
永
井
陽
之
助
『
平
和
の
代
償
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二

年
、
一
二
〇
―
一
頁
を
参
照
。

（
39
） 

永
井
陽
之
助
『
政
治
意
識
の
研
究
』
前
掲
、
三
一
四
―
六
頁
。

（
40
） 

同
上
、
三
一
七
頁
。

（
41
） 

同
上
、
三
一
七
―
八
頁
。

（
42
） 

同
上
、
三
二
一
頁
。

（
43
） 

マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
、
永
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
政
治

参
加
の
発
条
装
置
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
暗
黙
の
う
ち
に
予
定
し
て
い

た
利
害
心
理
の
仮
定
―
―
自
己
利
益
＝
階
級
意
識
の
方
式
で
自
生
的
な
大
衆

の
政
治
参
加
を
考
え
る
前
提
自
体
が
や
は
り
こ
の
人
間
類
型
〔
十
九
世
紀
的

な
「
内
面
志
向
型
」
―
―
筆
者
〕
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点

で
は
、
《
自
己
利
益
＝
義
務
》
の
方
式
で
大
衆
の
政
治
参
加
を
正
当
化
し
た

自
由
主
義
者
と
か
わ
ら
な
か
っ
た
」
（
同
上
、
一
二
九
―
三
〇
頁
）
。

（
44
） 

同
上
、
三
一
八
―
九
頁
。

（
45
） 

同
上
、
三
一
七
頁
。

（
46
） 

同
上
、
一
三
九
頁
。

（
47
） 

同
上
、
一
三
九
頁
。

（
48
） 

道
場
親
信
は
、こ
の
点
を
藤
田
省
三
と
の
比
較
で
言
及
し
て
い
る
。
同
「
天

皇
制
・
総
力
戦
・
農
本
主
義
」
『
現
代
思
想
』
（
三
二
）
二
、
青
土
社
、
二
二

二
―
三
頁
。
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
六
年
度
研

究
大
会
に
お
い
て
、
進
藤
兵
氏
よ
り
貴
重
な
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

（
49
） 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
論
と
い
う
視
角
か
ら
で
あ
る
が
、
新
自
由
主
義
と
の
共
振

回
避
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考
と
し
て
、
仁
平
典
宏
「
ボ
 ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と

ネ
オ
リ
ベ
 ラ
リ
ズ
 ム
の
共
振
関
係
を
再
考
す
る
」『
社
会
学
評
論
』
五
六
（
二
）
、

日
本
社
会
学
会
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
50
） 

仁
平
典
宏
『
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
誕
生
と
終
焉
』
前
掲
、
四
二
四
―
六
頁
。

（
51
） 

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
点
は
、
後
の
「
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
」
論
で
展
開

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
52
） 

永
井
の
政
治
学
に
お
け
る
「
状
況
」
や
「
制
度
」
と
い
っ
た
概
念
の
意
義

に
つ
い
て
は
、
櫻
田
淳
「
『
平
和
の
代
償
』
再
読
」
永
井
陽
之
助
『
平
和
の

代
償
』
前
掲
、
一
〇
頁
を
参
照
。

（
53
） 

酒
井
哲
哉
「
国
際
政
治
の
な
か
の
丸
山
眞
男
」
『
思
想
』
九
八
八
、
岩
波

書
店
、
一
八
頁
。

（
54
） 

高
畠
通
敏
『
自
由
と
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
一
六

一
―
六
頁
。

（
55
） 

例
え
ば
、
こ
の
点
を
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
倫
理
」
と
い
う
点
か
ら
論

じ
た
、
竹
村
和
子
『
愛
に
つ
い
て
』
第
四
章
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
の

議
論
を
参
照
。
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学
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
が
主
要

な
著
作
を
通
じ
て
「
再
構
成
的
批
判
」
と
い
う
方
法
論
な
い
し
議
論
枠

組
み
を
共
有
し
て
い
る
と
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
第
一
に
、

『
認
識
と
関
心
』
か
ら
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
に

か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
「
言
語
的
転
回
」
を
、
以
前
か
ら
保
持
さ
れ
て
い

る
再
構
成
的
批
判
を
精
緻
化
す
る
過
程
と
し
て
読
解
す
る
。
そ
し
て
第

二
に
、
先
行
研
究
で
は
批
判
的
な
理
論
の
著
作
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

の
少
な
い
『
事
実
性
と
妥
当
』
が
有
す
る
批
判
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に

す
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
が
何
を
目
標
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う

問
題
は
、
多
く
の
研
究
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
の

言
葉
で
も
あ
り
、
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
き
た
の
は
、
彼
の
社
会

理
論
は
「
内
側
か
ら
の
超
越
（Tranzendenz von innen

）
」
と
い
う
社
会

変
革
の
過
程
を
描
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

）
1
（

。

つ
ま
り
、
不
正
や
支
配
に
満
ち
た
現
状
の
社
会
状
態
が
、
社
会
成
員
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
そ
の
内
側
か
ら
よ
り
良
い
社
会
へ
と
変
革
さ
れ
る
過

程
を
描
く
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
目
標
を
達
成
す
る
上
で
彼
の
理

論
が
有
す
る
批
判
の
方
法
論
を
主
題
と
す
る
。
批
判
の
方
法
論
と
は
、

社
会
変
革
を
論
じ
る
上
で
、
批
判
の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
確
立
し
、
ど

の
よ
う
に
批
判
の
対
象
を
特
定
す
る
の
か
、
と
い
う
批
判
を
行
う
た
め

に
理
論
が
有
す
る
議
論
枠
組
み
の
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る

〈
公
募
論
文
〉

方
法
論
と
し
て
の
再
構
成
的
批
判

【
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
社
会
理
論
に
お
け
る
議
論
枠
組
み
】

成
田
大
起
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な
ら
ば
、
彼
の
社
会
理
論
は
社
会
変
革
を
行
う
当
事
者
の
視
座
か
ら
批

判
の
基
準
を
確
立
す
る
「
再
構
成
」
と
、
理
論
家
の
視
座
か
ら
批
判
の

対
象
で
あ
る
社
会
的
病
理
を
分
析
す
る
「
批
判
」
と
い
う
二
つ
の
議
論

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
再
構
成
的
批
判
と
は
、
再
構
成
と
批
判
の
分

業
関
係
に
よ
っ
て
、
社
会
変
革
の
行
為
を
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

行
為
の
障
害
を
分
析
し
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
議
論
枠
組
み

で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
の
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
論
が
確
立
さ
れ
る
経
緯

お
よ
び
進
展
を
、
そ
の
萌
芽
か
ら
『
認
識
と
関
心
』
（
以
下
、『
認
識
』
と

表
記
）『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』（
以
下
、『
行
為
の
理
論
』

と
表
記
）
、
『
事
実
性
と
妥
当
』
（
以
下
、
『
事
実
性
』
と
表
記
）
と
追
っ
て

い
き
、
こ
の
枠
組
み
が
洗
練
、
精
緻
化
さ
れ
な
が
ら
も
共
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
解
明
す
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
的

著
作
は
、
実
証
主
義
論
争
を
経
て
認
識
論
の
観
点
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
を
課
題
と
し
た
『
認
識
』
期
、
語
用
論
の
採
用
と
シ
ス
テ
ム
理
論

と
の
葛
藤
を
経
て
行
為
論
の
観
点
か
ら
近
代
の
合
理
化
過
程
を
解
明
し

た
『
行
為
の
理
論
』
期
、
討
議
倫
理
学
の
発
展
を
経
て
「
熟
議
民
主
主

義
」
の
モ
デ
ル
を
形
成
し
た
『
事
実
性
』
期
に
分
類
で
き
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
再
構
成
的
批
判
と
い
う
枠
組
み
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
解
明
す
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
課
題
と
す
る
『
認
識
』

期
に
見
ら
れ
た
「
批
判
の
役
割
に
任
じ
う
る
よ
う
な
社
会
理
論
」
と
い

う
モ
チ
ー
フ
が
、
後
の
政
治
理
論
的
著
作
に
至
る
ま
で
理
論
の
核
心
部

分
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
を
先
行
研
究
と
の
関
係
で
説
明
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
理
論
史
的
研
究
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
『
認
識
』
と
『
行

為
の
理
論
』
の
間
に
行
わ
れ
た
「
言
語
的
転
回
」
に
お
い
て
、
再
構
成

と
批
判
の
分
業
関
係
を
解
体
さ
せ
、
批
判
を
後
景
に
退
け
て
し
ま
っ
た

と
い
う
解
釈
が
通
説
と
な
っ
て
い
る

）
2
（

。
こ
の
解
釈
で
は
、
精
神
分
析
を

用
い
た
治
療
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
し
て
批
判
を
捉
え
る
こ
と
で
、

精
神
分
析
を
議
論
の
骨
格
か
ら
退
け
る
「
言
語
的
転
回
」
は
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
社
会
理
論
に
お
い
て
批
判
が
中
心
的
位
置
か
ら
退
く
過
程
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
結
果
、
批
判
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
『
行
為
の
理
論
』

に
お
け
る
再
構
成
の
方
法
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た

）
3
（

。
そ
し
て
批
判

の
対
象
と
な
る
病
理
現
象
の
分
析
も
、
批
判
を
行
う
議
論
枠
組
み
が
考

慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
、
植
民
地
化
、
福
祉
国
家
の

危
機
と
い
っ
た
現
象
が
個
々
に
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る

）
4
（

。
確
か
に
『
認

識
』
以
降
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
理
論
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
批
判
と
い

う
営
み
自
体
を
直
接
主
題
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
本
稿
の
解
釈
で
は
、
依
然
と
し
て
彼
の
理
論
の
核
心
部
分

に
は
批
判
の
た
め
の
議
論
枠
組
み
が
あ
り
、
語
用
論
の
採
用
は
む
し
ろ

そ
れ
を
精
緻
化
す
る
過
程
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
方
法
論
の
分
析
に
よ
っ
て
、
本
稿
は
再
構
成
的
批
判
と
い

う
枠
組
み
が
『
事
実
性
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
行
為
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の
理
論
』
か
ら
『
事
実
性
』
に
か
け
て
何
が
引
き
継
が
れ
、
引
き
継
が

れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
で
は
、
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
と
い
う

分
析
モ
デ
ル
の
継
承
や
、
シ
ス
テ
ム
理
論
と
の
関
係
性
、
法
の
役
割
の

変
化
、
討
議
倫
理
学
と
の
関
連
な
ど
様
々
な
点
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

）
5
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
非
常
に
抽
象
的
な
民
主
主
義
理
論
を
描
く
こ
と
で
、

『
事
実
性
』
は
こ
れ
ま
で
の
著
作
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
き
た
社
会

的
支
配
や
生
活
様
式
の
歪
み
を
批
判
す
る
た
め
の
説
明
を
欠
い
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
批
判
的
」
な
理
論
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
6
（

。
そ
う
し
た
解
釈
に
対
抗
す

る
形
で
『
事
実
性
』
が
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
批
判
の
対
象
に
関
す
る

議
論
が
行
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の

）
7
（

、
批
判
の
基
準
が
ど
の
よ
う
に
抽
出

さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
方
法
論
や
こ
の
著
作
全
体
が
有
す
る
批
判
の
枠

組
み
に
関
し
て
は
議
論
の
途
上
に
あ
る
。

　

第
三
に
、
近
年
の
批
判
理
論
研
究
で
は
、
言
語
的
転
回
や
シ
ス
テ
ム

／
生
活
世
界
の
モ
デ
ル
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
解
釈
で

中
心
と
な
っ
て
き
た
テ
ー
マ
と
は
異
な
っ
て
、
「
批
判
理
論
に
と
っ
て

批
判
と
は
何
か
」と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る

）
8
（

。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
以
降
の
批
判
理
論
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
承
認
に
関

す
る
規
範
的
な
問
い
を
扱
う
と
同
時
に
、
社
会
分
析
を
通
じ
て
病
理
現

象
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
点
で
理
論
と
し
て
の
特
異
性
を
保
持
し
て
い

る
。
「
再
構
成
的
批
判
」
は
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
や
そ
れ
に
続
く

研
究
者
た
ち
が
批
判
理
論
の
こ
の
方
法
論
的
特
異
性
を
表
現
す
る
た
め

に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
も
あ
る

）
9
（

。
だ
が
、
彼
ら
は
理
論
史
研

究
に
対
す
る
関
心
は
薄
く
、
そ
う
し
た
方
法
論
的
特
異
性
を
強
調
す
る

た
め
に
『
認
識
』
か
『
行
為
の
理
論
』
に
限
定
し
て
再
構
成
的
批
判
を

論
じ
て
い
る

）
10
（

。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
が
再
構
成
的
批
判
を
確
立
し
た
経

緯
を
追
い
、
三
つ
の
時
期
を
通
じ
て
再
構
成
的
批
判
と
い
う
枠
組
み
が

共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
近
年
問
わ
れ
て
い
る
議

論
の
中
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
諸
著
作
を
体
系
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
六
〇
年
代
以
降
彼
の
方
法
論
を

確
立
す
る
経
緯
を
見
た
上
で
、
『
認
識
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
批
判

が
行
わ
れ
た
か
を
確
認
す
る
（
第
一
節
）
。
そ
の
後
、
『
行
為
の
理
論
』

に
結
集
す
る
七
〇
年
代
の
言
語
的
転
回
を
、
再
構
成
的
批
判
を
精
緻
化

す
る
過
程
と
し
て
読
解
す
る
（
第
二
節
）
。
最
後
に
、
再
構
成
的
批
判

と
い
う
方
法
論
が
『
事
実
性
』
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
、
こ
の
著
作
が
有
す
る
批
判
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
三

節
）
。

一
　

再
構
成
的
批
判
の
萌
芽
と
『
認
識
と
関
心
』

1
　

社
会
科
学
方
法
論
と
批
判
的
な
社
会
理
論

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
再
構
成
と
批
判
と
い
う
概
念
を
区
別
し
、
そ
の
分

業
関
係
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
『
理
論
と
実
践
』
新
版
へ
の
序
文
（
七
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一
年
）
お
よ
び
『
認
識
』
後
記
（
七
三
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
自

身
も
、
『
認
識
』
（
六
八
年
）
が
書
か
れ
た
時
点
で
は
再
構
成
と
批
判
は

区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
自
己
反
省
」
の
名
の
下
で
混
同
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
る
（EI 411, 

三
九
〇
）
。
し
か
し
再
構
成
と
批

判
の
分
業
関
係
は
、
『
認
識
』
に
既
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ

の
前
年
に
書
か
れ
た
『
社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
（
六
七
年
）
に

お
い
て
こ
の
関
係
の
出
発
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
節
で
は
再
構

成
と
批
判
の
分
業
関
係
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
確
認
し
、

そ
の
後
『
認
識
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
。

　

『
社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
に
お
い
て
社
会
理
論
の
課
題
と
さ

れ
た
の
は
、
第
一
に
行
動
主
義
的
科
学
と
異
な
る
仕
方
で
「
社
会
的
行

為
の
一
般
理
論
」
を
描
く
こ
と
、
第
二
に
歴
史
的
解
釈
学
と
異
な
っ
て
、

行
為
す
る
主
体
の
背
後
に
あ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
を
も

た
ら
す
構
造
的
要
因
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ

れ
ば
、
社
会
科
学
が
研
究
対
象
と
し
て
扱
う
社
会
的
事
実
は
第
一
次
的

に
は
当
事
者
の
視
座
か
ら
理
解
可
能
な
意
味
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

社
会
を
形
成
す
る
主
体
は
文
化
的
パ
タ
ー
ン
や
社
会
的
規
範
に
拘
束
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
行
動
主
義
的
科
学
は
、
意
味
理
解

に
基
づ
く
行
為
を
刺
激
―

反
応
図
式
と
し
て
整
理
で
き
る
観
察
可
能
な

行
動
に
翻
訳
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
析
枠
組
は

社
会
的
行
為
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
目
的
合
理
的
行
動
様
式
に
し
か
当

て
は
ま
ら
な
い

）
11
（

。
社
会
的
行
為
の
一
般
理
論
を
描
こ
う
と
す
れ
ば
、
意

味
理
解
を
観
察
者
の
視
座
か
ら
行
わ
れ
る
因
果
説
明
に
限
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
他
方
で
解
釈
学
は
、
伝
統
の
中
で
の
み
可
能
と
な
る
よ

う
な
間
主
観
的
言
語
の
次
元
で
行
為
を
捉
え
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
一
面
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
社
会
的
行
為
は
客
観
的
連
関
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
の
み
把
握
し
う
る
の
で
あ
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
客
観
的
連
関
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
言
語

0

0

、
労0

働
お
よ
び
支
配
か
ら
と
も
に
構
成
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
12
（

と
い
う
事
態
を
見
逃

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
言
語
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す

る
当
事
者
の
意
味
理
解
に
焦
点
を
当
て
す
ぎ
る
と
、
今
度
は
そ
の
背
後

に
あ
る
支
配
や
暴
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。

　

行
動
科
学
と
解
釈
学
の
一
面
性
に
つ
い
て
の
主
張
か
ら
読
み
取
れ
る

の
は
、
一
方
で
社
会
的
行
為
の
一
般
理
論
は
観
察
者
の
視
座
か
ら
因
果

説
明
を
行
う
の
で
は
な
く
、
言
語
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

意
味
理
解
を
行
う
当
事
者
の
視
座
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
味
理
解
に
基
づ
く
行
為
を
体
系
的
に
捉
え
る
た

め
に
は
、
当
事
者
が
現
に
遂
行
し
て
い
る
行
為
を
当
事
者
の
視
座
に

立
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
他
方
で
理
論
は
行
為
論
の
形

成
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
当
事
者
の
視
座
で
は
完
全
に
は
捉
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
を
捉
え
る
視
座
を
保
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
理
論
は
個
々
の
当
事
者
や
集
団
が
遂

行
す
る
行
為
を
歪
め
る
病
理
現
象
を
批
判
的
に
暴
露
す
る
作
業
を
別
途

必
要
と
す
る
。
当
事
者
の
手
で
行
わ
れ
る
社
会
変
革
の
過
程
を
描
く
と
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い
う
社
会
理
論
の
目
標
は
、
社
会
変
革
の
行
為
を
理
論
化
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
行
為
を
制
約
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
的
に
意
識
化
す

る
作
業
を
伴
う
こ
と
で
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

理
論
が
同
時
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
行
う
役
割
を
担
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
自
身
の
理
論
を
「
批
判
の
役
割
に
任
じ
う

る
よ
う
な
社
会
理
論
」
な
い
し
「
実
践
的
意
図
の
も
と
に
構
想
さ
れ
る

社
会
理
論
」
と
呼
び
、
社
会
理
論
が
同
時
に
批
判
的
な
理
論
で
あ
る
こ

と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

）
13
（

。
再
構
成
と
批
判
の
分
業
関
係
は
、
理

論
が
批
判
の
役
割
を
果
た
す
た
め
の
枠
組
み
を
構
成
し
て
い
る
。
『
認

識
』
後
記
に
お
い
て
、
再
構
成
は
「
認
識
し
、
語
り
、
行
為
す
る
主
体

一
般
の
能
力
の
可
能
性
の
諸
条
件
に
対
す
る
反
省
」（EI 411, 

三
九
〇
）

と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
再
構
成
は
ま
ず
は
「
社
会
的
行
為
の
一
般
理
論
」

と
い
う
形
で
社
会
変
革
の
行
為
を
理
論
化
す
べ
く
、
行
為
を
遂
行
す
る

当
事
者
の
視
座
に
立
っ
て
、
そ
の
行
為
の
前
提
条
件
を
再
構
成
す
る
方

法
と
な
る
。
だ
が
再
構
成
は
、
行
為
論
を
構
築
す
る
方
法
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
批
判
の
基
準
を
抽
出
す
る
方
法
で
も
あ
る
。
当
事
者
に
よ
る

言
語
を
用
い
た
行
為
の
可
能
性
の
条
件
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
普
遍

的
に
見
ら
れ
る
「
正
常
な
談
話
（norm

ale Rede

）
の
可
能
性
の
条
件
」

を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
（EI 415, 

三
九
三
）
。
正
常
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
際
に
不
可
避
的
に
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
条
件
を
再

構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
前
提
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
し
ま
う
病
理
現
象
を
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
批
判

と
は
「
特
定
の
主
体
（
略
）
が
そ
の
形
成
過
程
そ
の
も
の
に
お
い
て
従
っ

て
い
る
、
無
意
識
の
う
ち
に
産
出
さ
れ
た
諸
限
定
に
対
す
る
反
省
」
（EI 

411, 

三
九
〇
）
で
あ
り
、
人
々
の
無
意
識
に
介
入
す
る
こ
と
で
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
を
も
た
ら
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
暴
露
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
病
理
が
何
ら
か
の
正
常
な
状
態
か
ら
の
逸
脱
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
批
判
は
そ
れ
先
ん
じ
て
正
常
な
状
態
に
つ
い
て
の
イ

メ
ー
ジ
を
獲
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
14
（

。
再
構
成
は
、
当
事
者
の

視
座
を
手
が
か
り
に
正
常
な
行
為
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
批

判
の
基
準
を
提
供
す
る
方
法
で
あ
る
。
再
構
成
が
当
事
者
の
視
座
か
ら

正
常
な
行
為
に
関
す
る
知
を
抽
出
し
、
批
判
は
そ
れ
を
基
準
と
し
て
行

為
の
障
害
を
批
判
す
る
。
再
構
成
的
批
判
と
は
、
こ
の
よ
う
に
再
構
成

と
批
判
と
い
う
二
つ
の
議
論
の
分
業
関
係
に
よ
っ
て
、
社
会
変
革
の
行

為
を
捉
え
、
か
つ
そ
の
障
害
を
批
判
す
る
こ
と
の
で
き
る
議
論
枠
組
み

で
あ
る
。

2
　

『
認
識
と
関
心
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判

　

そ
れ
で
は
『
認
識
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
再
構
成
的
批
判
が
展
開

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
認
識
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判
を
明
確
に

示
す
べ
く
、
再
構
成
の
対
象
が
何
か
、
再
構
成
さ
れ
た
対
象
が
い
か
に

し
て
批
判
の
基
準
と
な
る
か
、
そ
し
て
病
理
現
象
の
批
判
が
ど
の
よ
う

に
行
わ
れ
る
か
と
い
う
三
点
に
絞
っ
て
こ
の
著
作
を
分
析
す
る
。
こ
の

三
点
を
示
す
こ
と
で
、
再
構
成
の
議
論
に
お
い
て
批
判
の
基
準
が
ど
の
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よ
う
に
確
立
さ
れ
、
批
判
の
議
論
に
お
い
て
そ
の
基
準
を
用
い
て
ど
の

よ
う
に
病
理
批
判
が
行
わ
れ
る
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

『
認
識
』
に
お
い
て
再
構
成
の
対
象
と
な
る
の
は
、
人
の
認
識
を
導
き
、

認
識
を
可
能
に
す
る
前
提
条
件
で
あ
る
三
つ
の
認
識
関
心
（
「
技
術
的
認

識
関
心
」
「
実
践
的
認
識
関
心
」
「
解
放
的
認
識
関
心
」
）
で
あ
り
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
こ
れ
ら
を
人
間
が
前
学
問
的
に
営
ん
で
い
る
再
生
産
過
程
で
あ

る
行
為
と
の
結
び
つ
き
か
ら
捉
え
て
い
る
。
「
技
術
的
認
識
関
心
」
は

技
術
的
処
理
の
成
功
を
関
心
と
し
て
道
具
的
行
為
の
圏
内
で
行
わ
れ
る

認
識
を
導
き
、
認
識
対
象
と
な
る
現
実
を
「
可
能
な
技
術
的
処
理
」
と

い
う
視
点
の
下
で
構
成
す
る
。
そ
し
て
「
実
践
的
認
識
関
心
」
は
間
主

観
的
了
解
を
関
心
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
文
脈
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
る
認
識
を
導
き
、
認
識
対
象
と
な
る
現
実
は
日
常
言

語
に
よ
っ
て
既
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
眼
の
前
に
見
出
さ
れ
る

（EI 236-9, 

二
〇
一
―
三
）
。

　

だ
が
、
批
判
の
基
準
は
も
っ
ぱ
ら
第
三
の
「
解
放
的
認
識
関
心
」
に

関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
反
省
に
よ
っ
て
誤
謬
や
従
属
か
ら
自
由

に
な
る
こ
と
へ
の
関
心
、
「
自
我
の
自
立
性
へ
の
関
心
」
で
あ
る
。
こ

の
関
心
は
、
他
の
二
つ
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
「
客
体
の
存
在
に
対
す
る
関
心
で
は
な
く
、
効
果
的
な
道
具
的

行
為
と
う
ま
く
い
っ
て
い
る
相
互
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
」（EI 

259, 

二
二
二
）
を
含
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。
解
放
的
認
識
関
心
は
、
他

の
二
つ
の
行
為
の
次
元
に
お
け
る
再
生
産
の
過
程
に
対
す
る
反
省
と
、

そ
こ
に
お
け
る
支
配
か
ら
の
解
放
を
導
く
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
理
論
家

と
当
事
者
の
間
で
行
わ
れ
る
批
判
の
営
み
を
規
定
す
る
。
こ
の
関
心
に

導
か
れ
、
理
論
家
は
再
生
産
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
病
理
を
反

省
し
、
当
事
者
は
こ
の
病
理
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
く
自
ら
の
状
態
を
反

省
す
る
。
こ
の
解
放
的
認
識
関
心
は
批
判
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
「
社
会
の
な
か
に
は
病
的
強
迫
そ
の
も
の
と
一
緒
に
、
そ
れ
を

除
去
す
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
も
ま
た
措
定
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
批
判
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
（EI 349, 

三
〇
三
）
。
こ
の
関
心

に
は
、
従
属
か
ら
解
放
さ
れ
た
状
態
、
す
な
わ
ち
「
支
配
か
ら
自
由
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
（EI 344, 

二
九
八
）
と
い
う
正
常
な
談
話
の

理
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
病
理
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
正
常
な
状
態
は
、

既
に
当
事
者
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
病
理
現
象
の
批
判
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。
こ
の

著
作
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
病
理
は
「
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（system

atisch verzerrte K
om

m
unikation

）
」
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
フ
ロ
イ
ト
の
社
会
理
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
の
病

理
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
人
類
が
労
働
を
通
じ
て
自
己
保
存

を
行
う
生
物
で
あ
る
た
め
に
、
社
会
は
人
々
を
社
会
的
分
業
へ
と
強
制

し
、
労
苦
と
財
の
分
配
を
規
律
す
る
制
度
的
枠
組
み
を
持
っ
て
い
る
。

だ
が
こ
こ
に
は
既
存
の
制
度
枠
組
み
を
保
持
す
べ
く
、
人
々
の
無
意
識

に
働
き
か
け
る
こ
と
で
過
剰
な
欲
求
を
抑
圧
し
、
特
定
の
規
範
を
是
認

す
る
よ
う
働
き
か
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
含
ま
れ
う
る
。
「
制
度
的
枠
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組
み
は
、
言
語
的
に
解
釈
さ
れ
た
欲
求
を
た
ん
に
認
可
す
る
だ
け
で
な

く
、
方
向
転
換
し
、
変
形
し
そ
し
て
抑
圧
す
る
、
強
制
的
な
規
範
か
ら

で
き
上
が
っ
て
い
る
」（EI 338, 

二
九
三
）
。
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
は
、
既
存
の
支
配
関
係
を
正
統
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
無
意
識
の
欲
求
構
造
に
働
き
か
け
る
と
い
う
そ

の
性
質
に
よ
っ
て
当
事
者
た
ち
の
反
省
か
ら
逃
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

『
認
識
』
で
は
、
批
判
は
精
神
分
析
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
精
神
分
析
の
場

合
、
病
理
で
あ
る
神
経
症
は
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
た
患
者
の
欲
求
が

公
共
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
抑
圧
さ
れ
、
言
語
を
失
っ
た
無
意

識
の
動
機
と
し
て
身
体
に
作
用
す
る
こ
と
で
発
症
す
る
。
医
師
は
患
者

の
夢
を
解
釈
す
る
中
で
こ
の
忘
却
さ
れ
た
欲
求
を
患
者
に
提
示
し
、
患

者
は
自
己
反
省
を
通
じ
て
意
識
か
ら
遮
断
さ
れ
た
病
理
の
原
因
を
克
服

す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
理
論
家
は
「
自
然
過
程
の
技
術
的
処
理
力
」

に
規
定
さ
れ
る
現
在
の
制
度
が
ど
の
よ
う
な
欲
求
の
抑
圧
を
要
求
す
る

の
か
を
見
極
め
、
抑
圧
が
単
な
る
「
歴
史
的
に
旧
弊
と
な
っ
た
支
配
形

態
」
（EI 340, 

二
九
四
）
の
産
物
で
あ
り
、
不
必
要
な
分
業
の
強
制
で

あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
支
配
か
ら
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
正
常
な
談
話
の
理
念
を
基
準
と
し
て
、
理
論
家
は
「
治
療
的
対
話
」

の
中
で
当
事
者
に
欲
求
の
抑
圧
が
不
当
な
制
限
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

当
事
者
が
病
理
を
認
識
で
き
る
な
ら
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
歪
め

ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
反
省
的
に
克
服
す
る
「
試
行
的
」
な

運
動
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

）
15
（

。

　

『
認
識
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

再
構
成
の
議
論
で
は
、
当
事
者
が
遂
行
し
て
い
る
再
生
産
過
程
の
中
で

彼
ら
が
抱
い
て
い
る
「
認
識
を
導
く
関
心
」
が
再
構
成
さ
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
解
放
的
認
識
関
心
に
含
ま
れ
る
理
念
、
す

な
わ
ち
支
配
か
ら
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
が
批
判
の
基

準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
批
判
の
議
論
で
は
、
こ
の
基
準
に
従
っ
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
病
理
現

象
と
し
て
特
定
さ
れ
る
。
理
論
家
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
歪
み
で

あ
る
欲
求
の
抑
圧
を
支
配
か
ら
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
乖

離
し
た
病
理
状
態
と
し
て
当
事
者
に
暴
露
し
、
当
事
者
は
そ
れ
に
よ
っ

て
自
己
反
省
へ
と
促
さ
れ
、
病
理
の
克
服
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。

二
　

再
構
成
的
批
判
の
精
緻
化
と
し
て
の
言
語
的
転
回

1
　

『
認
識
と
関
心
』
の
問
題
点

　

多
く
の
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
、
『
認
識
』
が
抱
え
て
い
た
問
題
を

解
決
す
べ
く
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
言
語
的
転
回
」
を
遂
げ
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
認
識
関
心
の
分
析
か
ら
語
用
論
の
分
析
へ
と
向
か
う
こ

と
に
な
る
。
『
認
識
』
に
お
け
る
問
題
と
は
、
上
に
み
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
の
あ
り
方
が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
。
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
状
態
に
あ
る
当
事
者
た
ち
は
、
欲
求
が
抑
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圧
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
放
的
認
識
関
心
と
い
う
「
真
」
の
利
害
関

心
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
な
い
あ
る
種
の
虚
偽
意
識
と

い
う
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
理
論
家

は
、
支
配
か
ら
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
理
念
を
基
準
と

し
て
制
度
的
規
範
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
で

当
事
者
に
反
省
を
迫
る
。

　

批
判
が
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
と
、
第
一
に
、
認
識
す

る
主
体
に
よ
る
虚
偽
意
識
の
克
服
と
い
う
「
主
体
哲
学
」
の
理
念
が
暗

黙
の
裡
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
16
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
批
判
の
対
象

は
抑
圧
さ
れ
た
意
識
の
歪
み
と
な
り
、
そ
の
克
服
は
大
文
字
の
マ
ク
ロ

な
主
体
へ
の
和
解
の
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
書
か
れ
た
『
認
識
』

を
回
顧
的
に
反
省
す
る
論
文
の
中
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
本
人
が
指
摘
し

て
い
る

）
17
（

。
第
二
に
、
批
判
を
行
う
理
論
家
自
体
が
虚
偽
意
識
に
捕
ら
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
議
論
が
不
十
分
に
な
る

）
18
（

。
つ
ま
り
、
理

論
家
が
依
拠
す
る
批
判
の
た
め
の
基
準
が
そ
れ
自
体
普
遍
的
に
正
当
化

可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
真
の
利

害
を
表
象
す
る
特
権
が
理
論
家
に
不
当
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
義
が
生
じ
て
く
る
。
『
認
識
』
を
回
顧
す
る
先
に
挙
げ

た
論
文
に
お
い
て
も
、
解
放
的
認
識
関
心
が
内
包
す
る
支
配
か
ら
自
由

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
十
分
な
説
明
を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

）
19
（

。

　

再
構
成
的
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
更
に
考
慮
す
れ
ば
、

批
判
の
基
準
が
十
分
「
内
在
的
」
た
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
批
判
理
論
の
批
判
と
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
潜
在
的
に
は
知
ら
れ

て
い
る
は
ず
の
正
常
な
行
為
が
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
矛

盾
を
示
す
批
判
の
形
式
で
あ
り
、
批
判
の
基
準
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内

側
に
求
め
る
点
に
お
い
て
「
内
在
的
批
判
」
（im

m
anente K

ritik

）
と
も

呼
ば
れ
て
い
る

）
20
（

。
批
判
の
基
準
を
社
会
実
践
の
内
側
か
ら
再
構
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
決
し
て
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

特
権
的
な
知
に
批
判
が
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
や
、

当
事
者
が
批
判
の
受
容
へ
と
全
く
動
機
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
い
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
認
識
』
に
お
け
る
再
構

成
的
批
判
は
、
批
判
の
基
準
と
な
る
解
放
的
認
識
関
心
の
存
在
を
十
分

当
事
者
の
視
座
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
示
す
議
論
が
不
足
し
て
い
た

た
め
、
当
事
者
た
ち
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
基
準
が
侵
害
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
に
批
判
の
説
得
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。2

　

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』に
お
け
る
再
構
成
的
批
判

　

『
認
識
』
の
再
構
成
的
批
判
が
抱
え
て
い
た
諸
問
題
は
、
語
用
論
の

採
用
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
七
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
言

語
的
転
回
は
、
八
一
年
に
書
か
れ
た
『
行
為
の
理
論
』
に
お
い
て
成
果

と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
行
為
の
理
論
』
に
お
け
る
再
構
成
的
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批
判
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
再
構
成
の
対
象
、
批
判
の
基
準
、
病
理
現

象
と
い
う
三
点
に
絞
っ
て
論
じ
る
。

　

『
行
為
の
理
論
』
に
先
立
っ
て
七
六
年
に
書
か
れ
た
「
普
遍
語
用
論

と
は
何
か
？
」
に
お
い
て
、
語
用
論
的
な
再
構
成
の
方
法
が
最
も
明
確

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
、
お
よ
び
『
行
為
の
理
論
』
に
お
い
て

は
、
了
解
（Verständigung

）
を
志
向
す
る
行
為
を
可
能
に
す
る
諸
前

提
が
再
構
成
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
間
主

観
的
な
了
解
こ
そ
が
世
界
に
対
す
る
認
識
や
世
界
に
対
し
て
行
わ
れ
る

他
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
基
盤
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
内
に
望
ま
し

い
状
態
を
因
果
的
に
作
り
出
そ
う
と
す
る
道
具
的
行
為
も
、
了
解
志
向

的
行
為
の
「
派
生
態
」
（V

E 353

）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
語
用
論
的

再
構
成
は
、
行
為
能
力
の
あ
る
主
体
に
直
観
的
か
つ
普
遍
的
に
受
け
容

れ
ら
れ
て
い
る
「
前
理
論
的
な
知
」
を
客
観
的
な
知
へ
と
転
換
す
る
方

法
で
あ
る
（V

E 368

）
。
こ
の
た
め
に
理
論
家
は
、
当
事
者
と
同
じ
視

座
に
立
つ
こ
と
で
、
発
話
の
意
味
を
理
解
し
、
相
互
に
了
解
に
至
る
た

め
に
当
事
者
自
ら
が
従
っ
て
い
る
「
規
則
意
識
（Regelbew

ußtsein

）
」

を
再
構
成
し
て
み
せ
る
。
語
用
論
的
規
則
は
、
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て

客
観
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
く
と
も
そ
れ
に
従
っ
て
振
る
舞
う
こ
と
の

で
き
る
い
わ
ば
「
ノ
ウ
ハ
ウ
（know

 how

）
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い

る
（V

E 368

）
。
シ
ン
ボ
ル
に
媒
介
さ
れ
た
現
実
に
つ
い
て
了
解
す
る

た
め
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
普
遍
的
条
件
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の

規
則
の
再
構
成
こ
そ
が
行
為
を
体
系
的
に
把
握
、
分
類
す
る
た
め
の
土

台
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

『
行
為
の
理
論
』
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
、
す
な
わ

ち
了
解
を
通
じ
て
行
為
計
画
を
相
互
に
調
整
す
る
行
為
の
際
に
当
事
者

が
従
っ
て
い
る
規
則
が
再
構
成
さ
れ
る
。
了
解
と
は
「
合
理
的
に
動
機

づ
け
ら
れ
て
賛
同
す
る
た
め
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
相
互
了
解

（Einverständnis

）
」
（T

kH
 I 387, 

中 

二
四
）
で
あ
り
、
そ
の
条
件
と
は

批
判
可
能
な
妥
当
要
求
に
対
す
る
「
イ
エ
ス
」
「
ノ
ー
」
の
態
度
決
定

を
通
じ
て
申
し
出
を
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

人
が
了
解
志
向
的
に
行
為
す
る
際
に
状
況
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
種
類

の
妥
当
要
求
を
掲
げ
て
い
る
の
か
、
妥
当
要
求
が
い
か
な
る
条
件
の
下

で
間
主
観
的
に
承
認
さ
れ
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
前
者
の
妥
当
要

求
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
事
態
が
真
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
真
理
性
要
求
、
間
人
格
的
関
係
に
お
い
て
行
為
が
規
範
的
に

正
当
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
正
当
性
要
求
、
話
し
手
の
主
観
的
意
図

や
感
情
が
正
直
に
発
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
誠
実
性
要
求
と

い
っ
た
分
類
が
行
わ
れ
る
。
後
者
の
妥
当
要
求
が
承
認
さ
れ
る
条
件
に

つ
い
て
は
、
「
妥
当
要
求
に
対
す
る
聞
き
手
の
批
判
に
耐
え
る
よ
う
な

納
得
の
い
く
理
由
を
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
挙
示
す
る
」
（T

kH
 I 406, 

中 

四
二
）
こ
と
が
、
そ
の
条
件
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
語
用
論
的
再
構
成
は
、

い
か
な
る
対
象
に
応
じ
て
い
か
な
る
種
類
の
妥
当
要
求
を
掲
げ
、
い
か

な
る
場
合
に
自
ら
の
要
求
を
正
当
化
し
て
合
理
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た

相
互
了
解
を
達
成
す
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
規
則
を
了
解
志
向
的
に
行
為
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す
る
行
為
者
た
ち
の
「
前
理
論
的
」
な
知
識
か
ら
描
き
出
す
の
で
あ
る

（T
kH

 I 199, 

上 

二
〇
一

）
21
（

）
。

　

語
用
論
的
規
則
は
、
こ
の
規
則
に
反
す
る
現
象
を
病
理
と
し
て
批
判

す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
七
四
年
に
書
か
れ
た
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
病
理
に
つ
い
て
の
諸
考
察
」
と
い
う
論
文
で
は
、
規
則

に
従
っ
た
行
為
が
「
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
正
常
性
条
件
」

と
呼
ば
れ
る
（V

E 232-3
）
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
諸
々
の
妥
当
要

求
に
従
っ
て
い
る
か
か
ど
う
か
、
そ
の
要
求
が
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
個
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
歪
め
ら

れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
批
判
の
基
準
と
な
る
。
こ
の
基
準
に

よ
っ
て
、
こ
の
論
文
で
は
語
用
論
的
な
規
則
が
侵
害
さ
れ
る
病
理
現
象

が
「
体
系
的
に
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
特
定
さ

れ
る

）
22
（

。
『
認
識
』
で
も
用
い
ら
れ
た
こ
の
概
念
は
、
形
式
語
用
論
を
用

い
た
病
理
分
析
の
た
め
に
改
め
て
解
釈
し
直
さ
れ
る
。
体
系
的
に
歪
め

ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
話
し
手
が
了
解
志
向
的
行
為
に
不

可
欠
な
規
則
を
侵
害
し
て
戦
略
的
に
行
為
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

聞
き
手
だ
け
で
な
く
話
し
手
本
人
す
ら
も
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
な
く
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
見
か
け
が
続
く
よ
う
な
状
態
で
あ
る 

（V
E 252-3

）
。
例
え
ば
、
実
際
に
は
夫
を
愛
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

離
婚
に
陥
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
自
ら
も
そ
れ
と
知
ら
ず
見
せ
か
け

の
愛
情
を
夫
に
示
し
て
い
る
妻
は
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
状
態
に
あ
る
（V

E 249-50

）
。
な
ぜ
な
ら
、
婚
姻
関
係
の
維
持
と
い

う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
妻
は
妥
当
要
求
の
一
つ
で
あ
る
誠
実
性

要
求
に
反
し
な
が
ら
、
真
の
意
図
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
夫
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
行
為
の
理
論
』
で
対
象
と
な
る
病
理
現
象
は
「
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
で
あ
り
、
こ
の
病
理
は
社
会
を
分
析
す
る
理

論
家
の
視
座
か
ら
論
じ
ら
れ
る

）
23
（

。
こ
の
現
象
は
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
近
代
に
お
け
る
合
理
化
過
程
の
逆
説
的
な
帰
結
と
し
て

生
じ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る

）
24
（

。
植
民
地
化
の
現
象
は
、
成
果
志
向

的
な
行
為
調
整
を
行
う
シ
ス
テ
ム
命
令
が
生
活
世
界
に
侵
入
し
「
私
的

生
活
態
度
だ
け
で
な
く
政
治
的
公
共
圏
の
領
域
か
ら
も
道
徳
的
・
実
践

的
な
要
素
を
排
除
し
て
ゆ
く
」
現
象
で
あ
る
（T

kH
 II 480, 

下 

三
一
六
）
。

こ
の
現
象
が
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
例
と
言
え
る
の

は
、
生
活
世
界
に
お
い
て
「
被
雇
用
者
」
の
役
割
と
福
祉
の
受
給
者
で

あ
る
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
」
の
役
割
が
拡
大
す
る
こ
と
で
、
誠
実
性
要
求

や
正
当
性
要
求
と
い
っ
た
妥
当
要
求
が
見
せ
か
け
の
も
の
に
な
る
よ
う

な
関
係
性
が
広
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
公
共
圏
に
お
い
て

は
、
福
祉
の
受
給
に
よ
る
大
衆
の
忠
誠
心
の
取
り
付
け
と
正
統
性
の
調

達
が
、
あ
た
か
も
了
解
志
向
的
な
民
主
的
意
思
形
成
の
産
物
で
あ
る
か

の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
役
割
が
拡
大
す
る
こ
と
で
、

社
会
闘
争
は
福
祉
の
受
給
に
よ
っ
て
鎮
静
化
さ
れ
、
意
思
形
成
を
行
う

市
民
の
役
割
は
ま
す
ま
す
見
か
け
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
（T

kH
 

II 514, 

下 

三
五
一
）
。
他
方
で
家
族
の
よ
う
な
了
解
志
向
的
行
為
を
捨
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て
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
私
的
領
域
に
お
い
て
も
、
裁
判
で
の
勝
利
を

目
指
す
法
的
主
体
間
の
戦
略
的
行
為
に
よ
っ
て
行
為
調
整
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
（T

kH
 II 542, 

下 

三
七
六
）
。
そ
う
な
る
と
、
先
に

見
た
妻
の
場
合
の
よ
う
な
症
例
が
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
婚
姻

関
係
は
利
害
計
算
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
が
、
家
族
で
あ
る
以
上
夫
に

対
し
て
了
解
志
向
的
行
為
と
い
う
見
か
け
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に

な
る
。

　

『
行
為
の
理
論
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判
は
、
次
の
よ
う
に
要
約

で
き
る
。
再
構
成
の
議
論
で
は
、
了
解
志
向
的
に
行
為
す
る
当
事
者
た

ち
の
直
観
知
か
ら
、
相
互
了
解
を
達
成
す
る
上
で
不
可
欠
の
、
様
々
な

妥
当
要
求
と
そ
の
立
証
に
関
す
る
規
則
が
再
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
規
則

に
従
っ
た
正
常
な
了
解
志
向
的
行
為
が
批
判
の
基
準
と
な
る
。
批
判
の

議
論
で
は
、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
語
用
論
的
規
則
に
反
す
る
「
歪
め
ら

れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
病
理
と
し
て
特
定
さ
れ
る
。
『
行
為

の
理
論
』
で
は
、
シ
ス
テ
ム
の
生
活
世
界
に
対
す
る
植
民
地
化
が
、
公

共
圏
お
よ
び
私
的
領
域
に
お
け
る
了
解
志
向
的
行
為
を
見
せ
か
け
の
も

の
に
し
て
し
ま
う
点
で
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
事
例

と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

　

『
行
為
の
理
論
』
で
行
わ
れ
る
再
構
成
は
、
人
々
が
暗
黙
の
裡
に
従
っ

て
い
る
言
語
の
規
則
を
抽
出
す
る
方
法
で
あ
り
、
当
事
者
の
前
理
論
的

で
直
観
的
な
知
に
定
位
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
潜
在
的
に

知
っ
て
い
る
内
在
的
規
則
を
批
判
の
基
準
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う

『
認
識
』
で
欠
け
て
い
た
議
論
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
規
則
の
普
遍

性
は
絶
え
ざ
る
討
議
の
中
で
検
証
に
晒
さ
れ
る
。
理
論
家
が
虚
偽
意
識

に
捕
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
保
証
で
き
な
い
と
い
う
『
認
識
』
が
抱

え
て
い
た
問
題
は
、
語
用
論
的
規
則
が
有
す
る
普
遍
性
の
要
求
に
よ
っ

て
克
服
さ
れ
る

）
25
（

。
さ
ら
に
批
判
の
対
象
は
意
識
の
歪
み
で
は
な
く
、
正

常
な
行
為
に
お
い
て
不
可
避
に
想
定
さ
れ
て
い
る
規
則
か
ら
の
逸
脱
と

し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
意
識
の
歪
み
を
克
服

し
て
大
文
字
の
主
体
へ
と
統
合
さ
れ
る
と
い
う
主
体
哲
学
の
イ
メ
ー
ジ

を
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
言
語
的
転
回
」
は
、
当
事
者
の
視
座

に
内
在
し
な
が
ら
も
普
遍
性
を
主
張
で
き
る
正
常
な
行
為
を
特
定
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
基
準
の
下
で
病
理
を
批
判
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
。
『
行
為
の
理
論
』
は
、
当
事
者
の
視
座
に
定
位
す
る
再
構

成
と
、
理
論
家
の
視
座
か
ら
行
わ
れ
る
批
判
と
の
分
業
関
係
が
見
ら
れ

る
点
で
、
再
構
成
的
批
判
と
い
う
方
法
論
を
『
認
識
』
か
ら
引
き
継
い

で
い
る
。
だ
が
、
語
用
論
を
用
い
た
再
構
成
を
行
う
こ
と
で
、
再
構
成

的
批
判
は
「
内
在
的
批
判
」
の
形
式
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
前
理
論
的
に
共
有
さ
れ
た
規
則
の
侵
害
に
批
判
の
説
得
力
を
求
め

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
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三
　

『
事
実
性
と
妥
当
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判

　

「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
行
為
の
理
論
』
か
ら
『
事
実
性
』

に
か
け
て
の
連
続
性
、
非
連
続
性
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
。

こ
の
議
論
を
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
方
法
論
的

な
連
続
性
が
指
摘
で
き
る
。
「
内
在
的
批
判
」
の
形
式
を
取
る
こ
と
の

で
き
る
よ
う
な
再
構
成
的
批
判
と
い
う
議
論
枠
組
み
は
、
『
行
為
の
理

論
』
で
完
成
さ
れ
、『
事
実
性
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
相
違
点
は
、

語
用
論
を
用
い
て
言
語
の
規
則
を
再
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
民
主
的

自
己
立
法
実
践
を
行
う
当
事
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
や
理
念
が
再

構
成
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
式

の
議
会
と
非
公
式
の
公
共
圏
と
い
う
二
つ
の
回
路
を
持
つ
「
熟
議
民
主

主
義
」
の
モ
デ
ル
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
公
共
圏

を
侵
食
す
る
植
民
地
化
の
現
象
に
対
抗
し
う
る
よ
う
な
社
会
変
革
の
行

為
を
描
こ
う
と
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
26
（

。
彼
は
社
会
変
革
の
行
為
を

こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
形
で
描
く
た
め
に
再
構
成
の
対
象
を
変
化
さ
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
立
法
実
践
の
障
害
と
な
る
病
理
現
象
を
新
た
に
特

定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
『
事
実
性
』
を
「
批
判
理
論
」
の
書
と
し
て

読
む
こ
と
に
反
対
す
る
先
行
研
究
に
対
抗
し
て
、
本
節
で
は
こ
の
著
作

に
お
け
る
「
批
判
的
」
な
民
主
主
義
理
論
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
み
た

い
。
こ
こ
で
も
再
構
成
の
対
象
、
批
判
の
基
準
、
病
理
現
象
と
い
う
三

点
に
絞
っ
て
説
明
す
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
法
は
複
雑
な
近
代
社
会
に
お
い
て
間
主

観
的
な
行
為
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
強
制
力
を
与
え
る
媒
体
で
あ
り
、
そ

の
力
に
よ
っ
て
他
の
シ
ス
テ
ム
を
制
御
す
る
「
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界

と
の
蝶
番
の
機
能
」
（FG

 77, 

上 

七
七
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の

シ
ス
テ
ム
を
制
御
で
き
る
役
割
が
法
に
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
法

を
制
定
す
る
市
民
の
実
践
こ
そ
が
植
民
地
化
に
対
抗
で
き
る
手
段
と
な

り
う
る
。
彼
は
二
百
年
以
上
に
わ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
憲
法
発
展
か
ら

「
実
定
法
を
用
い
た
自
己
立
法
の
間
主
観
的
実
践
を
必
然
的
に
導
く
理

解
の
一
般
的
な
再
構
成
」
を
行
う
と
主
張
し
て
い
る
（FG

 163, 

上 

一

五
九
―
一
六
〇
）
。
『
事
実
性
』
に
お
け
る
再
構
成
は
、
『
行
為
の
理
論
』

で
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
一
般
的
な
行
為
者
の
視
座
で
は
な
く
、
法

を
用
い
て
共
同
生
活
を
規
律
す
る
当
事
者
、
す
な
わ
ち
市
民
の
視
座
に

定
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
立
法
実
践
を
行
う
市
民
の
視
座
の
中
に
、

「
法
シ
ス
テ
ム
の
正
統
性
要
求
や
理
想
的
な
妥
当
を
説
明
す
る
た
め
の

理
念
や
価
値
」
（FG

 94, 

上 

九
三
）
、
す
な
わ
ち
、
シ
ス
テ
ム
統
合
を
含

め
た
社
会
全
体
の
統
合
過
程
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
基
盤

の
下
に
取
り
戻
す
こ
と
を
目
指
す
よ
う
な
理
念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
理
念
な
い
し
価
値
を
再
構

成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
が
批
判
の
基
準
と
な
る
正
常
な
自
己
立
法

実
践
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
に
「
そ
れ
自
体
と
し
て
法
的
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に
構
築
さ
れ
た
討
議
に
よ
る
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
法
仲

間
の
同
意
（Zustim

m
ung

）
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
制
定
法
だ
け
が
、

正
統
な
妥
当
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（FG

 141, 

上 

一
三
八
）
と

い
う
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
原
理
」
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
討
議
を
用
い

た
行
為
調
整
に
お
い
て
不
可
避
的
に
想
定
さ
れ
る
先
に
論
じ
た
よ
う
な

語
用
論
的
規
則
が
、
市
民
た
ち
に
よ
る
法
制
定
過
程
で
用
い
ら
れ
た
形

態
で
あ
る
。
第
二
に
、
主
に
自
由
権
と
政
治
的
参
加
権
か
ら
構
成
さ
れ

る
権
利
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
市
民
た
ち
の
私
的
自
律

を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
公
共
的
意
見
、
意
思
形
成
の
実
践
を
法
的

に
制
度
化
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
（FG

 160, 

上 

一
五
七
）
。
第
三
に
、

「
近
代
法
が
唯
一
そ
れ
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
う
る
理
念
」
（FG

 129, 

上 

一
二
六
）
で
あ
る
人
民
主
権
（Volkssouveränität

）
原
理
で
あ
る
。
こ

の
原
理
は
「
す
べ
て
の
政
治
的
権
力
が
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

的
権
力
か
ら
導
か
れ
る
」
（FG

 209, 

上 

二
〇
四
）
と
い
う
内
容
を
持
つ
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
権
力
と
は
「
了
解
に
向
け
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
合
意
を
目
指
す
力
」
で
あ
り
、
公
共
圏
に
お
け
る
議
論

の
蓄
積
に
基
づ
く
市
民
の
「
共
通
の
確
信
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
（FG

 

182-3, 

上 

一
八
〇
）
。
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
行
政
権
力

は
、
共
通
の
確
信
か
ら
正
統
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
法
に
よ
っ
て
認
可

さ
れ
る
限
り
で
、
そ
れ
自
身
が
正
統
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

　

で
は
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
い
か
に
し
て
批
判
の
基
準
と
な
る
の
か
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
原
理
は
、
正
統
な
法
規
範
を
特
定
す
べ
く
、
『
行
為
の

理
論
』
で
述
べ
ら
れ
た
語
用
論
的
規
則
を
発
展
、
適
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
民
主
的
自
己
立
法
は
、
法
が
こ
の
原
理
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
る
場

合
に
正
常
な
も
の
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
民
主
的
自
己
立
法
の

実
践
を
描
く
の
に
十
分
と
は
言
え
な
い
。
権
利
の
リ
ス
ト
は
、
市
民
が

民
主
的
意
見
・
意
思
形
成
を
行
う
際
の
前
提
で
あ
る
。
権
利
が
保
証
さ

れ
て
い
な
い
限
り
、
自
己
立
法
実
践
は
制
度
化
さ
れ
た
形
で
全
て
の
市

民
に
よ
っ
て
参
加
可
能
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
人
民
主
権
原

理
は
、
法
の
執
行
機
関
で
あ
る
行
政
を
規
制
す
る
。
実
際
に
行
政
が
強

制
力
を
も
っ
て
法
の
内
容
を
執
行
し
な
い
限
り
、
民
主
的
自
己
立
法
は

十
分
な
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
三
つ
の
理
念
が
全
て
満
た

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
的
自
己
立
法
は
単
に
「
妥
当
」
な
規
則

に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
法
的
に
制
度
化
さ
れ
、
強
制
力

を
も
っ
て
「
事
実
的
」
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
社
会
を
分
析
す
る
理
論
家
の
視
座
か
ら
、
こ
れ
ら

の
理
念
が
満
た
さ
れ
た
正
常
な
自
己
立
法
実
践
、
あ
る
い
は
正
常
な
社

会
の
状
態
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る

）
27
（

。
「
法
治
国
家
の
理
念
は
、
権

力
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
行
政
シ
ス
テ
ム
を
、
法
を
制
定
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
権
力
に
よ
っ
て
拘
束
し
、
社
会
的
権
力
の
作

用
つ
ま
り
特
権
化
さ
れ
た
利
害
の
事
実
的
貫
徹
力
か
ら
解
放
せ
よ
と
い

う
要
請
と
し
て
、
一
般
に
解
釈
さ
れ
る
」（FG

 187, 

上 

一
八
三
）
。
正
常
な

政
治
的
自
己
立
法
実
践
と
は
、
法
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
権
力
に

基
づ
い
て
制
定
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
法
が
シ
ス
テ
ム
を
制
御
し
、
方
向
づ
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け
る
よ
う
な「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
環
（K

om
m

unikationskreislauf

）
」

が
成
立
す
る
場
合
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
環
は
、
私
的
領

域
と
い
う
周
辺
部
か
ら
生
じ
た
問
題
が
公
共
圏
で
主
題
化
さ
れ
る
こ
と

で
そ
の
問
題
に
関
し
て
公
衆
の
賛
否
の
態
度
に
基
づ
く
意
見
形
成
が
行

わ
れ
、
そ
う
し
た
意
見
が
今
度
は
議
会
に
お
け
る
意
思
形
成
の
手
続
き

に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
法
制
定
の
決
定
根
拠
と
な
り
、
最
後
に

そ
の
よ
う
に
し
て
制
定
さ
れ
た
法
が
行
政
権
力
の
行
動
範
囲
を
制
約
し
、

方
向
づ
け
る
と
い
う
流
れ
を
持
つ
（FG

 449, 

下 

一
〇
二
）
。
こ
の
中
で
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
原
理
と
権
利
の
リ
ス
ト
は
私
的
領
域
か
ら
非
公
式
・
公

式
の
公
共
圏
に
お
け
る
行
為
を
規
定
し
、
人
民
主
権
原
理
は
議
会
か
ら

行
政
権
力
に
至
る
流
れ
を
規
定
し
て
い
る
。
権
利
の
体
系
に
よ
っ
て
制

度
化
さ
れ
、
公
共
圏
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
原
理
に
従
っ
て
意
見
・

意
思
形
成
が
行
わ
れ
、
人
民
主
権
原
理
に
従
っ
て
行
政
シ
ス
テ
ム
が
方

向
づ
け
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
民
主
的
自
己
立
法
実
践
は
正
常
な
も
の

と
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
環
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
循
環
の
中
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
権
力
と
は
異

な
る
力
が
影
響
力
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
場
合
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
権
力
か
ら
の
行
政
権
力
と
社
会
的
権
力
の
非
正
統
的
独
立

化
」
（FG

 434, 

下 

八
八
）
と
い
う
病
理
現
象
が
生
じ
て
く
る

）
28
（

。
こ
こ
で

言
う
社
会
的
権
力
と
は
「
社
会
的
関
係
に
お
い
て
他
者
の
抵
抗
に
抗
っ

て
で
も
自
己
の
利
害
を
貫
徹
す
る
う
え
で
の
、
行
為
者
の
可
能
性
を
示

す
尺
度
」
（FG

 215-6, 

上 

二
〇
九
）
で
あ
り
、
政
治
過
程
に
影
響
力
を

行
使
で
き
る
個
人
や
集
団
の
力
を
意
味
す
る
。
行
政
権
力
が
独
立
化
し

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
権
力
に
方
向
づ
け
ら
れ
な
く
な
る
状
態
、

あ
る
い
は
循
環
の
中
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
権
力
よ
り
も
特
定
集

団
の
社
会
的
権
力
が
よ
り
強
く
議
会
に
作
用
す
る
状
態
は
、
正
常
な
民

主
的
自
己
立
法
実
践
か
ら
逸
脱
し
た
病
理
状
態
で
あ
る
（FG

 466, 

下 

一
一
八
―
九
）
。
「
非
正
統
的
独
立
化
」
と
い
う
現
象
の
例
と
し
て
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
行
政
が
法
に
よ
る
拘
束
の
範
囲
を
離
れ
て
正
統
性
を
考
慮

せ
ず
効
率
性
の
み
を
考
慮
し
て
問
題
解
決
を
行
っ
て
し
ま
う
現
象
（FG

 

518-20, 

下 

一
六
六
―
八
）
、
政
党
が
非
公
式
の
公
共
圏
で
形
成
さ
れ
た

意
見
を
議
会
に
反
映
さ
せ
る
媒
体
と
な
る
こ
と
な
く
独
立
し
た
社
会
的

権
力
を
有
す
る
現
象
（FG

 523-4, 

下 

一
七
一
）
、
利
益
集
団
が
社
会
的

権
力
を
資
源
に
自
ら
の
影
響
力
を
行
使
す
る
も
そ
れ
が
隠
蔽
さ
れ
て
い

る
現
象
（FG

 440-1, 

下 

九
五
）
等
を
挙
げ
て
い
る
。
正
統
性
を
度
外
視

し
て
効
率
を
追
求
す
る
行
政
と
、
社
会
的
権
力
を
基
盤
に
し
た
戦
略
的

行
為
に
よ
っ
て
影
響
力
を
行
使
す
る
集
団
は
、
生
活
世
界
か
ら
行
政
権

力
に
至
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
環
を
攪
乱
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市

民
た
ち
の
正
常
な
自
己
立
法
実
践
を
歪
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

『
事
実
性
』
に
お
け
る
再
構
成
的
批
判
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

再
構
成
の
議
論
で
は
、
近
代
社
会
の
自
己
立
法
実
践
に
お
い
て
市
民
た

ち
に
必
然
的
か
つ
事
実
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
理
念
や
価
値
が
再
構
成

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
念
は
そ
れ
ぞ
れ
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
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環
」
と
い
う
正
常
な
社
会
状
態
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
批
判
の

議
論
で
は
、
こ
の
社
会
状
態
を
基
準
に
す
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
循
環
を
攪
乱
し
自
己
立
法
実
践
を
歪
め
て
し
ま
う
行
政
権
力
と

社
会
的
権
力
の
「
非
正
統
的
独
立
化
」
と
い
う
現
象
が
批
判
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
当
事
者
の
視
座
か
ら
正
常
な
行
為
の
モ
デ
ル
を
抽
出
す
る

「
再
構
成
」
と
、
理
論
家
の
視
座
か
ら
行
為
の
障
害
を
分
析
す
る
「
批
判
」

と
の
分
業
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
再
構
成
的
批
判
」
と
い
う
方

法
論
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
三
つ
の
時
期
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
て
き
た
。
再
構
成
と
批
判
と
の
分
業
関
係
は
、
『
社
会
科
学
の

論
理
に
よ
せ
て
』
に
お
い
て
萌
芽
が
現
れ
、
『
認
識
』
の
議
論
枠
組
み

を
構
成
し
て
い
る
。
『
認
識
』
で
は
三
つ
の
認
識
関
心
が
再
構
成
の
対

象
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
解
放
的
認
識
関
心
に
含
ま
れ
る
「
支

配
か
ら
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
批
判
の
基
準
と
な
り
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
欲
求
が
抑
圧
さ
れ
る
「
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
病
理
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
後
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

は
「
言
語
的
転
回
」
に
よ
っ
て
語
用
論
的
規
則
の
再
構
成
に
向
か
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
以
前
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
支
配
か
ら
自
由

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
十
分
な
説
明
が
与
え
ら
れ
、
語
用
論
的
規

則
を
侵
害
す
る
現
象
と
し
て
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
そ

の
一
例
で
あ
る
「
植
民
地
化
」
を
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ

の
修
正
は
分
業
関
係
と
い
う
基
本
枠
組
み
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
十
分

「
内
在
的
」
な
批
判
の
基
準
を
求
め
て
行
わ
れ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

本
稿
は
、
再
構
成
の
背
後
に
批
判
が
退
い
て
し
ま
う
過
程
と
し
て
言
語

的
転
回
を
解
釈
す
る
先
行
研
究
と
は
異
な
る
解
釈
を
示
し
た
。
転
回
の

内
容
は
む
し
ろ
批
判
の
説
得
力
を
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
再
構
成
的
批

判
を
洗
練
さ
せ
る
過
程
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
論
は
『
事
実
性
』
に
も
継
承
さ
れ
る
。
『
事
実
性
』
で
は

再
構
成
の
対
象
を
民
主
的
自
己
立
法
実
践
に
内
在
す
る
諸
理
念
と
す
る

こ
と
で
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
環
」
と
い
う
正
常
な
社
会
の
モ

デ
ル
が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
批
判
の
基
準
と
な
り
、
循
環
を
攪
乱

し
て
し
ま
う
行
政
権
力
と
社
会
的
権
力
の
「
非
正
統
的
独
立
化
」
が
病

理
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
事
実
性
』
を
批
判
的
な

理
論
と
し
て
読
む
こ
と
に
反
対
す
る
研
究
に
対
し
、
方
法
論
の
観
点
か

ら
こ
の
著
作
が
有
す
る
批
判
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
。
『
認
識
』

期
に
意
図
さ
れ
て
い
た
「
批
判
の
役
割
に
任
ず
る
よ
う
な
社
会
理
論
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
れ
を
再
構
成
と
批
判
の
分
業
関
係
と
し
て
読

む
な
ら
ば
『
事
実
性
』
に
至
る
ま
で
引
き
継
が
れ
、
理
論
が
批
判
的
役

割
を
果
た
す
た
め
の
核
心
部
分
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
で
満
足
に
議
論
で
き
な
か
っ
た
課
題
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
、
理
論
家
の
視
座
か
ら
行
わ
れ
た
病
理
分
析
が
い
か

な
る
仕
方
で
当
事
者
の
視
座
へ
と
媒
介
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
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る
。
理
論
を
用
い
て
実
際
に
「
内
在
的
批
判
」を
誰
が
ど
の
よ
う
に
行
っ

て
い
く
か
、
つ
ま
り
二
つ
の
視
点
の
媒
介
の
問
題
に
つ
い
て
は
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
自
身
も
十
分
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
批
判
が
い

か
に
し
て
当
事
者
間
の
言
説
と
な
り
、
当
事
者
が
批
判
を
受
け
容
れ
、

病
理
の
克
服
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
議
論
は
次
世
代
に
あ

た
る
ホ
ネ
ッ
ト
の
批
判
理
論
に
よ
っ
て
意
識
的
に
取
り
組
ま
れ
た
問
い

で
あ
り
、
両
者
の
相
違
を
際
立
た
せ
て
い
る

）
29
（

。
批
判
理
論
が
「
内
側
か

ら
の
超
越
」
と
い
う
社
会
変
革
の
過
程
を
描
く
こ
と
を
使
命
と
す
る
な

ら
ば
、
再
構
成
的
批
判
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
が
実
際
の
社
会
批
判
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
二
つ
の
視
座
が
ど
の
よ
う
に
媒
介
さ

れ
る
か
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
が
意
図
し
て
い
る
よ
り
も
詳
細
か
つ
具

体
的
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 

（
な
り
た
・
ひ
ろ
き
／
政
治
理
論
、
批
判
理
論
）

早
稲
田
大
学
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
在
籍
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員（DC2

）

＊
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
次
の
略
号
で
表
記
し
、
邦
訳
が
存

在
す
る
場
合
は
そ
の
頁
数
も
併
記
す
る
。
た
だ
し
引
用
箇
所
に
つ
い
て
、

適
宜
邦
訳
か
ら
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。

EI = Erkenntnis und Interesse: M
it einem

 neuen N
achw

ort, Frankfurt am
 

M
ain (Suhrkam

p) 1973 [1968] 

（
『
認
識
と
関
心
』
奥
山
次
良
他
訳
、
未

來
社
、
一
九
八
一
年
）.

T
kH

 = T
heorie des kom

m
unikativen H

andelns (Bd I II), Frankfurt am
 

M
ain (Suhrkam

p) 1981 

（
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』

上
・
中
・
下
、
河
上
倫
逸
他
訳
、
未
來
社
、
一
九
八
五
―
八
七
年
）.

V
E = Vorstudien und Ergänzungen zur T

heorie des kom
m

unikativen 

H
andelns, Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 1984.
FG

 = Faktizität und G
eltung, Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 1992

（
『
事

実
性
と
妥
当
性
』
上
・
下
、
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二
訳
、
二
〇
〇
二
―
〇

三
年
）.

注（
1
） 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
の
言
及
と
し
て
は
、
（FG

 30, 

上 

三
一
）
。
こ
の
点

を
論
じ
る
研
究
と
し
て
、C

ooke, M
aeve, Re-Presenting the G

ood Society, 
C

am
bridge (M

IT
 Press) 2008; Strydom

, Piet,  C
ontem

porary C
ritical 

Th eory and M
ethodology, N

ew
 York (Routledge) 2011.

（
2
） M

cC
arthy, Th om

as, Th e Critical Th eory of Jürgen H
aberm

as, C
am

bridge 
(Polity Press) 1981, pp. 261ff ; Ingram

, D
avid, H

aberm
as: Introduction 

and Analysis, N
ew

 York (C
ornell U

niversity Press) 2010, pp. 63f; 

木
前

利
秋
『
理
性
の
行
方
―
―
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
批
判
理
論
』
未
來

社
、
二
〇
一
四
年
、
二
一
〇
頁
以
下
。
彼
ら
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
批
判
は
実

際
に
理
論
家
が
当
事
者
に
対
し
て
行
う
実
践
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
例
え
ば
木
前
は
、
『
認
識
』
以
後
に
お
け
る
理
論
家
に
よ
る
批
判
と

し
て
、
理
性
と
非
理
性
の
対
話
、
客
観
性
概
念
の
反
省
、
言
語
の
世
界
開
示

と
い
う
三
つ
の
局
面
を
挙
げ
て
い
る
（
木
前 

前
掲
書
、
二
三
六
頁
以
下
）
。

こ
れ
に
対
し
本
稿
は
、
社
会
批
判
の
た
め
に
理
論
が
用
意
す
る
病
理
診
断
と

い
う
広
義
の
意
味
で
批
判
概
念
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
『
認
識
』
だ
け
で
な

く
『
行
為
の
理
論
』
以
降
の
批
判
を
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る
。
理
論
家
の
実

践
と
し
て
の
批
判
は
、
例
え
ば
『
真
理
と
正
当
化
』
で
は
文
化
的
・
政
治
的

公
共
圏
の
中
で
行
わ
れ
る
知
識
人
の
発
言
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

理
論
家
は
再
構
成
的
批
判
の
枠
組
み
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
公
共
圏

に
お
い
て
効
果
的
な
社
会
批
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。H

aberm
as, 

W
ahrheit und Rechtfertigung, Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 1999, S. 
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（
『
真
理
と
正
当
化
』
三
島
憲
一
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一

六
年
、
四
三
二
―
三
頁
）.

（
3
） Baynes, K

enneth, R
ational R

econstruction and Social C
riticism

: 
H

aberm
as ’s M

odel of Interpretive Social Science, T
he Philosophical 

Forum
 21, 1989, pp. 122-45; Pedersen, Jorgen, H

aberm
as ’ M

ethod: 
R

ational Reconstruction, Philosophy and Social C
riticism

 38:4, 2008, pp. 
457-485. 

バ
イ
ネ
ス
は
、
主
題
で
「
社
会
批
判
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、
批
判

が
行
わ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。

（
4
） 

こ
れ
ら
の
病
理
現
象
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
研
究
と
し
て
、O

uthw
aite, 

W
illiam

, H
aberm

as, C
am

bridge (Polity Press) 1994; Jütten, Tim
o, Th e 

C
olonization Th esis: H

aberm
as on R

eifi cation, International Journal of 
Philosophical Studies, 19:5, 2011, pp. 701-727; 

豊
泉
周
治
『
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
社
会
理
論
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
5
） 

シ
ス
テ
ム
理
論
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、Baynes, K

enneth, D
em

ocracy 
and the Rechtsstaat: H

aberm
as ’s Faktizität und G

eltung, in: W
hite, S. 

K
 (ed.), Th e C

am
bridge C

om
panion to H

aberm
as, C

am
bridge (C

am
bridge 

U
niversity Press) 1995; Baxter, H

ugh,  H
aberm

as: Th e D
iscourse Th eory of 

Law
 and D

em
ocracy, Stanford (Stanford U

niversity Press) 2011. 

法
の
役

割
に
関
し
て
は
、
中
野
敏
男
「
「
制
度
と
し
て
の
法
」
と
討
議
の
手
続
き
―

―
「
法
化
」
問
題
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
法
―

社
会
理
論
の
可
能
性
」『
法
社
会
学
』

四
四
号
、
一
九
九
二
年
、
四
九
―
六
二
頁
。
討
議
倫
理
学
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
日
暮
雅
夫
『
討
議
と
承
認
の
社
会
理
論
―
―
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ

ト
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

（
6
） Scheuerm

an, W
illiam

, B
etw

een R
adicalism

 and R
esignation: 

D
em

ocratic T
heory in H

aberm
as ’s Betw

een Facts and N
orm

s, in: 
D

ew
s, Peter (ed.), H

aberm
as: A C

ritical Reader, M
assachusetts (Blackw

ell 
Publishers) 1999, pp. 155, 162; Scheuerm

an, C
apitalism

, Law, and 
Social C

riticism
, C

onstellation 20:4, 2013, p. 582; D
ew

s, Peter, Law, 

Solidarity, and the Tasks of Philosophy, in: Von Schom
berg, Rene and 

Baynes, K
enneth (eds.), D

iscourse and D
em

ocracy: Essays on H
aberm

as’s 

Betw
een Facts and N

orm
s, N

ew
 York (State U

niversity of N
ew

 York Press) 
2002, pp. 177-180.

（
7
） G

regoratto, Federica, Political Pow
er and its Pathologies: An Attem

pt 
to Reconsider H

aberm
as ’s C

ritical Th eory of D
em

ocracy, C
onstellations 

22:4, 2015, pp. 533-542.

（
8
） 

二
〇
〇
九
年
に
こ
の
問
題
を
集
中
的
に
扱
っ
た
論
文
集
が
公
刊
さ
れ
て
い

る
。Jaeggi, R

ahel und W
esche, Tilo (hg.), W

as ist Kritik?, Frankfurt am
 

M
ain (Suhrkam

p) 2009.

（
9
） H

onneth, Axel, Rekonstruktive G
esellschaftskritik unter genealogischem

 
Vorbehalt: Zur Idee der » K

ritik « in der Frankfurter Schule, in: ders., 
Pathologien der Vernunft, Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 2007; C
elikates, 

Robin, Kritik als soziale Praxis: gesellschaftliche Selbstverständigung und kritische 
Th eorie, Frankfurt am

 M
ain (C

am
pus) 2009; Iser, M

attias, Em
pörung und 

Fortschritt: G
rundlage einer kritischen Theorie der G

esellschaft, Frankfurt am
 

M
ain (C

am
pus) 2011; Stahl, Titus, Im

m
anente Kritik: Elem

ente einer Th eorie 

sozialer Praktiken, Frankfurt am
 M

ain (C
am

pus) 2013.

（
10
） 

シ
ュ
タ
ー
ル
と
イ
ゼ
ー
ル
は
『
行
為
の
理
論
』
に
、ツ
ェ
リ
カ
テ
ス
は
『
認

識
』
に
主
に
依
拠
し
て
再
構
成
的
批
判
を
論
じ
て
い
る
。

（
11
） H

aberm
as, Z

ur Logik der Sozialw
issenschaften (erw

eitere Auflage), 
Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 1982 [1970], S. 164

（
『
社
会
科
学
の
論

理
に
よ
せ
て
』
清
水
多
吉
他
訳
、
国
文
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
九
頁
）.

（
12
） Ebd., S. 309 

（
前
掲
書 

三
二
〇
頁
）.

（
13
） H

aberm
as, Th eorie und Praxis, Frankfrut am

 M
ain (Suhrkam

p) 1971 
[1963], S. 10-11

（
『
理
論
と
実
践
』
細
谷
貞
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九
六
九
年
、

改
訂
版
一
九
七
五
年
、
五
六
五
頁
）. 

本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
「
伝
統
的

理
論
と
批
判
的
理
論
」
等
の
論
文
で
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
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た
「
批
判
理
論
」
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
い
か
に
し
て
継
承
し
た
か
と
い
う
議

論
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
を
重
点
的
に
扱
っ
た
研
究
と

し
て
、
中
野
敏
男
「
対
話
の
理
論
と
合
理
性
の
基
礎
」
『
岩
波
講
座 

現
代
思

想
8 

批
判
理
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
一
五
―
二
四
七
頁
。

（
14
） H

onneth, A
xel, D

as Andere der G
erechtigkeit, Frankfurt am

 M
ain 

(Suhrkam
p) 2000, S. 57 

（
『
正
義
の
他
者
』
加
藤
泰
史
他
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
、
五
六
頁
）.

（
15
） 

『
認
識
』
で
は
、
社
会
変
革
の
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ

い
て
詳
細
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
補
う
べ
く
、
『
理
論
と
実
践
』

新
版
へ
の
序
文
で
は
、
理
論
家
に
よ
る
批
判
の
営
み
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ

る
「
啓
蒙
過
程
」
と
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
当
事
者
が
行
う
「
政
治
闘
争
」

が
区
別
さ
れ
て
い
る
。H

aberm
as, Th eorie und Praxis, S. 37ff  

（
『
理
論
と

実
践
』
六
〇
九
頁
以
下
）.

（
16
） 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
研
究
と
し
て
、Ingram
, op. cit., p. 64; 

豊
泉
周
治「
批

判
と
し
て
の
生
活
形
式
―
―
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
「
批
判
理
論
」

の
転
回
を
め
ぐ
っ
て
」
『
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
四
三
巻
、
一
九
九
四
年
、

一
六
〇
頁
。

（
17
） H

aberm
as, N

ach dreißig Jahren: Bem
erkungen zu Erkenntnis und 

Interesse, in: M
üller-D

oohm
, Stefan (hg.), D

as Interesse der Vernunft, 
Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 2000, S. 13.

（
18
） 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
研
究
と
し
て
、H

onneth, Axel, Kritik der M
acht, 

Frankfrut am
 M

ain (Suhrkam
p) 1985, S. 253-4 

（
『
権
力
の
批
判
』
河
上

倫
逸
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二
年
、
二
八
九
頁
）; M

cC
arthy, 

op. cit., p. 109; 

木
前 

前
掲
書
、
二
二
一
―
二
頁
。

（
19
） H

aberm
as, N

ach dreißig Jahren, S. 14.

（
20
） Stahl, a.a.O

., S. 37-8.

（
21
） 

そ
う
し
た
規
則
に
従
っ
た
行
為
こ
そ
が
、
よ
り
一
般
的
な
価
値
に
従
っ
て

行
為
調
整
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
「
合
理
化
」
と
い
う
社
会
変
革
の
過
程

を
促
す
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
な
る
（T

kH
 II 268-9, 

下 

一
〇
二
）
。
合
理
化
は

「
暴
力
的
関
係
の
根
絶
」
の
過
程
と
も
言
わ
れ
、
社
会
運
動
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
社
会
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
非
暴
力
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
が
拡
張
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。

H
aberm

as,  Zur Rekonstruktion des H
istorischen M

aterialism
us, Frankfurt 

am
 M

ain (Suhrkam
p) 1976, S. 34 

（
『
史
的
唯
物
論
の
再
構
成
』
清
水
多

吉
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
三
頁
）.

（
22
） 

八
六
年
の
段
階
に
お
い
て
も
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
社
会
的
病
理
は
体
系

的
に
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
表
出
の
形
態
と
し
て
理
解
さ
れ

う
る
」
と
、
語
用
論
的
規
則
の
再
構
成
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
正
常
な
行
為
は

歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
批
判
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。H

aberm
as, Entgegnung, in: H

onneth, 
Axel und Joas, H

ans (hg.), Kom
m

unikatives H
andeln, Frankfurt am

 M
ain 

(Suhrkam
p) 1986, S. 342.

（
23
） 

植
民
地
化
の
分
析
は
、
一
見
外
側
か
ら
社
会
現
象
を
眺
め
る
観
察
者
の
視

座
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
言
う
よ

う
に
、
植
民
地
化
は
当
事
者
の
視
座
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

ま
た
シ
ス
テ
ム
論
的
な
観
察
者
の
視
座
か
ら
見
通
す
こ
と
も
で
き
な
い

（T
kH

 II 277, 

下 

一
一
一
頁
）
。
そ
の
た
め
、
一
方
で
当
事
者
の
視
座
を
保

持
し
つ
つ
も
、
他
方
で
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
社

会
を
分
析
し
、
語
用
論
的
規
則
に
従
っ
た
了
解
志
向
的
行
為
を
一
つ
の
行
為

領
域
と
し
て
眺
め
る
理
論
家
の
視
座
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
行
為
の

理
論
』
で
は
、
当
事
者
の
視
座
の
再
構
成
か
ら
病
理
分
析
を
行
う
理
論
家
の

視
座
へ
の
移
行
は
、
生
活
世
界
の
概
念
上
の
変
化
と
し
て
扱
わ
れ
る
（T

kH
 

II 205ff , 

下 

四
一
以
下
）
。

（
24
） 

い
く
つ
か
の
研
究
で
は
、
『
行
為
の
理
論
』
に
植
民
地
化
を
診
断
す
る
基

準
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。Finlayson, Jam

es. G
, Th e 

Persistence of N
orm

ative Q
uestions in H

aberm
as ’s T

heory of 
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C

om
m

unicative Action, C
onstellation 20:4, 2013, pp. 527-8; Jütten, op. 

cit., pp. 710-1. 

本
稿
は
語
用
論
的
規
則
を
基
準
と
し
て
体
系
的
に
歪
め
ら

れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
批
判
す
る
延
長
線
上
で
植
民
地
化
批
判
が
行

わ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
同
様
の
見
解
を
示
す
研
究
と
し
て
、 Strecker, 

D
avid, Logik der M

acht: Zum
 O

rt der Kritik zw
ischen Th eorie und Praxis, 

G
öttingen (Velbrück W

issenschaft) 2012; 

水
上
英
徳
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

理
論
の
可
能
性
と
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
」
佐
藤
勉
編

『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
シ
ス
テ
ム
』
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
七
年
、

二
〇
二
―
二
二
五
頁
。

（
25
） 

本
稿
で
細
か
く
検
討
は
で
き
な
い
が
、『
道
徳
意
識
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
』
等
で
着
手
さ
れ
る
討
議
倫
理
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
こ
う
し
た
普
遍
性

の
論
証
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
26
） 

「
植
民
地
化
」
へ
の
対
抗
を
『
事
実
性
』
の
理
論
的
課
題
と
し
て
解
釈
す

る
研
究
と
し
て
、
水
上
英
徳
「
社
会
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
フ
レ
ク
テ
ィ

ヴ
な
継
続
」
永
井
彰
・
日
暮
雅
夫
編
『
批
判
的
社
会
理
論
の
現
在
』
晃
洋
書

房
、
二
〇
〇
三
年
、
六
三
―
八
八
頁
。
木
前 
前
掲
書
、
三
〇
七
頁
。

（
27
） 

『
事
実
性
』
に
お
け
る
二
つ
の
視
座
の
変
化
は
次
の
文
献
で
強
調
さ
れ
て

い

る
。H

aberm
as, D

ie Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am
 M

ain 
(Suhrkam

p) S. 387-8 

（
『
他
者
の
受
容
』
高
野
昌
行
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
五
年
、
三
八
二
頁
）.

（
28
） 

『
事
実
性
』
第
八
章
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
循
環
は
危
機
状
態
に

お
い
て
成
立
し
、
日
常
的
に
は
行
政
権
力
と
社
会
的
権
力
の
「
非
正
統
的
独

立
」
が
支
配
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
『
事
実
性
』
に
お
け
る
他

の
章
と
の
関
係
か
ら
、
こ
の
区
別
は
問
題
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

Scheuerm
an, Betw

een R
adicalism

 and Resignation, pp. 165-7.

（
29
） 

成
田
大
起
「
社
会
統
合
に
お
け
る
動
機
づ
け
問
題
へ
の
一
解
答
―
―
ホ

ネ
ッ
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
け
る
『
認
知
的
ア
ク
セ
ス
』
と
い
う
視
点
か

ら
」
『
年
報
政
治
学
』
二
〇
一
六
年
、
Ⅰ
号
、
一
四
一
―
一
六
二
頁
。

*

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
：16J08718

）
の
助
成

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
再
構
成
的
批
判
、
批
判
の
方
法
論



社会思想史研究　No. 41　2017

　●　172

は
じ
め
に

　

近
年
、
「
公
共
宗
教
」
や
「
世
俗
主
義
」
を
巡
る
議
論
が
、
社
会
学
、

宗
教
学
、
政
治
哲
学
等
の
多
様
な
領
域
で
広
く
関
心
を
集
め
て
い
る

）
1
（

。

宗
教
と
政
治
、
ま
た
宗
教
と
公
共
性
と
い
っ
た
主
題
そ
の
も
の
は
、
も

ち
ろ
ん
決
し
て
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
「
公

共
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
何
ら
か
新
し
い
社
会
現
象
を
捉
え
る
た
め
の

語
彙
と
し
て
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
一
つ
に
は
二
十
世
紀
の
社
会

科
学
に
お
い
て
「
世
俗
化
」
の
テ
ー
ゼ
が
半
ば
自
明
視
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
い
ま
や
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
一
種
の
伝
統
と
化
し
た
そ

の
教
理
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
社
会
の
主
要
な

公
的
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
信
仰
と
諸
実
践
を
次
第
に
衰
退
さ

せ
、
や
が
て
消
滅
す
る
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
完
全
に
私
的
な
領
域
に

留
め
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
か
、
い
ず
れ
か
の
運
命
を
辿
る
は
ず
で

あ
っ
た
。
今
日
、
こ
う
し
た
説
明
は
大
幅
に
見
直
さ
れ
て
い
る
。
九
〇

年
代
に
公
共
宗
教
論
の
先
鞭
を
つ
け
た
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
、
近
代

的
な
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
「
脱
私
事
化
」
の
諸
事
例
を
検
証
し
、
旧

来
の
社
会
学
の
直
線
的
な
世
俗
化
理
論
に
修
正
を
迫
っ
た
。
二
〇
〇
〇

年
代
に
入
る
と
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
現
代
社
会
を
「
ポ
ス

ト
世
俗
社
会
」
と
捉
え
、
民
主
国
家
に
お
け
る
政
治
的
正
統
性
の
基
礎

づ
け
の
観
点
か
ら
、
宗
教
的
市
民
と
世
俗
的
市
民
と
の
公
共
的
な
相
互

学
習
プ
ロ
セ
ス
の
重
要
性
を
説
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

テ
イ
ラ
ー
は
、「
宗
教
」
と
「
世
俗
」
と
を
認
識
論
的
に
区
別
す
る
「
啓

〈
公
募
論
文
〉

越
境
す
る
宗
教
の
公
共
圏

【
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
】

坪
光
生
雄
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蒙
の
神
話
」
を
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
新
た
な
「
世
俗
主
義
」
を
構

想
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
当
初
、
世
俗
化
理
論
に
対
す
る
経
験
的
な

反
証
事
例
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
「
公
共
宗
教
」
は
、
今
日
で
は
こ
う

し
て
元
々
の
宗
教
社
会
学
的
な
論
争
の
文
脈
を
超
え
、
政
治
学
的
お
よ

び
哲
学
的
な
関
心
か
ら
も
広
く
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

）
2
（

。

　

本
稿
は
以
下
、
「
公
共
宗
教
」
を
巡
る
こ
う
し
た
議
論
状
況
を
背
景

と
し
、
主
と
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
論
を
検
討
す

る
。
そ
の
眼
目
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
公
共
宗

教
論
＝
世
俗
主
義
論
の
特
徴
を
、
彼
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
枠

づ
け
て
い
る
倫
理
的
・
宗
教
的
源
泉
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
る
こ

と
。
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
は
、
語
の
一
般
的
な
意
味
、す
な
わ
ち
「
非

宗
教
的
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
「
世
俗
的
」
で
は
な
い
。
こ
の
政

治
理
論
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
す
で
に
主
著
『
世
俗
の
時
代

）
3
（

』
の
中
で
独
特

な
仕
方
で
深
め
て
い
た
「
世
俗
性
」
の
理
解
を
直
接
に
反
映
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
動
機
に
お
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
著
者
の
宗
教

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
深
く
結
ば
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
議
論
が
な
お
自
ら
の
宗
教

性
に
自
閉
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
見
る

）
4
（

。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
に

は
テ
イ
ラ
ー
の
「
重
な
り
合
う
合
意
」
に
向
か
う
形
式
的
な
態
度
の
う

ち
に
見
出
さ
れ
、
ま
た
「
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
巡
る
論
争
の
う

ち
に
彼
の
宗
教
性
を
、
と
り
わ
け
「
交
わ
り
」
と
い
う
神
学
的
理
念
を

読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
的
に
も
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
目
的
の
た
め
に
、
本
稿
の
後
半
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
と
テ
イ
ラ
ー
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
対

話
の
様
子
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
（
第
二
節
、
第
三
節
）
。
こ
れ
に
よ
り

目
指
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
の
論
者
の
主
張
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
を

判
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
今
述
べ
た
二
つ
の
限
定
的
な
目
標
に
向
か

う
本
稿
の
議
論
に
よ
っ
て
は
、
何
で
あ
れ
そ
の
よ
う
な
一
般
的
審
判
を

下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
世
俗
主
義
に
関
す

る
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
を
適
切
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
あ
り
、
以
下
の
試

み
の
全
て
は
こ
の
目
的
に
資
す
る
か
ぎ
り
で
有
意
義
で
あ
り
う
る
。
そ

の
点
、
か
か
る
対
比
的
検
討
が
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
テ
イ
ラ
ー

の
世
俗
主
義
構
想
に
と
っ
て
決
定
的
な
要
点
が
、
対
話
の
中
で
、
対
話

相
手
と
の
見
解
の
相
違
を
明
確
に
す
る
た
め
の
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
努
力

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
た
だ
テ
イ

ラ
ー
の
思
想
を
内
在
的
に
理
解
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
も
、
彼
ひ

と
り
の
議
論
の
み
な
ら
ず
、
彼
と
上
述
の
二
人
の
論
者
と
の
間
に
交
わ

さ
れ
た
対
話
の
様
子
を
も
検
討
の
俎
上
に
の
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
前
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
新
た
に
構
想
す

る
世
俗
主
義
の
基
本
的
な
特
徴
の
整
理
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は

『
公
共
圏
に
お
け
る
宗
教
の
力

）
5
（

』
（
以
下
『
宗
教
の
力
』
と
い
う
）
所
収
の

諸
テ
ク
ス
ト
を
主
た
る
検
討
材
料
と
し
な
が
ら
、
上
述
の
目
標
に
迫
っ

て
ゆ
こ
う
。
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世
俗
主
義
の
再
定
義 

　
　

―
―
テ
イ
ラ
ー
の
多
元
主
義
の
宗
教
的
源
泉

　

「
公
共
宗
教
」
に
向
か
う
テ
イ
ラ
ー
の
態
度
を
端
的
に
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
論
考
「
な
ぜ
私
た
ち
は
世
俗
主
義
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
再

定
義
を
必
要
と
す
る
の
か

）
6
（

」
（
以
下
「
再
定
義
」
と
い
う
）
に
お
い
て
で

あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
内
容
を
手
短
に
再
構
成
し
た
の
ち
、
こ
れ
が

『
世
俗
の
時
代
』
に
お
け
る
「
世
俗
性
」
概
念
の
多
元
的
な
構
成
を
反

映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
多
元
主
義
を
動
機
づ
け
る
実

質
的
価
値
が
、
テ
イ
ラ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
淵
源
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

　

同
論
考
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
ま
ず
世
俗
主
義
が
複
数
の
基
本
的

な
善
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
ら
の
善
を
フ
ラ
ン
ス

革
命
に
お
け
る
「
三
点
セ
ッ
ト
」
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
す
る

）
7
（

。
第
一
に
、

宗
教
や
基
本
的
信
条
に
関
わ
る
領
域
に
お
い
て
は
誰
も
強
制
を
受
け
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、「
自
由
」
が
追
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
信
仰
の
自
由
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
信
仰
の
自
由
を
も
意
味
す

る
。
第
二
に
、
異
な
る
信
仰
や
基
本
的
信
念
を
持
つ
人
々
の
あ
い
だ
に

「
平
等
」
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
宗
教
的
か
否
か
に
よ
ら
ず
、
い
か

な
る
世
界
観
も
特
権
的
な
地
位
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
三

に
、
当
該
社
会
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
定
め
、
ま
た
そ
の
諸

目
標
を
い
か
に
達
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
過
程
に
お
い
て

は
、
ど
ん
な
「
精
神
的
家
族
」
も
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の

意
見
に
は
耳
が
傾
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
友
愛
」
に

対
応
す
る
。

　

当
然
、
こ
れ
ら
の
善
は
互
い
に
衝
突
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
あ
い
だ
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
こ
の

観
点
か
ら
は
さ
ら
に
、
先
の
三
つ
に
加
え
て
四
つ
め
の
目
標
を
描
く
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
世
俗
主
義
は
異
な
る
宗
教
や
世
界
観

を
支
持
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
、
調
和
と
礼
節
の
関
係
が
最
大
限
保
た

れ
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
第
四
の
目
標
こ

そ
が
、
真
に
「
友
愛
」
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

テ
イ
ラ
ー
は
、
以
上
の
三
つ
な
い
し
四
つ
の
善
を
追
求
す
る
も
の
と

し
て
世
俗
主
義
を
捉
え
る
こ
と
で
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
た
世
俗
主
義

の
概
念
に
重
要
な
修
正
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
私
た
ち
は
、
世

俗
主
義
（
あ
る
い
は
ラ
イ
シ
テ
）
を
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
性
に
係
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
そ
れ
は
、
多
様
性
に
対

す
る
民
主
国
家
の
（
適
切
な
）
応
答
に
係
る
も
の
な
の
で
あ
る

）
8
（

」
。
テ
イ

ラ
ー
は
、
宗
教
と
非
宗
教
と
の
あ
い
だ
に
権
利
上
の
区
別
を
設
け
て
宗

教
を
「
特
別
扱
い
」
す
る
傾
向
を
批
判
す
る
。
宗
教
と
非
宗
教
と
は
、

互
い
に
「
多
様
性
」
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
点
で
同
じ
資
格
を
も
つ
。

彼
の
「
三
原
則
モ
デ
ル
」
の
世
俗
主
義
に
お
い
て
も
「
国
家
の
中
立
性
」

は
必
須
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
立
性
は
あ
る
意
味
で
、
「
教
会
と
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国
家
の
分
離
」
と
い
う
原
則
が
含
意
す
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。「
国
家
の
中
立
性
の
要
点
と
は
端
的
に
、

宗
教
的
な
立
場
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
宗
教
的
で
あ
る
か
非
宗
教
的
で

あ
る
か
に
は
関
係
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
基
本
的
な
立
場
を
、
優
遇
も
し
く

は
冷
遇
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る

）
9
（

」
。

　

こ
の
世
俗
主
義
は
、
人
権
や
平
等
、
法
の
支
配
、
民
主
主
義
と
い
っ

た
国
家
を
基
礎
づ
け
る
い
く
つ
か
の
原
則
な
い
し
「
政
治
的
倫
理
」
を

擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
原
則
の
擁

護
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
「
善
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
見
解
」
を
支

持
す
る
諸
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
う
る
。

国
家
は
こ
れ
ら
の
倫
理
を
掲
げ
は
す
る
も
の
の
、
市
民
が
そ
れ
を
支
持

す
る
際
に
訴
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
深
い
理
由
に
関
し
て
選
り
好
み
す
る
こ

と
を
慎
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
ル
ソ
ー
的

な
「
市
民
宗
教
」
の
あ
り
方
を
拒
否
し
て
い
る
。
「
問
題
は
、
真
に
多

様
な
民
主
国
家
が
、
市
民
宗
教
な
い
し
市
民
的
反
宗
教
に
先
祖
返
り
す

る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
楽
で
あ
ろ
う
と
も
、
自
分
自
身
の
原

則
を
裏
切
ら
ず
に
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
重
な
り

合
う
合
意
を
生
き
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
10
（

」
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
宗
教
と
非
宗
教
の
ど
ち
ら
に
も
不
当
に
肩
入
れ

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
国
家
に
中
立
性
を
求
め
る
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主

義
は
、
「
偏
向
し
た
制
度
編
成
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化

）
11
（

」
へ
の
批
判
を

伴
っ
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
、
基
本
的
目
標
に
関
わ
る
議
論
を
迂
回
し

て
、
そ
れ
と
無
関
係
に
制
度
編
成
を
論
じ
る
向
き
に
対
し
強
い
懸
念
を

示
す
。
多
様
性
で
は
な
く
「
宗
教
」
に
特
別
こ
だ
わ
る
世
俗
主
義
は
、

し
ば
し
ば
非
宗
教
的
な
「
た
ん
な
る
理
性
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
原
則

を
持
ち
出
す
こ
と
で
、
善
の
複
数
性
に
起
因
す
る
ジ
レ
ン
マ
と
永
遠
に

手
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
い
に
問
題
の

あ
る
見
方
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
大
な
の
は
、
「
教
会
と
国
家
の
分
離
」

や
「
ラ
イ
シ
テ
」
と
い
っ
た
お
題
目
じ
み
た

0

0

0

0

0

0

原
則
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
、

非
宗
教
的
な
諸
見
解
を
事
実
的
に
優
遇
す
る
制
度
が
不
可
侵
の
も
の
と

し
て
聖
別
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
特
定
の

立
場
に
あ
る
市
民
か
ら
声
を
奪
わ
ず
に
は
い
ず
、
そ
の
点
で
自
由
、
平

等
、
友
愛
の
い
ず
れ
の
目
標
を
も
裏
切
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

本
来
こ
の
よ
う
な
制
度
的
原
則
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
諸
善
に
奉
仕

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
真
に
重
大
な
ジ
レ
ン
マ
は
、
ま

さ
に
善
が
複
数
存
在
し
、
互
い
に
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
と
い
う
状
況
に

こ
そ
見
出
さ
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
再
定
義
に
よ
る
世
俗
主
義
は
、
民
主

国
家
に
対
し
て
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
安
易
な
仕
方
で
解
消
し
て
し
ま
わ
な

い
よ
う
、
そ
し
て
常
に
制
度
的
な
線
の
引
き
直
し
に
開
か
れ
て
い
る
よ

う
求
め
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

　

現
代
の
民
主
政
に
お
い
て
世
俗
主
義
体
制
と
呼
ば
れ
る
に
値
す

る
も
の
は
、
第
一
義
的
に
宗
教
に
抗
す
る
防
塁
と
し
て
で
は
な
く
、

〔
…
〕
三
つ
（
あ
る
い
は
四
つ
）
の
基
本
的
な
目
標
を
実
現
し
よ
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う
と
す
る
誠
実
な
試
み
と
し
て
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
世
俗
主
義
体
制
が
、
神
聖
化
さ

れ
た
伝
統
に
対
し
て
忠
実
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
で
は
な
く
、
基

本
的
な
諸
信
仰
間
の
自
由
と
平
等
と
い
う
基
本
的
な
目
標
を
最
大

限
実
現
す
る
た
め
に
、
自
身
の
制
度
編
成
を
形
作
る
よ
う
試
み
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

）
12
（

。

　

以
上
の
議
論
の
背
景
に
は
、
『
世
俗
の
時
代
』
の
膨
大
な
議
論
が
控

え
て
い
る
。
ま
ず
、
同
書
で
テ
イ
ラ
ー
が
論
じ
深
め
た
世
俗
性
の
概
念

は
、
た
だ
ち
に
宗
教
（
的
信
仰
）
の
不
在
、
あ
る
い
は
不
信
仰
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
強
調
す
る
意
味
で
の
世
俗
性
と
は
む
し
ろ
、

道
徳
的
・
精
神
的
オ
プ
シ
ョ
ン
が
か
つ
て
な
く
多
様
化
し
た
時
代
の
「
信

仰
の
条
件
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
内
実
は
、
は
じ
め
「
神
を

信
じ
な
い
こ
と
が
実
質
的
に
不
可
能
だ
っ
た
社
会
か
ら
、
神
を
信
じ
る

こ
と
が
、
最
も
頑
強
な
信
徒
に
と
っ
て
す
ら
、
色
々
あ
る
う
ち
の
一
つ

の
人
間
的
可
能
性
で
し
か
な
い
よ
う
な
社
会
へ
の
移
行
」
と
し
て
語
ら

れ
る

）
13
（

。
以
前
一
つ
の
宗
教
的
信
仰
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
今
日

で
は
多
様
な
不
信
仰
の
立
場
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
伝
統
的

な
信
仰
の
立
場
は
、
他
に
も
可
能
な
多
く
の
立
場
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
と
い
う
反
省
的
な
意
識
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
自
明
性
に
関
す
る
ナ

イ
ー
ヴ
な
確
信
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
信
仰
者
だ
け
の

問
題
で
は
な
い
。
「
い
ま
や
ナ
イ
ー
ヴ
さ
は
、
信
仰
者
か
非
信
仰
者
か

の
別
な
く
、
誰
に
と
っ
て
も
入
手
不
可
能
で
あ
る

）
14
（

」
。
「
世
俗
の
時
代
」

と
は
、
何
で
あ
れ
多
様
に
可
能
と
な
っ
た
諸
立
場
が
互
い
の
確
信
を
弱

め
合
う
時
代
で
あ
る
。
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
異
な
っ
た
諸
見
解
に
生
じ

る
こ
の
相
互
的
な
脆
弱
化
、
つ
ま
り
他
の
人
々
は
自
分
と
異
な
る
考
え

方
を
す
る
の
だ
と
い
う
侵
蝕
性
の
感
覚
が
、
疑
い
な
く
、
一
五
〇
〇
年

代
と
の
対
比
に
お
い
て
二
〇
〇
〇
年
代
の
世
界
が
示
す
主
要
な
特
徴
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る

）
15
（

」
。
今
日
を
生
き
る
人
々
は
誰
で
あ
れ
、
こ
の
侵

蝕
性
の
感
覚
を
所
与
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
下
で
自
ら
の
道
徳
的
・
精

神
的
探
求
を
開
始
せ
ざ
る
を
え
な
い
―
―
世
俗
性
が
「
信
仰
の
条
件
」

と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

こ
の
世
俗
性
の
概
念
と
「
多
様
性
に
対
す
る
応
答
」
と
し
て
の
世
俗

主
義
の
構
想
と
は
、
内
的
に
整
合
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
「
世

俗
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
「
世
俗
性
」
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
多

元
主
義
の
事
実
に
よ
っ
て
反
省
的
な
意
識
が
不
断
に
喚
起
さ
れ
る
と
い

う
事
態
を
、
信
仰
が
可
能
と
な
る
条
件

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
捉
え
る
こ
と
に
存
す
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
う
し
た
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
世
俗
性
概
念
に
即
応
す

る
政
治
体
制
と
し
て
、
世
俗
主
義
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
基
本
的
な
立
場
を
、

宗
教
的
か
非
宗
教
的
か
に
よ
ら
ず
、
優
遇
も
冷
遇
も
し
な
い
」
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
は
、
世
俗
性
を
ひ
と
ま
ず
上
の
よ
う
に
特

徴
づ
け
た
の
ち
、
こ
の
信
仰
の
条
件
の
成
立
に
至
っ
た
複
雑
な
歴
史
物

語
の
叙
述
に
移
る
。
錯
綜
し
た
そ
の
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
物
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語
全
体
の
基
調
を
な
す
の
は
、
一
つ
に
は
や
は
り
多
様
化
の
動
き
で
あ

る
。
啓
蒙
の
時
代
に
無
神
論
的
な
人
間
主
義
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
以
後
、

ロ
マ
ン
主
義
を
経
過
し
た
今
日
、
伝
統
的
信
仰
以
外
の
精
神
的
立
場
は

な
お
も
多
様
化
し
て
い
る
。
だ
が
他
方
、
こ
の
多
様
化
の
歴
史
を
内
的

に
駆
動
し
た
の
は
均
一
性
を
志
向
す
る
運
動
だ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
は
世

俗
性
に
至
る
行
進
の
初
発
の
動
因
を
、
広
義
の
宗
教
改
革
運
動
の
う
ち

に
見
る
。
全
て
の
市
民
を
完
全
に
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
者
と
す
る
こ
と
を

目
指
す
改
革
は
、
聖
職
者
的
霊
性
を
教
会
外
の
日
常
的
生
の
隅
々
に
ま

で
及
ぼ
そ
う
と
し
た
。
以
後
、
多
様
な
生
の
様
式
を
教
会
的
位
階
制
の

う
ち
に
相
補
的
に
位
置
づ
け
て
い
た
従
前
の
キ
リ
ス
ト
教
的
生
は
、
単

一
の
基
準
の
下
で
合
理
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
奇
跡
や
恩
寵
と

い
っ
た
魔
術
的
要
素
が
廃
棄
さ
れ
、
集
団
的
―

身
体
的
儀
礼
が
後
退
し
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
ま
す
ま
す
個
人
の
内
心
の
も
の
、
「
頭
の
中
」
の

も
の
と
な
る
。
複
層
的
な
時
間
意
識
を
伴
う
コ
ス
モ
ス
的
宇
宙
観
は
、

統
一
的
な
自
然
法
則
が
支
配
す
る
広
大
無
辺
な
る
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
ス
の
観

念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
神
は
も
は
や
恩
寵
を
通
じ
て
世
界
の
内
で

働
く
こ
と
を
や
め
、
人
間
理
性
に
よ
っ
て
把
握
可
能
な
自
然
秩
序
の
設

計
者
と
し
て
外
在
化
さ
れ
る
。
こ
の
理
神
論
的
な
世
界
像
に
、
自
然
法

や
相
互
利
益
の
経
済
的
秩
序
、
規
律
化
さ
れ
た
文
明
と
い
っ
た
理
念
が

胚
胎
す
る
。
こ
れ
ら
の
理
念
の
下
に
達
成
さ
れ
る
人
間
的
繁
栄
が
、
神

へ
の
参
照
な
し
で
そ
れ
自
体
の
価
値
を
帯
び
る
ま
で
に
さ
ほ
ど
時
間
は

か
か
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
啓
蒙
的
近
代
の
人
間
主
義
が
成
立
を
見
る

の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
世
俗
の
時
代
』
の
歴
史
は
、
多
元
化
と
一
元
化
と

い
う
そ
れ
自
体
で
は
相
反
す
る
運
動
の
同
時
進
行
と
し
て
読
ま
れ
る
。

今
日
的
状
況
は
オ
プ
シ
ョ
ン
の
多
元
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、

そ
れ
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
動
因
は
一
元
化
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
る
。
改
革
を
通
じ
て
一
元
化
が
進
行
し
た
こ
と
の
意
図
せ
ざ
る
帰
結

と
し
て
、
今
日
の
多
元
性
が
生
じ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

は
た
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
そ
の
人
は
こ
の
一
元
化
傾
向
に
対
し
て
は
明

ら
か
に
否
定
的
で
あ
る
。
改
革
か
ら
生
じ
て
、
一
部
の
人
間
主
義
へ
と

引
き
継
が
れ
た
均
一
的
な
も
の
へ
の
好
み
は
、
今
日
に
お
い
て
な
お
、

事
実
と
し
て
の
多
元
性
を
特
定
の
方
向
へ
と
縮
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

排
他
的
な
人
間
主
義
は
、
宗
教
的
見
解
に
対
す
る
非
宗
教
的
見
解
の
認

識
論
的
優
越
を
決
め
込
み
、
前
者
を
た
ん
な
る
誤
謬
と
断
じ
る
。
テ
イ

ラ
ー
は
こ
う
し
た
描
像
を
「
閉
じ
た
世
界
構
造
」
と
呼
び
、
今
日
の
多

元
性
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
「
脱
構
築
」
を
試
み
て
い
る

）
16
（

。
も
っ

と
も
、
こ
こ
で
こ
の
試
み
の
成
否
を
問
う
こ
と
は
し
な
い
。
本
稿
が
取

り
組
む
べ
き
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
こ
の
批
判
的
態
度
そ
れ
自
体
の
動
機
の

解
明
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
態
度
が
、
世
俗
主
義
論
に
お
い
て
は
、
た

と
え
ば
市
民
宗
教
の
拒
否
と
し
て
表
れ
て
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。
テ
イ

ラ
ー
が
一
貫
し
て
多
様
な
る
も
の
を
擁
護
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　

『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
の
全
体
は
、
一
元
化
傾
向
に
対
す
る
批
判

に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
改
革
に
よ
る
身
体
性
の
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抑
圧
、
信
仰
の
基
準
の
一
元
化
に
伴
う
キ
リ
ス
ト
教
的
生
の
狭
隘
化
が

告
発
さ
れ
、
こ
う
し
た
改
革
的
変
容
が
、
ま
さ
に
「
宗
教
に
抗
す
る
防

塁
」
で
あ
る
よ
う
な
、
現
今
の
「
世
俗
主
義
」
に
行
き
着
く
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る

）
17
（

。
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
ら
改
革
者
は
、
当
時
の
教
会
の
堕

落
を
確
か
に
正
し
く
も
断
罪
し
た
が
、
他
方
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト

教
的
な
生
の
多
様
性
は
切
り
詰
め
ら
れ
、
均
一
化
し
た
。
集
団
的
―

身

体
的
儀
礼
の
神
学
的
意
義
の
後
退
は
そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
テ
イ

ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
宗
教
改
革
の
成
果
の
一
部
を
取
り
消
し
、
宗
教
的

生
の
多
様
性
を
今
日
に
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ

て
、
こ
れ
は
「
受
肉
し
た
神
の
信
仰
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
取
り

戻
す
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
改
革
を
通
じ
た
身
体
性
の
脱
落
は
、
ま
さ

し
く
「
受
肉
」
の
反
対
を
ゆ
く
。
し
か
る
に
、
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
し

て
の
教
会
は
、
多
様
な
部
分
か
ら
成
る
。
「
教
会
は
、
人
間
た
ち
が
そ

の
す
べ
て
の
差
異
と
、
ま
っ
た
く
異
質
な
諸
々
の
旅
程
と
に
お
い
て
一

体
と
な
る
場
所
で
あ
る
よ
う
計
ら
わ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
に
は
、
こ
の

点
に
関
し
て
明
ら
か
に
大
き
な
手
落
ち
が
あ
る

）
18
（

」
。

　

こ
の
教
会
理
解
は
、
か
つ
て
論
文
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」

で
示
さ
れ
た
「
普
遍
性
」
の
概
念
と
照
応
す
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
普

遍
性
は
、
多
様
な
も
の
の
相
補
的
な
一
致
に
よ
る
全
体
性
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。
「
同
一
性
を
通
じ
た
一
致
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
の
差
異
を
横
断
す
る
一
致
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
唯
一
の
可
能
性

で
あ
る
。
〔
…
〕
三
位
と
し
て
理
解
さ
れ
る
神
の
生
そ
れ
自
体
が
、
す

で
に
こ
の
種
の
一
性
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
の
多
様
性
は
、
私
た

ち
が
神
の
似
姿
に
お
い
て
造
ら
れ
た
と
い
う
あ
り
方
の
部
分
を
な
す

）
19
（

」
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
思
想
体
系
に
お
い
て
、
人
間
の
多
様
性
の

価
値
は
神
学
的
な
基
礎
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
に
は
、
条
件
と
し
て
の

世
俗
性
概
念
を
規
定
す
る
今
日
的
な
多
元
主
義
の
事
実
に
加
え
て
、
由

来
を
尋
ね
れ
ば
彼
の
信
仰
す
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
そ
の
源
泉
と
す
る
、

よ
り
実
質
的
な
価
値
と
し
て
の
多
元
主
義
の
理
念
が
反
映
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
読
解
を
裏
書
き
す
る
論
点
と
し
て
、
先
述

の
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
批
判
ほ
ど
明
白
な
も
の
は
な
い
。
制
度
的
―

手
続
き
的
な
も
の
の
中
立
性
か
ら
倫
理
的
超
越
性
を
剥
ぎ
取
り
、
そ
れ

を
空
疎
化
す
る
と
い
う
方
針
に
お
い
て
、
か
か
る
批
判
は
、
『
世
俗
の

時
代
』
に
お
け
る
「
コ
ー
ド
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
批
判
と
同
じ
も
の

で
あ
る

）
20
（

。
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
法
的
コ
ー
ド
は
動
機
的
な
内
実
を
欠

い
た
偽
の
超
越
性
、
い
わ
ば
「
偶
像
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
へ
の
固
執
は

特
定
の
立
場
の
者
か
ら
声
を
奪
う
暴
力
を
働
く
お
そ
れ
が
あ
る

）
21
（

。
何
に

で
も
適
用
可
能
な
コ
ー
ド
の
形
式
性
や
中
立
性
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ

て
は
決
し
て
「
普
遍
性
」
を
意
味
し
な
い
。
「
差
異
を
横
断
す
る
一
致
」

と
し
て
理
解
さ
れ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
普
遍
性
は
、
単
一
の
規
則
に
は
還

元
し
え
な
い
、
多
様
な
も
の
の
「
交
わ
り
」
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
「
普
遍
性
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降
の
議

論
に
お
い
て
も
た
び
た
び
立
ち
戻
っ
て
こ
よ
う
。
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二
　

 「
重
な
り
合
う
合
意
」
を
巡
っ
て 

　
　

―
―
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の
対
話

　

前
節
で
見
た
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
論
の
特
徴
―
―
多
元
主
義
的
性

格
と
、
そ
の
源
泉
と
し
て
の
宗
教
性
―
―
を
、
よ
り
詳
細
に
際
立
た
せ

る
こ
と
が
本
節
と
次
節
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
本
節
で

は
、
テ
イ
ラ
ー
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
対
論
の
様
子
を
検
討
す
る
。
両
者

の
差
異
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
公
共
圏
に
向
か
う
テ
イ
ラ
ー
の
基
本
的

な
姿
勢
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

テ
イ
ラ
ー
が
宗
教
と
非
宗
教
と
を
同
列
に
扱
う
の
に
対
し
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
「
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
」
立
場
か
ら
、
宗
教
的
理
性
と
世

俗
的
理
性
と
を
政
治
的
な
資
格
に
お
い
て
区
別
す
る
。
彼
に
と
り
、「
『
世

俗
的
』
理
性
は
、
『
公
共
的
』
な
、
つ
ま
り
一
般
的
に
共
有
さ
れ
た
言

語
で
表
現
さ
れ
う
る
」
も
の
で
あ
る

）
22
（

。
他
方
、
宗
教
的
信
仰
や
そ
の
真

理
は
、
儀
礼
等
に
代
表
さ
れ
る
特
殊
な
実
践
の
経
験
を
そ
の
理
解
の
背

景
と
し
て
い
る
た
め
、
ど
ん
な
人
に
で
も
わ
か
る
と
い
う
種
類
の
も
の

で
は
な
い
。
宗
教
的
経
験
と
は
、
「
互
い
に
理
を
尽
く
し
合
う
世
俗
的

空
間
に
入
る
と
、
い
わ
ば
弾
か
れ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
考
慮
さ
れ
ず
、

捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
種
類
の
経
験
」
な
の
で
あ
る

）
23
（

。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は

こ
の
区
別
に
立
ち
、
非
公
式
的
な
政
治
的
公
共
圏
で
語
ら
れ
る
宗
教
的

な
言
語
は
、
公
式
の
政
治
制
度
に
お
い
て
は
誰
も
が
理
解
で
き
る
「
世

俗
的
」
な
言
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
こ
の
条
件

の
下
、「
法
的
強
制
力
を
も
つ
公
共
的
に
認
め
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
決
定
が
、

ま
さ
に
そ
の
源
泉
に
あ
る
公
共
的
な
声
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
多
様
性

を
制
限
す
る
こ
と
な
く
、
普
遍
的
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
言
語
で
定
式
化

さ
れ
、
か
つ
正
当
化

0

0

0

0

0

さ
れ
う
る
こ
と
を
保
証
す
る
」
と
い
う
「
リ
ベ
ラ

ル
な
目
標
」
が
実
現
す
る
と
さ
れ
る

）
24
（

。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
テ
イ
ラ
ー
が
対
立
す
る
の
は
、
と
り
わ
け
こ
の
制

度
的
な
翻
訳
と
い
う
付
帯
条
件
の
妥
当
性
を
巡
っ
て
で
あ
る
。
テ
イ

ラ
ー
は
、
国
家
に
中
立
性
を
要
請
す
る
が
、
宗
教
的
言
語
が
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
言
う
「
世
俗
的
」
な
言
語
に
言
い
直
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
必
要
を
認
め
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
何
も
宗
教
的
な
差

異
だ
け
が
対
処
す
べ
き
特
別
な
差
異
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー

は
対
話
の
中
で
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
の
演
説
を
例
に

取
り
、
深
く
宗
教
的
な
色
合
い
を
帯
び
た
言
説
で
も
、
多
様
な
聴
衆
に

と
っ
て
広
く
説
得
的
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
主
張
す

る
。
ま
た
、
キ
ン
グ
の
事
例
と
は
逆
に
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
哲
学
に
依

拠
し
た
「
世
俗
的
」
な
主
張
で
あ
っ
て
も
、
人
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く

理
解
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る

）
25
（

。

　

こ
の
対
立
は
、
両
者
が
宗
教
に
認
め
る
認
識
上
の
資
格
の
違
い
を
反

映
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
「
再
定
義
」
の
中
で
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
が
宗
教
を
特
別
に
問
題
化
す
る
背
景
に
は
、
「
啓
蒙
の
神
話
」

が
控
え
て
い
る
と
指
摘
す
る

）
26
（

。
こ
の
神
話
が
、
宗
教
的
理
性
と
世
俗
的

理
性
と
の
あ
い
だ
に
認
識
上
の
区
別
を
立
て
る
。
そ
し
て
そ
の
区
別
の
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上
に
、
特
定
の
共
同
体
的
背
景
に
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
宗

教
的
言
語
で
は
な
く
、
誰
に
で
も
了
解
可
能
な
「
共
通
言
語
」
と
し
て

の
世
俗
的
言
語
に
訴
え
る
こ
と
の
政
治
的
妥
当
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

だ
が
、
国
家
の
世
界
観
的
中
立
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
法
は
、

自
ら
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
聖
書
の
教
え
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス

や
カ
ン
ト
の
哲
学
的
教
説
に
も
訴
え
て
は
な
ら
な
い

）
27
（

。
こ
の
点
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
ら
は
不
当
に
も
、
そ
れ
が
「
誠
実
で
混
乱
し
て
い
な
い
あ
ら

ゆ
る
考
慮
者
を
正
当
に
満
足
さ
せ
る
仕
方
で
、
特
定
の
道
徳
的
・
政
治

的
な
諸
問
題
を
解
決
で
き
る
」
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
非
宗
教
的

な
理
性
（
た
ん
な
る
理
性
）
に
特
別
な
地
位
を
与
え
て
い
る
―
―
他
方
、

宗
教
に
基
づ
く
結
論
は
「
常
に
怪
し
い
も
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ

の
疑
わ
し
い
ド
グ
マ
を
す
で
に
受
け
入
れ
た
人
々
に
し
か
説
得
的
で
な

い
」
の
で
あ
る

）
28
（

。

　

と
は
い
え
、
テ
イ
ラ
ー
の
こ
う
し
た
批
判
は
行
き
過
ぎ
た
戯
画
化
に

よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
宗
教
的
な
理
性
に
導

か
れ
た
議
論
を
世
界
観
と
し
て
「
常
に
怪
し
い
」
も
の
と
見
下
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
ら
の
弁
明
に
よ
れ
ば
、

彼
は
「
宗
教
的
言
説
が
端
的
に
時
代
遅
れ
の
過
去
の
も
の
で
あ
る
」
と

は
考
え
て
い
な
い

）
29
（

。
実
際
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
公
共
圏
に
お
け
る
宗
教

的
発
話
の
真
正
性
も
確
保
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
」と
述
べ
、
テ
イ
ラ
ー

の
主
張
に
部
分
的
に
同
意
し
て
い
る
―
―
「
な
ぜ
な
ら
、
世
俗
的
公
共

の
一
部
に
眠
っ
て
い
た
道
徳
的
直
観
が
、
感
動
的
な
宗
教
的
発
話
に

よ
っ
て
露
呈
す
る
こ
と
が
当
然
あ
り
う
る
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
の
話
を
聞
く
と
き
、
自
分
が
世
俗

的
か
否
か
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
言
う
こ
と
は
わ
か
る
の
で
す

）
30
（

」
。

し
か
し
、
な
ら
ば
な
ぜ
、
宗
教
的
言
語
と
世
俗
的
言
語
と
は
政
治
的
な

資
格
に
関
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
翻
訳
と
い
う
条
件
の

妥
当
性
は
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
か
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
世
俗
的
理
性
と
宗
教
的
理
性
と
の
間
に
置
く
認
識

上
の
差
異
は
、
前
者
の
後
者
に
対
す
る
た
ん
に
世
界
観
的
な
優
越
で
は

な
い
。
二
つ
の
区
別
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
用
語
で
言
え
ば
、
多
元
的
状
況

に
お
い
て
互
い
に
競
合
す
る
「
包
括
的
教
説
」
の
一
つ
が
他
の
も
の
に

優
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
先
述

の
と
お
り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
世
俗
的
理
性
と
宗
教
的
理
性
と

が
異
な
る
こ
と
の
基
準
は
、
そ
の
「
公
共
性
」
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
、

カ
ン
ト
お
よ
び
前
期
ロ
ー
ル
ズ
的
な
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
の
考
え

に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
れ
は
後
期
ロ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
「
重
な
り
合
う

合
意
」
の
構
想
と
は
緊
張
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。「
重
な
り
合
う
合
意
」

を
世
俗
の
時
代
の
宿
命
と
見
る
テ
イ
ラ
ー
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
も
っ

と
も
鋭
く
対
立
す
る
点
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
か
つ
て
、
政
治
的
正
義
の
根
拠
を
「
重
な
り
合
う

合
意
」
に
求
め
る
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
し
て
い
た
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
る
重

な
り
合
う
合
意
の
構
想
は
、
対
立
す
る
多
様
な
宗
教
的
・
哲
学
的
・
道

徳
的
見
解
を
も
つ
市
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
包
括
的
教
説
の
内
部
か
ら
、
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異
な
る
理
由
に
基
づ
き
な
が
ら
も
同
一
の
正
義
の
構
想
を
支
持
し
う
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
こ
の

重
な
り
合
う
合
意
の
理
念
に
よ
っ
て
「
理
性
性
（
理
に
適
っ
て
い
る
こ
と
）
」

と
普
遍
的
な
「
道
徳
的
真
理
」
と
が
分
離
さ
れ
、
理
性
お
よ
び
理
性
が

導
く
正
義
の
理
論
が
な
し
う
る
認
識
的
な
真
理
性
の
要
求
が
切
り
下
げ

ら
れ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
「
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
で
変
更
さ
れ

た
枠
組
み
の
中
で
は
、
理
性
の
強
い
立
場
は
失
わ
れ
て
い
る
。
〔
…
〕

こ
こ
に
至
っ
て
正
義
構
想
の
道
徳
的
妥
当
性
は
、
普
遍
的
拘
束
力
を
持

つ
実
践
理
性
か
ら
で
は
な
く
、
道
徳
的
構
成
要
素
に
つ
い
て
十
分
に
重

な
り
合
う
諸
々
の
理
性
的
世
界
像
の
幸
運
な
一
致
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る

）
31
（

」
。
重
な
り
合
う
合
意
に
お
い
て
、
正
義
の
構
想
は
、
当

事
者
市
民
が
私
的
に
依
拠
す
る
多
様
な
包
括
的
教
説
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に

理
由
付
け
ら
れ
支
持
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
道
徳
的
な
根
拠
は
定
義

上
「
非
―

公
共
的
」
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
公
共
性
」
で
あ
る
。
「
正
義
の

公
共
的
構
想
が
自
ら
の
道
徳
的
正
統
性
を
究
極
的
に
は
非
―

公
共
的
根

拠
か
ら
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
直
観
に
反
し
て
い
る
。

妥
当
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
公
共
的
に
も
正
当
化
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
妥
当
す
る
言
明
は
同
一
の
根
拠
に
よ
っ
て
普
遍
的
承
認
を

得
る
べ
き
な
の
で
あ
る

）
32
（

」
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
必
要
を
満
た
す
べ
く
、
こ
の
公
共
的
＝
普

遍
的
承
認
の
同
一
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
を
、
手
続
き
主
義
的
に
解

さ
れ
た
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
に
求
め
る
。
彼
は
、
参
加
者
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
各
市
民
が
私
的
に
支
持
す
る
包
括
的
教
説
に
基
づ
く
理
由

付
け
）
と
観
察
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
結
果
的
に
導
か
れ
る
重
な
り

合
う
合
意
）
と
に
加
え
て
、
間
主
観
的
に
共
有
さ
れ
た
第
三
の
道
徳
的

観
点
を
要
請
す
る
。
こ
れ
は
、
非
党
派
的
な
判
断
を
形
成
す
る
た
め
の

公
共
的
な
討
議
を
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
手
続
き
的
・
形
式
的
に
規
定

す
る
観
点
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
主
義
的
な
理
性
使
用
は
、
他
と
同
列

に
置
か
れ
る
道
徳
的
価
値
の
一
つ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
形
式
的
で
あ
る

点
で
世
界
観
的
に
は
中
立
で
あ
る
た
め
、
道
徳
的
な
真
理
内
容
を
先
取

り
し
て
多
様
な
市
民
の
全
体
に
押
し
付
け
る
よ
う
な
「
哲
学
的
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
」
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
立
性
は
、
い
か
な

る
党
派
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
限
定
さ
れ
な
い
、
単
一
の
普
遍
的
な
「
理

性
」
の
概
念
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る

）
33
（

。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
こ
の
立
場
は
、
世
俗
主
義
を
巡
る
議
論
に
お
い
て

も
変
わ
ら
ず
確
認
さ
れ
る
。
「
理
性
は
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
も
、
科

学
な
ど
他
の
文
化
的
営
み
に
お
い
て
と
同
様
に
働
い
て
い
ま
す
。〔
…
〕

一
般
的
な
認
知
的
レ
ベ
ル
で
は
、
一
つ
の
同
じ
人
間
的
理
性
だ
け
が
存

在
す
る
の
で
す

）
34
（

」
。
認
知
に
お
い
て
働
く
人
間
的
理
性
は
単
一
で
あ
る

か
ら
、
世
界
観
と
し
て
宗
教
的
で
あ
れ
非
宗
教
的
で
あ
れ
、
市
民
は
、

個
別
の
党
派
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
脱
し
て
、
手
続
き
的
な
規
範
に

則
っ
た
理
性
的
＝
公
共
的
討
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

て
み
る
と
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
翻
訳
」
は
、
共
同
体
的
党
派
性
か
ら
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の
離
脱
と
、
よ
り
包
括
的
な
理
性
的
＝
公
共
的
視
座
へ
の
移
行
と
し
て

要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
世
俗
的
理
性
は
、
自
ら
の
共
同

体
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
拡
大
す
る
か
わ
り
に
、
相
互
的
な
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
獲
得
を
求
め
て
い
ま
す
。
様
々
な
共
同
体
が
自
前
の
言

説
宇
宙
を
超
え
て
、
よ
り
包
括
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
発
展
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
す

）
35
（

」
。

　

以
上
の
よ
う
な
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
見
解
と
は
対
照
的
な
こ
と
に
、
テ

イ
ラ
ー
は
、
今
日
の
真
に
多
様
な
民
主
国
家
に
お
い
て
、
各
市
民
は
重

な
り
合
う
合
意
を
生
き
る
他
な
い
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
多
元
性
の

上
位
に
単
一
の
理
性
の
審
級
を
置
か
な
い
。
彼
の
言
う
世
俗
主
義
の
基

本
的
な
三
つ
の
目
標
も
、
国
家
の
中
立
性
も
、
重
な
り
合
う
合
意
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
的
に
概

念
化
さ
れ
た
「
理
性
」
、
「
た
ん
な
る
理
性
」
が
人
間
に
と
っ
て
一
に
し

て
普
遍
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
中
立
的
で
あ
る
と
は
テ
イ
ラ
ー

は
考
え
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
も
ま
た
一
つ

の
包
括
的
教
説
で
あ
る
。
い
か
に
形
式
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
理
性
概
念
が
認
識
的
な
真
理
性
を
手
放
さ
な
い
以
上
は
、
そ

れ
は
一
つ
の
教
説
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
自
身
の

哲
学
的
立
場
と
し
て
提
示
す
る
「
世
俗
的
理
性
」
や
「
ポ
ス
ト
形
而
上

学
的
思
考
」
も
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
の
構
想
に
お
い
て
は
、

世
俗
の
時
代
の
多
元
性
を
構
成
す
る
「
不
信
仰
」
の
見
解
の
一
つ
と
し

て
、
自
由
・
平
等
・
友
愛
の
観
点
か
ら
尊
重
さ
れ
る
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
手
続
き
主
義
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
語
彙
で

言
え
ば
、
コ
ー
ド
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
相
当
す
る

）
36
（

。
前
節
で
見
た
よ

う
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
理
解
す
る
普
遍
性
は
、
形
式
的
に
規
範
化
さ
れ
た

コ
ー
ド
の
単
一
性
で
は
な
い
。
普
遍
性
と
は
む
し
ろ
、
誰
も
独
力
で
は

達
成
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
多
様
な
立
場
の
間
の
会
話
、
そ
の

交
わ
り
の
う
ち
に
受
肉
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
テ
イ
ラ
ー
が
形

式
的
な
理
性
の
普
遍
性
を
放
棄
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
彼
が
世

界
観
的
な
相
対
主
義
に
与
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
彼
は
依
然
、

彼
自
身
の
神
学
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
意
味
に
お
い
て
普
遍

0

0

主
義
者
で

あ
る
。
た
だ
し
当
然
、
こ
の
神
学
も
、
他
と
競
合
す
る
一
つ
の
包
括
的

教
説
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
重
な
り
合
う
合
意
が
期

待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
世
俗
の
時
代
に
お
け
る
世
俗
主
義
」
を
主

題
と
す
る
論
集
の
中
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

思
う
に
、
私
た
ち
が
ひ
ど
く
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
的
、

非
宗
教
的
、
反
宗
教
的
、
人
間
主
義
的
、
反
人
間
主
義
的
等
々
と

い
っ
た
数
多
の
異
な
る
諸
立
場
の
間
に
な
さ
れ
る
会
話
で
あ
る
。

こ
の
会
話
の
中
で
、
私
た
ち
は
互
い
に
戯
画
化
を
慎
み
、
他
者
に

と
っ
て
「
十
全
で
あ
る
こ
と
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
理
解
す

べ
く
試
み
る
の
だ
。
〔
…
〕
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
望
む
こ
と
に
つ

い
て
、
私
は
自
分
な
り
の
、
神
学
的
に
規
定
さ
れ
た
理
由
を
持
っ

て
い
る
が
、
こ
の
会
話
の
価
値
に
つ
い
て
は
広
く
基
礎
づ
け
ら
れ
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た
「
重
な
り
合
う
合
意
」
を
取
り
付
け
う
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る

）
37
（

。

　

こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
、
と
り
わ
け
多
様

な
も
の
の
間
の
会
話
と
い
う
友
愛

0

0

の
主
題
が
、
あ
る
包
括
的
教
説
に
、

つ
ま
り
彼
自
身
の
「
神
学
的
に
規
定
さ
れ
た
理
由
」
に
根
ざ
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
善
は
（
お
そ
ら
く
は
他
の
二
つ
の

善
と
同
様
に
）
重
な
り
合
う
合
意
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

で
き
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
多
元
性
の
上
位
に
非
党
派
的
な
理
性
の
公

共
的
使
用
を
設
定
す
る
の
に
対
し
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
の
構
想
は

そ
れ
自
体
、
一
つ
の
包
括
的
教
説
の
内
部
か
ら
、
重
な
り
合
う
合
意
の

た
め
に
差
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
　

越
境
と
し
て
の
翻
訳
―
―
バ
ト
ラ
ー
と
の
対
話

　

本
節
で
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
を
動
機
付
け
る
宗
教
性
の
内
実

を
い
っ
そ
う
明
確
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の

対
話
に
お
い
て
な
お
十
分
に
明
ら
か
で
な
か
っ
た
の
は
、
テ
イ
ラ
ー
の

世
俗
主
義
に
お
い
て
多
様
な
市
民
が
い
か
に
相
互
的
に
関
係
す
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
な
理
性
概
念
に
基
づ
く
共
同
翻
訳

で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
市
民
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
関
わ
り
あ
う

の
か
。
こ
れ
を
知
る
手
が
か
り
は
、
「
翻
訳
」
と
「
普
遍
性
」
を
巡
る

バ
ト
ラ
ー
と
の
対
話
に
見
出
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
講
演
論
文
「
ユ

ダ
ヤ
教
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
か

）
38
（

？
」
に
示
さ
れ
た
、
世
俗
主
義
に
臨
む
バ
ト

ラ
ー
の
倫
理
的
態
度
を
確
認
し
、
続
い
て
テ
イ
ラ
ー
と
の
問
答
の
様
子

を
検
討
す
る
。

　

『
宗
教
の
力
』
に
お
け
る
バ
ト
ラ
ー
の
所
論
は
、
テ
イ
ラ
ー
と
同
様
、

そ
れ
自
体
一
つ
の
包
括
的
教
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
性
を
自
身

の
思
想
的
源
泉
に
も
つ
バ
ト
ラ
ー
は
、
反
セ
ム
主
義
に
陥
ら
ず
に
シ
オ

ニ
ズ
ム
を
批
判
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
を
引
き
つ
つ
、
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
性
に
と
っ
て
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
い

う
事
態
が
持
つ
意
義
を
強
調
す
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
民
に
と
っ
て
離
散
と
は
一
つ
の
「
使
命
」
で
あ
る
。
絶
え
ざ
る
追

放
の
歴
史
が
示
す
の
は
「
地
上
の
光
」
が
世
界
中
に
流
出
、
分
散
す
る

と
い
う
事
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
自
体
が
、
ま
さ
に
目
的
論
的
で

な
い
贖
い
の
今
日
的
な
あ
り
よ
う
と
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
撒
き
散
ら
さ
れ
た
光
、
ス
フ
ィ
ロ
ー
ト
と
い
う
カ
バ
ラ
ー
的
伝
統
は
、

非
ユ
ダ
ヤ
人
の
な
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
住
む
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
撒
き

散
ら
す
神
と
い
う
概
念
を
分
節
化
し
て
い
た
の
だ

）
39
（

」
。
「
贖
い
そ
の
も
の

が
、
帰
還
な
き
追
放
と
し
て
、
目
的
論
的
歴
史
の
破
断
と
し
て
、
ま
た

収
束
的
か
つ
断
片
的
な
時
間
性
へ
の
開
け
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
〔
…
〕
こ
れ
は
、
目
的
論
的
歴
史
か
ら
の
贖
い
な
の
で

あ
る

）
40
（

」
。
他
者
性
や
異
種
混
淆
性
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ

的
態
度
に
と
っ
て
必
然
的
な
宗
教
的
・
倫
理
的
要
請
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー

が
強
調
す
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
へ
の
帰
属
が
「
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
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関
係
を
築
く
こ
と
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
他
者
性
と
い
う
問
題

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
こ
う
し
た
様
態
が
、
ユ
ダ
ヤ
性
に
『
帰
属
』
す
る

と
い
う
こ
と
自
体
に
と
っ
て
根
本
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る

―
―
「
換
言
す
れ
ば
、
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
説
的
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
の
収
奪
を
受
け
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る

）
41
（

」
。
こ
の
よ
う
な
「
収
奪
」
こ
そ
が
、
他
者
と
の

あ
い
だ
に
結
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
倫
理
的
関
係
の
条
件
と
な
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
の
「
共
棲
」
の
倫
理
は
、
こ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
性
に
関
す
る

神
学
的
理
解
を
基
盤
に
立
ち
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
起
点
と
な
る
の
は
、

「
私
た
ち
は
共
に
暮
ら
す
相
手
を
選
択
で
き
な
い
」と
い
う
洞
察
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
選
択
不
可
能
性
と
、
そ
の
と
き
当
然
生
じ
る
多
元
性

と
を
積
極
的
に
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
じ
つ
に
初
め
の
段
階
か
ら
、

私
た
ち
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
異
邦
人
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
た

ち
が
決
し
て
知
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
選
び
も
し
な
か
っ
た
あ
る
人
、

ま
た
そ
う
し
た
人
々
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
条
件
を
受

け
容
れ
る
な
ら
ば
、
他
者
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
生
を
、
つ
ま

り
社
会
的
で
あ
る
ほ
か
な
い
自
ら
の
生
の
意
味
を
破
壊
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る

）
42
（

」
。
バ
ト
ラ
ー
が
強
調
す
る
の
は
常
に
、
共
通
性
よ

り
も
差
異
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
関
係
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
共
通
の
も
の
を
持
た
ず
に
た
だ
隣
り
合
っ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
お
互
い
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
る
よ
う
な
依
存
関
係
や

暴
力
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
隣
接
性
と
い
う
条
件
か
ら
生
じ
る
倫
理
的
義
務
と
は
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
的
な
「
想
起
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
他
者
の
苦
難
の
記
憶

に
よ
っ
て
、
時
間
の
連
続
性
、
連
続
的
に
発
展
す
る
歴
史
の
時
間
が
「
中

断
」
さ
れ
、
未
来
の
正
義
が
啓
示
さ
れ
る
。
「
メ
シ
ア
は
人
で
も
な
け

れ
ば
、
歴
史
的
な
出
来
事
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
擬
人
論
と
し
て
も
目

的
論
と
し
て
も
理
解
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
現
在
の
政
治
を
中

断
し
、
そ
れ
を
新
た
に
方
向
づ
け
る
、
別
の
時
代
の
苦
難
の
記
憶
な
の

で
あ
る

）
43
（

」
。
こ
の
メ
シ
ア
の
訪
れ
、
出
来
事
の
中
断
で
あ
る
「
想
起
」
は
、

そ
れ
を
通
じ
て
宗
教
が
公
共
圏
に
入
り
込
み
、
政
治
を
未
来
の
正
義
へ

と
向
か
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
た
だ
隣
り
合

う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
性
な
き
他
者
の
記
憶
に
中
断
さ
れ
る
と

い
う
こ
の
「
贖
い
」
の
経
験
は
、
差
異
化
や
多
元
化
に
対
し
て
積
極
的

に
開
か
れ
た
公
共
的
生
を
指
し
示
す
。

　

バ
ト
ラ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
背
景
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
テ

イ
ラ
ー
に
対
し
て
「
翻
訳
」
と
「
中
立
性
」
に
関
す
る
質
問
を
投
げ
か

け
る
。
共
通
性
よ
り
も
差
異
を
倫
理
の
礎
に
据
え
る
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ

て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
う
「
翻
訳
」
も
、
テ
イ
ラ
ー
の
求
め
る
「
国

家
の
中
立
性
」
も
、
何
ら
か
媒
介
的
な
第
三
の
言
語
に
訴
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
本
来
解
消
不
可
能
な
差
異
を
も
消
去
で
き
る
と
い
う
仮
定
の

上
に
成
り
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
翻
訳
を
あ
て
に
す
る
議

論
は
、
宗
教
的
な
主
張
に
含
ま
れ
る
純
粋
に
合
理
的
で
誰
に
で
も
共
通

の
要
素
の
み
を
抽
出
し
、
残
り
の
も
の
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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見
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
バ
ト
ラ
ー
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
る
。

「
共
通
の
も
の
に
は
さ
ほ
ど
関
心
が
持
て
ま
せ
ん
。
〔
…
〕
お
そ
ら
く
は
、

共
通
で
は
な
い
も
の
、
共
通
の
も
の
の
部
分
で
は
な
い
も
の
、
あ
る
い

は
決
し
て
真
に
共
通
に
は
な
り
え
な
い
も
の
に
よ
っ
て
こ
そ
、
本
当
に

固
有
な
差
異
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の
こ

そ
が
、
共
通
の
も
の
で
は
な
く
他
者
性
を
倫
理
性
の
基
礎
と
し
て
打
ち

据
え
る
よ
う
な
倫
理
的
関
係
の
基
礎
と
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す

）
44
（

」
。

　

バ
ト
ラ
ー
が
立
て
た
問
い
は
、
宗
教
的
な
言
語
の
世
俗
的
／
中
立
的

な
そ
れ
へ
の
「
翻
訳
」
は
機
能
し
う
る
の
か
、
機
能
す
る
と
す
れ
ば
ど

の
よ
う
に
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
45
（

。
バ
ト
ラ
ー
の
見
立
て
で
は
、
宗

教
が
い
か
に
翻
訳
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
元
々
の
神
学
的
な
も
の

の
残
余
が
依
然
鳴
り
響
い
て
い
る
。
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
差
異
は
翻
訳

に
よ
っ
て
容
易
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か

）
46
（

。

先
の
論
文
で
バ
ト
ラ
ー
が
試
み
た
の
も
、
普
遍
性
や
平
等
や
共
棲
に
つ

い
て
の
宗
教
的
な

0

0

0

0

説
明
だ
っ
た
。
彼
女
は
、
そ
れ
ら
の
説
明
を
元
の
宗

教
性
か
ら
抜
き
取
る
こ
と
を
考
え
て
は
い
な
い

）
47
（

。

　

テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
「
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
」

の
古
い
意
味
（
＝
司
教
の
教
区
異
動
）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
の
語
を

「
境
界
を
飛
び
越
え
る
こ
と
」
と
捉
え
る
新
た
な
文
脈
を
提
示
す
る
。

こ
の
意
味
で
の
「
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
あ
る
言
説
や
主
張
が

境
界
を
超
え
て
行
き
交
い
、
元
々
の
も
の
と
は
別
の
文
脈
に
置
か
れ
た

際
に
獲
得
す
る
新
た
な
語
彙
や
意
味
に
注
目
す
る
よ
う
促
す
。

　

現
象
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
洞
察
が
そ
の
境
界
を

飛
び
越
え
て
人
々
を
鼓
舞
す
る
と
き
、
彼
ら
が
元
の
洞
察
に
対
応

す
る
別
の
言
語
を
見
出
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

し
て
あ
な
た
〔
バ
ト
ラ
ー
〕
の
言
う
と
お
り
、
非
常
に
し
ば
し
ば
、

元
々
の
火
種
は
依
然
そ
こ
で
燃
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が

よ
く
あ
る
無
関
心
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ま
た
、
何
と
か
工
夫
し
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
、
そ
の
た
め
に

争
い
を
起
こ
さ
ず
基
礎
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
よ
う
、
と
い
う
一
種

静
的
な
立
場
と
は
異
な
り
、
ま
た
「
私
た
ち
は
み
な
自
ら
の
立
場

か
ら
動
け
な
く
な
っ
て
い
て
、
他
の
立
場
に
対
し
て
そ
ん
な
に
も

親
密
な
眼
を
向
け
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
し
争
う
こ
と
は
ど

う
に
か
し
て
避
け
よ
う
」
と
い
っ
た
態
度
と
も
異
な
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
―
―
あ
る
種
の
真
に
創
造
的
な
、

人
を
鼓
舞
す
る
動
き
で
あ
り
、
思
う
に
大
抵
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る

人
に
前
進
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
す

）
48
（

。

　

こ
う
し
て
み
た
と
き
、
現
象
の
平
準
化
、
す
な
わ
ち
全
て
の
も
の
か

ら
等
距
離
に
中
立
化
さ
れ
た
用
語
を
永
遠
に
有
効
と
す
る
よ
う
な
考
え

方
は
「
完
全
に
誤
っ
た
見
解
」
と
な
る
。
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を

示
す
実
例
と
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
名
を
挙
げ
る
。
そ

の
著
書
『
ヒ
ン
ド
・
ス
ワ
ラ
ー
ジ
』
の
影
響
は
キ
ン
グ
や
マ
ン
デ
ラ
に
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も
及
ぶ
。
「
こ
の
本
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
思
想
と
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
霊

感
が
混
合
し
た
文
脈
か
ら
生
じ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
垣
根
を
飛
び
越
え

ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
多
様
性
と
い
う
私
た
ち
の
生
に
お
い
て
も
っ
と
も

価
値
あ
る
現
象
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
を
た
ん
に
、
中
立
的
な
言

語
を
見
つ
け
て
あ
て
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
問
題
と
捉
え
る
の
は

誤
り
で
す
。
そ
の
よ
う
な
了
見
の
狭
い
態
度
を
、
私
た
ち
は
必
要
と
し

て
い
ま
せ
ん

）
49
（

」
。

　

中
立
的
な
言
語
へ
の
翻
訳
が
「
可
能
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対

し
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
そ
の
必
要
は
な
い
」
と
返
答
す
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
翻
訳
が
「
不
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
踏

み
込
ん
だ
主
張
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
「
再
定
義
」
論
文
が

国
家
に
対
し
、
宗
教
に
も
非
宗
教
に
も
徹
底
し
た
中
立
性
を
要
求
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
テ
イ
ラ
ー
の
こ
こ
で
の
主
張
は
一
見

矛
盾
と
と
れ
る
緊
張
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

先
の
引
用
で
テ
イ
ラ
ー
は
、
固
有
の
差
異
に
よ
っ
て
本
来
の
了
解
可

能
性
を
限
界
づ
け
ら
れ
た
言
語
が
、
中
立
的
な
第
三
の
媒
介
的
言
語
に

訴
え
ず
と
も
、
そ
れ
に
対
し
て
他
者
で
あ
る
行
為
者
と
の
解
釈
的
な
相

互
作
用
を
通
じ
、
既
存
の
境
界
を
越
え
て
伝
播
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
手
続
き
的
な
理
性
に

訴
え
る
こ
と
で
多
元
的
な
諸
立
場
に
対
し
て
中
立
的
な
距
離
を
と
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
な
る
対
象
に
向
け
て
、
あ
え
て
解
釈
的
に
参
与

す
る
こ
と
を
通
じ
て
目
指
さ
れ
る
一
種
の
「
普
遍
化
」
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
テ
イ
ラ
ー
が
国
家
に
差
し
向
け
る
中
立
性
の
要
求
は
、
こ
う
し

た
越
境
と
し
て
の
「
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
理
念
と
整
合
的
に
理

解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
求
め
る
国
家
の
中
立
性
は
、

こ
の
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
普
遍
化
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
消
極

的
な
条
件
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言

説
が
帯
び
る
固
有
の
差
異
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
差
異
自
身
に
よ
っ
て

引
か
れ
た
境
界
を
飛
び
越
え
て
ゆ
く
普
遍
化
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

こ
う
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
多
様
な
言
説
を
な
お
も
第
三
の
言
語
に
翻
訳

し
、
元
々
の
差
異
を
無
き
が
ご
と
く
に
扱
う
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
普
遍

性
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義

は
、
「
自
由
」
に
選
び
取
ら
れ
た
ど
ん
な
立
場
の
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ

ら
の
声
に
は
「
平
等
」
に
耳
が
傾
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め

て
い
た
。
こ
の
相
互
的
な
「
友
愛
」
の
関
係
に
お
い
て
な
ら
ば
、
越
境

的
な
普
遍
化
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
の
制
度
的
中
立
性
は

ま
さ
に
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
三
つ
の
善
に
向
か
う
倫
理
的
努
力
に
奉

仕
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
主
張
の
う
ち
に
は
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
「
神
学
的
な

残
余
」
の
響
き
が
聴
き
取
ら
れ
る
。
第
三
の
中
立
的
な
媒
介
的
言
語
に

訴
え
る
こ
と
の
な
い
普
遍
化
の
論
理
か
ら
は
、
「
差
異
を
横
断
す
る
一

致
」
と
い
う
標
語
に
結
晶
化
さ
れ
た
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」

で
の
主
要
な
テ
ー
ゼ
が
ま
た
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

互
い
に
他
者
で
あ
る
者
同
士
が
語
り
合
い
、
耳
を
傾
け
合
う
人
格
的
交
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わ
り
の
中
で
、
ま
さ
に
境
界
横
断
的
な
一
致
が
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

多
様
な
も
の
の
差
異
は
、
よ
り
上
位
の
中
立
的
普
遍
性
の
う
ち
に
予
定

調
和
的
に
回
収
・
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
一
致
に
よ
っ
て
、
差
異
が
無
く
も
が
な
の
も
の
と
な
る
こ
と
は

な
い
。

　

普
遍
性
が
他
者
性
を
必
要
と
す
る
―
―
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
テ
イ

ラ
ー
が
「
交
わ
り
」
に
つ
い
て
展
開
す
る
神
学
的
議
論
に
お
い
て
明
快

で
あ
る
。
「
交
わ
り
」
の
理
念
は
、
『
世
俗
の
時
代
』
に
お
い
て
は
近
代

の
厭
世
観
に
発
す
る
逆
説
的
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
対
置
さ
れ
る
。
後
者
は
、

た
と
え
ば
カ
ミ
ュ
の
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
人
間
の
生
の

ま
っ
た
き
無
意
味
・
無
価
値
を
悟
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
不
断
の

慈
善
行
為
＝
人
間
愛
を
も
っ
て
応
え
る
。
こ
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
要
諦
は
、

い
か
な
る
見
返
り
も
、
死
後
の
永
遠
の
生
や
復
活
さ
え
を
も
期
待
せ
ず

に
完
全
に
無
償
の
供
与
を
な
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
点
で
絶
対
的

0

0

0

な
ヒ

ロ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
イ
ラ
ー
は
「
交
わ
り
、
す
な
わ

ち
相
互
に
与
え
、
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
最
高
善
が
存
す
る
」

と
の
仮
定
を
立
て
、
そ
の
観
点
か
ら
「
無
償
の
供
与
」
の
自
己
閉
鎖
性

を
指
摘
す
る

）
50
（

。
あ
ら
ゆ
る
返
礼
を
贈
与
の
純
粋
性
を
損
な
う
も
の
と
し

て
辞
退
す
る
利
他
的
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
一
方
向
性
の
ゆ
え
に
他
者

と
の
相
互
的
関
係
の
動
機
を
欠
く
。
し
か
る
に
、
テ
イ
ラ
ー
が
自
ら
の

も
の
と
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
交
わ
り
」
、
す
な
わ
ち
「
そ

れ
ぞ
れ
が
他
方
に
と
っ
て
贈
与
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
が
与
え
、

ま
た
受
け
取
る
よ
う
な
、
そ
し
て
与
え
る
こ
と
と
受
け
取
る
こ
と
と
の

線
引
が
曖
昧
に
な
る
よ
う
な
結
び
つ
き
」
で
あ
っ
た

）
51
（

。
テ
イ
ラ
ー
の
理

解
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
普
遍
性
と
は
、
ま
さ
し
く
「
独
力
で
は
全
体

性
を
達
成
し
え
な
い
こ
と
、
相
補
性
が
必
須
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
多
様
な
存
在
か
ら
成
る
一
性
」
な
の
で
あ
る

）
52
（

。

　

バ
ト
ラ
ー
が
苦
難
の
記
憶
を
想
起
す
る
こ
と
で
歴
史
を
中
断
さ
せ
、

選
択
不
可
能
な
共
棲
相
手
と
の
差
異
を
差
異
の
ま
ま
に
、
調
停
不
可
能

な
多
元
性
を
多
元
性
そ
れ
自
体
の
ま
ま
に
価
値
付
け
る
と
い
う
一
種
の

逆
説
を
経
て
、
義
務
論
的
な
「
共
棲
」
の
倫
理
を
導
く
の
に
対
し
、
テ

イ
ラ
ー
は
明
白
に
、
差
異
に
よ
っ
て
境
界
づ
け
ら
れ
た
者
た
ち
が
越
境

的
な
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
を
通
じ
て
至
り
着
く
「
一
致
」
と

し
て
の
「
普
遍
性
」
に
倫
理
的
目
標
を
置
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

一
致
に
お
い
て
も
、
当
初
の
差
異
は
保
持
さ
れ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と

も
相
補
的
な
「
交
わ
り
」
が
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
自
他
の
関
係
を
互

い
に
と
っ
て
の
豊
穣
化
と
理
解
す
る
に
足
る
だ
け
の
友
愛
的
意
志
が
、

必
須
の
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
贖
い
は
、
中
断
さ
れ
る
こ
と
、
撒
き
散
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
流
出
し
た
光
と
し
て
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
あ
る
こ
と
、
ま
っ

た
き
他
者
に
収
奪
さ
れ
る
こ
と
、
い
わ
ば
否
定
性
そ
れ
自
体
の
う
ち
に

見
出
さ
れ
る
。
他
方
、
テ
イ
ラ
ー
の
倫
理
学
的
／
神
学
的
努
力
は
、
つ

ね
に
多
様
な
る
も
の
の
交
わ
り
と
一
致
と
い
う
肯
定
性
に
差
し
向
け
ら

れ
て
い
る
。
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テ
イ
ラ
ー
が
交
わ
り
に
寄
せ
る
希
望
は
、
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
は
楽

観
的
に
す
ぎ
、
現
実
離
れ
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
テ
イ
ラ
ー

の
目
に
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
倫
理
は
過
度
に
消
極
的
、
自
己
閉
鎖
的
と
も

映
ろ
う
。
し
か
し
、
両
者
が
自
ら
の
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
の
包
括
的
教
説

か
ら
導
く
以
上
、
な
お
超
越
的
な
審
級
に
訴
え
て
そ
の
内
容
的
な
正
当

性
を
評
価
・
裁
定
す
る
こ
と
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
ど
の
定
義
に
よ
る

の
で
あ
れ
「
世
俗
主
義
」
の
原
理
に
照
ら
し
て
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

確
認
さ
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
か
の
見
解
の
覇
権
的
な
正
し
さ
で
は
な
く
、

互
い
を
特
徴
づ
け
る
差
異
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
ま
さ
に
こ

の
対
話
の
只
中
に
、
公
共
圏
に
お
け
る
宗
教
の
多
様
な
声
を
聴
き
分
け

る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
論
を
彼
の
宗
教
性
と
の
深
い
連
関

に
お
い
て
捉
え
る
と
同
時
に
、
し
か
し
そ
れ
が
当
の
宗
教
性
に
自
閉
す

る
こ
と
な
く
、
開
か
れ
た
多
元
主
義
的
性
格
を
保
つ
こ
と
を
論
じ
る
も

の
だ
っ
た
。
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
の
構

想
は
『
世
俗
の
時
代
』
の
議
論
、
と
く
に
多
元
主
義
的
な
「
世
俗
性
」

の
概
念
の
上
に
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
な
お
、
多
様
性
を
肯
定
的
に

価
値
づ
け
る
神
学
的
理
由
に
足
場
を
も
つ
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の
対
比

的
検
討
に
お
い
て
は
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
が
い
わ
ば
一
つ
の
包
括

的
教
説
の
内
部
か
ら
、
重
な
り
合
う
合
意
に
向
け
て
語
ら
れ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
バ
ト
ラ
ー
と
の
対
話
を
検
討
す
る
中
で

は
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
的
立
場
が
、
そ
の
教
義
の
神
学
的
内
実
に
お
い

て
も
、
多
様
な
他
者
性
を
希
求
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
差
異
を
横
断

す
る
相
互
的
な
交
わ
り
が
、
彼
の
信
奉
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
「
普
遍

性
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
見
て
き
た
議
論
の
全
体
を
通
じ
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
の

構
想
は
遂
行
的
な
仕
方
で
も
示
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
彼
の
一
連
の

主
張
は
そ
れ
自
体
、
開
か
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
空
間
で
、
公
開
討
論

の
場
で
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
点
で
「
公
共
的
」
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ

の
動
機
を
な
す
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
信
仰
と
切
り
離
し
て
は
容
易
に
理
解

し
え
な
い
と
い
う
点
で
深
く
「
宗
教
的
」
な
言
説
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー

は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
で
あ
れ
バ
ト
ラ
ー
と
で
あ
れ
、
そ
の
対
話
実
践

の
現
場
に
お
い
て
、
自
身
の
立
場
と
他
の
多
様
な
立
場
と
の
間
に
可
能

な
重
な
り
合
う
合
意
を
、
ど
れ
ほ
ど
部
分
的
に
で
あ
れ
見
出
そ
う
と
し

て
い
た
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
異
な
る
立
場
間
の

相
互
的
な
や
り
と
り
に
は
原
理
的
に
終
わ
り
が
な
い
。
そ
し
て
彼
は
、

こ
う
し
て
終
わ
り
の
な
い
こ
と
、
他
者
の
言
葉
の
要
点
を
容
易
に
汲
み

尽
く
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
「
肯
定
的
な
側
面
」
と
捉
え
る

の
だ
っ
た

）
53
（

。

　

「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
？
」
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
相
手
に
、

今
日
の
多
元
性
に
開
か
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
と
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す
れ
ば

）
54
（

、「
再
定
義
」
論
文
は
さ
し
ず
め
、
語
り
か
け
る
相
手
を
カ
ト
リ
ッ

ク
に
と
っ
て
の
他
者
と
定
め
た
そ
の
対
応
物
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て

い
る
だ
ろ
う
。
テ
イ
ラ
ー
は
世
俗
主
義
社
会
に
、
宗
教
を
特
別
扱
い
せ

ず
、
多
様
性
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
他
の
基
本
的
見
解
と
同
等
の
地

位
を
与
え
る
こ
と
を
求
め
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
主
張
が
、
テ
イ
ラ
ー

自
身
の
宗
教
的
源
泉
に
ま
で
遡
ら
れ
る
一
方
で
、
同
時
に
そ
の
個
別
性

や
限
界
性
を
超
え
て
ゆ
く
「
普
遍
化
」
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
見
た
。
い
ま
や
テ
イ
ラ
ー
の
世
俗
主
義
論
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て

示
す
の
は
、
世
俗
と
宗
教
双
方
の
声
が
と
も
に
境
界
を
飛
び
越
え
て
交

わ
る
、
公
共
圏
の
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。

 

（
つ
ぼ
こ
・
い
く
お
／
宗
教
学
・
宗
教
哲
学
）

注（
1
） 

本
稿
が
詳
細
に
検
討
す
る
も
の
の
他
に
も
、
世
俗
主
義
に
関
わ
る
主
要
な

論
集
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
ら
れ
る
。M

ichael W
arner et al. eds., 

Varieties of Secularism
 in a Secular Age, C

am
bridge: H

arvard U
niversity 

Press, 2010. C
raig C

alhoun et al. eds., Rethinking Secularism
, N

ew
 York: 

O
xford U

niversity Press, 2011. C
raig C

alhoun et al. eds., H
aberm

as and 

Religion, C
am

bridge: Polity Press, 2013. C
harles Taylor, Alfred Stepan 

eds., Boundaries of Toleration, N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 

2014. W
innifred Fallers Sullivan et al. eds., Politics of Religious Freedom

, 
C

hicago and London: U
niversity of C

hicago Press, 2015. 

ま
た
日
本
で

も
、
同
様
の
主
題
に
関
わ
る
研
究
が
相
次
ぎ
発
表
さ
れ
て
い
る
。
『
年
報
政

治
学
―
―
宗
教
と
政
治
』
（
日
本
政
治
学
会
編
、
木
鐸
社
、
二
〇
一
三
年
）

所
収
の
諸
論
考
や
、
後
藤
正
英
「
世
俗
と
宗
教
の
翻
訳
可
能
性
」
（
『
宗
教
哲

学
研
究
』
第
三
二
号
、
宗
教
哲
学
会
編
、
二
〇
一
五
年
、
四
二
―
五
四
頁
）

は
、
当
該
の
問
題
領
域
に
つ
い
て
の
優
れ
た
見
取
り
図
を
示
す
も
の
で
、
本

稿
に
と
り
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
先
行
研
究
で
あ
る
。

（
2
） 

そ
も
そ
も
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
論
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
純
粋
に
価
値
自
由
な

社
会
学
的
性
格
の
も
の
と
見
る
の
は
少
々
ナ
イ
ー
ヴ
で
あ
ろ
う
。
『
近
代
世

界
の
公
共
宗
教
』
（José C

asanova, Public Religions in the M
odern W

orld, 
C

hicago: U
niversity of C

hicago Press, 1994.

） 

の
著
者
は
、
宗
教
が
公
共

圏
に
お
い
て
も
つ
「
力
」
に
関
し
て
自
ら
の
規
範
的
な
評
価
を
そ
れ
と
し
て

示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
彼
は
明
確
に
「
論
争
的
」
な
意
図
の
下
、
宗
教

の
「
脱
私
事
化
」
が
社
会
の
「
近
代
化
」
と
矛
盾
し
な
い
可
能
性
を
記
述
し

て
い
る
。
同
書
の
い
く
つ
か
の
事
例
研
究
は
、
「
近
代
の
規
範
的
な
観
点
か

ら
見
て
正
当
化
可
能
で
、
な
お
好
ま
し
い
も
の
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い

よ
う
な
、
宗
教
の
脱
私
事
化
の
形
態
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
こ
と
」
（Ibid., 

pp. 220-221.

）
を
証
明
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を

事
実
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
、
実
践
的
に
は
、「
宗
教
は
脱
私
事
化
す
べ
き
か
」

ま
た
「
い
か
に
し
て
そ
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
規
範
性
に
関
わ
る
問
題
提
起
、

要
す
る
に
「
世
俗
主
義
」
に
関
わ
る
問
題
提
起
を
も
促
さ
ず
に
は
い
な
か
っ

た
。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
自
身
に
よ
る
こ
れ
ら
の
議
論
の
区
別
に
つ
い
て
は
次
の
論

考
を
参
照
。José C

asanova, “Th e Secular, Secularizations, Secularism
s ”, 

in Rethinking Secularism
, pp. 54-74.

（
3
） C

harles Taylor, A
 Secular A

ge, C
am

bridge, M
assachusetts and 

London: Th e Belknap Press of H
arvard U

niversity Press, 2007. 

（
以
下
、

SA

と
略
記
。
）

（
4
） 

こ
の
点
で
本
稿
は
、Varieties of Secularism

 in a Secular Age

の
編
者
た
ち

の
見
解
に
同
意
す
る
（Varieties of Secularism

 in a Secular Age, pp. 6-7.

）
。

（
5
） Eduardo M

endieta, Jonathan VanAntw
erpen eds., Pow

er of Religion in 

the Public Sphere, N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 2011. 

（
以
下
、
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PoR

と
略
記
。
）
本
書
は
、
二
〇
〇
九
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
催
さ
れ
た
公

開
討
論
会
の
模
様
を
収
録
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
以
外
の
主
要
な
登
壇
者
は
、

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
コ
ー
ネ
ル
・
ウ

エ
ス
ト
の
三
者
で
あ
り
、
同
書
で
は
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
と
討
論
を
読
む

こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
本
書
引
用
の
日
本
語
訳
は
引
用
者

に
よ
る
が
、
一
部
次
の
訳
書
を
参
考
と
し
た
。
箱
田
徹
・
金
城
美
幸
訳
『
公

共
圏
に
挑
戦
す
る
宗
教
―
―
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
に
お
け
る
共
棲
の
た
め

に
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
6
） C

harles Taylor, “W
hy W

e N
eed a R

adical R
edefinition of 

Secularism
”, in PoR, pp. 34-59.

（
7
）  PoR, pp. 34-35.

（
8
） PoR, p. 36.

（
9
） PoR, p. 37.

（
10
） PoR, p. 48.

（
11
） PoR, p. 41.

（
12
） PoR, p. 56.

（
13
） SA, p. 3.

（
14
） SA, p. 21.

（
15
） SA, pp. 303-304.

（
16
） SA, chapter 15.

（
17
） SA, p. 770.

（
18
） SA, p. 772.

（
19
） C

harles Taylor, “A
 C

atholic M
odernity? ”, in Jam

es L. H
eft ed., A 

C
atholic M

odernity?: C
harles Taylor’s M

arianist Aw
ard Lecture, O

xford: 
O

xford U
niversity Press, 1999, pp. 14-15.

（
20
）  SA, pp. 703-707. 

そ
の
神
学
的
背
景
に
関
し
て
は
、
坪
光
生
雄
「
切
断

に
抗
し
て
―
―
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
受
肉
の
思
想
」
（
『
宗
教
研
究
』

三
八
二
号
、
五
三
―
七
六
頁
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
21
） 

こ
の
点
で
、
テ
イ
ラ
ー
は
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

イ
リ
イ
チ
は
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
化
を
「
受
肉
」
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
す

る
裏
切
り
と
見
て
い
た
。SA, pp. 737-743.

を
参
照
。

（
22
） PoR, p. 61.

（
23
） Ibid.

（
24
） PoR, p. 26.

（
25
） PoR, pp. 63-65.

（
26
） 

「
啓
蒙
」
は
一
般
に
、
「
闇
か
ら
光
へ
の
道
行
き
」
、
「
誤
謬
と
幻
想
に
満
ち

た
思
考
の
領
域
か
ら
、
つ
い
に
真
理
を
手
に
す
る
領
域
へ
と
向
か
う
絶
対
的

な
ま
っ
た
き
移
行
」
と
理
解
さ
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
理
解
の
基

底
を
な
す
考
え
を
「
神
話
」
と
呼
ん
で
攻
撃
す
る
（PoR, p. 52

）
。

（
27
） PoR, p. 50.

（
28
） PoR, p. 53.

（
29
） PoR, p. 64.

（
30
） PoR, p. 65.

（
31
） 

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
他
者
の
受
容
―
―
多
文
化
社
会
の
政
治
理

論
に
関
す
る
研
究
』
高
野
昌
行
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
、
一

〇
二
頁
。

（
32
） 

前
掲
書
、
一
〇
七
頁
。

（
33
） 

手
続
き
が
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
実
践
理
性
が
普
遍
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
書
、
一
二
四
頁
を
参

照
。

（
34
） PoR, p. 61.

（
35
） PoR, p. 66.

（
36
） 

た
だ
し
、
世
俗
的
市
民
と
宗
教
的
市
民
と
が
相
互
学
習
に
向
か
う
態
度
に

関
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
法
的
に
課
し
え
な
い
一
種
の
倫
理
に
訴
え
て

い
る
（PoR, p. 26

）
。
す
る
と
今
度
は
、
実
践
理
性
が
一
貫
し
て
手
続
き
主

義
的
に
解
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
倫
理
的
要
請
が
重
な
り
合
う
合
意
を
い
か
に
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迂
回
し
う
る
か
と
い
う
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
を

十
分
に
論
じ
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
37
） Varieties of Secularism

 in a Secular Age, p. 318.
（
38
） Judith Butler, “Is Judaism

 Zionism
? ” , in PoR, pp. 70-91.

（
39
） PoR, p. 80.

（
40
） PoR, p. 81.

（
41
） PoR, p. 86.

（
42
） PoR, p. 88.

（
43
） PoR, p. 83.

（
44
） PoR, p. 113.

（
45
） PoR, p. 114.

（
46
） 

こ
の
点
で
「
翻
訳
」
は
バ
ト
ラ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
的
倫
理
に
と
っ
て
む
し
ろ
決

定
的
な
意
義
を
持
つ
。
そ
の
場
合
の
「
翻
訳
」
と
は
、
そ
れ
自
体
、
自
己
同

一
性
の
中
断
、
馴
染
み
の
な
い
も
の
に
開
か
れ
る
こ
と
、
拠
っ
て
立
つ
土
地

の
収
奪
、
原
型
的
な
も
の
が
撒
き
散
ら
さ
れ
る
こ
と
（
ま
た
は
「
散
種
」
）

に
他
な
ら
な
い
（Judith Butler, Parting W

ays: Jew
ishness and the C

ritique of 

Zionism
, N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity Press, 2012, Introduction, pp. 
1-27.

）
。

（
47
） PoR, p. 113.

（
48
） PoR, p. 116.

（
49
） PoR, p. 116-117.

（
50
） SA, p. 702.

（
51
） Ibid.

（
52
） A C
atholic M

odernity?, p. 14.

（
53
） PoR, p. 112.

（
54
） Ruth Abbey, “Turning or Spinning? C

harles Taylor ’s C
atholicism

: A 
R

eply to Ian Fraser, ” C
ontem

porary Political Th eory, 5, 2006, pp. 163-
175. 

を
参
照
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
公
共
宗
教
・
世
俗
主
義
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
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書
評
　

H
um

e’s Sceptical Enlightenm
ent

（Ryu Susato, Edinburgh University Press, 2015

）

奥
田
太
郎

　

ヒ
ュ
ー
ム
研
究
に
お
い
て
、
新
た
な
世
代
に
よ
る
必
読
の
名
著
が
届
け

ら
れ
た
。
そ
う
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
、
社
会
思
想

史
研
究
者
リ
ュ
ウ
・
ス
サ
ト
が
「
懐
疑
的
啓
蒙
（sceptical enlightenm

ent

）
」

と
い
う
分
析
・
解
釈
の
た
め
の
鍵
概
念
を
掲
げ
て
、
十
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
を
生
き
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
の
全
体
像
を
、
可

能
な
限
り
歴
史
的
な
実
像
に
近
い
姿
で
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
試
み
た
、

ヘ
ビ
ー
級
の
思
想
史
研
究
書
で
あ
る
。

　

こ
の
重
厚
な
研
究
は
、
幅
広
く
収
集
さ
れ
言
及
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
一

次
文
献
群
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
で
の
研
究
は
、
か
つ
て
は
、

英
語
圏
の
第
一
級
の
図
書
館
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な
、
一
部
の
恵
ま
れ

た
研
究
環
境
に
置
か
れ
た
研
究
者
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
資
質
が

あ
っ
た
と
し
て
も
物
理
的
に
遂
行
不
可
能
な
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
、
現
在
、
一
七
〇
一
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
ま
で
に
英
語
で
刊
行
さ

れ
た
二
〇
万
点
も
の
印
刷
物
が
収
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
スEighteenth-

C
entury C

ollection O
nline I &

 II

（
以
下
、
E 

C 

C 

O
）
が
利
用
可
能
な

環
境
は
、
英
米
諸
地
域
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
お
い
て
も
（
ま
だ
不
十
分

な
が
ら
）
整
い
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
E 

C 

C 

O
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
文
献
を
横
断
的
に
全
文
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、
資
料
を
用
い
た
研
究
の
手
法
と
性
質
そ
の
も
の
が
実
質
的
に
大
き

く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
、
本
書

の
よ
う
な
水
準
の
高
い
研
究
書
が
日
本
在
住
の
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
E 

C 

C 

O
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
へ
の

ア
ク
セ
ス
環
境
の
変
化
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
（cf. 

壽
里
竜

「
E 

C 

C 

O
と
い
う
強
力
な
武
器
」
『
関
西
大
学
図
書
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
19
、
二
〇

一
四
年
、
一
二
―
一
四
頁
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
研
究
環
境
と
研
究
手
法
と
い
う

点
で
も
、
本
書
は
「
新
た
な
世
代
」
に
よ
る
画
期
を
な
す
成
果
と
位
置
づ

け
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

他
方
で
、
本
書
評
に
お
い
て
私
は
、
本
書
の
著
者
名
を
あ
え
て
「
リ
ュ

ウ
・
ス
サ
ト
」
と
表
記
し
た
い
。
確
か
に
彼
は
、
私
が
大
学
院
時
代
か
ら

よ
く
知
る
壽
里
竜
そ
の
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
に
向
き
合
う
と
き
、「
壽
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里
竜
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
、
想
像
を
超
え
る
研
鑽
と
努
力
に
裏
打
ち
さ

れ
た
偉
業
、
す
な
わ
ち
、
英
米
圏
の
専
門
機
関
で
教
育
を
受
け
た
わ
け
で

は
な
い
、
日
本
語
を
母
語
と
す
る
研
究
者
が
、
数
あ
る
研
究
領
域
の
な
か

で
も
最
も
言
語
的
な
壁
が
厚
い
も
の
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
思
想
史
研
究
の

領
域
に
お
い
て
、
果
敢
に
も
大
部
の
、
そ
し
て
重
厚
な
内
容
を
備
え
た
本

格
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
属
す
る
言
語
圏
で
刊
行
し
た
、

と
い
う
「
偉
業
」
を
逆
説
的
に
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
本
書
は
、
壽
里
竜
の
研
究
が
英
語
に
翻
訳
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本
書
は
、
リ
ュ
ウ
・
ス
サ
ト
と
い
う
日
本
の
大
学

で
研
究
に
励
む
一
人
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
者
が
、
研
究
対
象
で
あ
る
ヒ
ュ
ー

ム
の
属
す
る
言
語
圏
で
著
し
た
研
究
書
で
あ
り
、
翻
訳
さ
れ
た
元
ネ
タ
な

ど
な
い
な
か
で
、
そ
の
名
の
も
と
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
み
、

英
語
圏
の
読
者
た
ち
に
直
接
読
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
本

書
か
ら
は
、
リ
ュ
ウ
・
ス
サ
ト
に
い
か
な
る
漢
字
が
当
て
は
ま
る
の
か
を

読
者
は
知
り
よ
う
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
私
に
と
っ
て
、
本
書
の
著
者

は
あ
く
ま
で
も
リ
ュ
ウ
・
ス
サ
ト
で
あ
る
。
現
地
の
文
化
や
歴
史
に
関
わ

る
人
文
系
の
研
究
に
お
い
て
、
言
語
の
壁
は
、
他
領
域
の
人
々
が
考
え
る

以
上
に
厚
い
。
日
本
語
を
主
た
る
言
語
と
し
て
用
い
る
人
文
系
の
学
術
共

同
体
の
学
術
誌
で
の
書
評
で
本
書
を
扱
う
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
省
略

し
て
は
い
け
な
い
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
た
め
、
あ
え
て
言
及
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

　

さ
て
、
内
容
へ
と
話
題
を
移
そ
う
。
本
書
は
、
序
論
を
含
む
八
つ
の
章

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
と
な
る
序
論
で
は
、
本
書
全
体
を
貫
く

「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
鍵
概
念
へ
の
論
及
が
あ
り
、
本
書
全
体
の
構
想

が
語
ら
れ
る
。
本
書
の
試
み
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
鍵
概
念
に
つ

い
て
、
ス
サ
ト
の
説
明
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
基
本
的
な
部
分
を
押
さ
え
て

お
こ
う
。
ス
サ
ト
は
、
本
書
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
な
認
識
論

に
関
わ
る
著
作
以
外
の
著
作
に
お
い
て
も
彼
の
懐
疑
論
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
文
献
学
的
に
実
証
し
よ
う
と
試
み
る
。

そ
の
際
に
は
、
啓
蒙
と
い
う
文
脈
で
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
位
置
づ
け
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
懐
疑
論
を
主
た
る
立
場
と
し
て
採
用
し

な
が
ら
、
同
時
に
、
近
代
的
価
値
の
擁
護
と
し
て
の
啓
蒙
の
担
い
手
で
も

あ
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
的
構
え
を
一
言
で
捕
ま
え
る
鍵
概
念
（
あ
る
い

は
発
見
的
装
置
）
と
し
て
、
ス
サ
ト
は
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
と
い
う
語
を
選

び
取
る
。
ス
サ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
そ
の
も
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ

が
一
九
七
六
年
に
刊
行
し
た
著
書
（Th e Enlightenm

ent in Am
erica

）
に
お
い

て
用
い
た
表
現
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
、
ダ
ン
カ
ン
・

フ
ォ
ー
ブ
ズ
に
よ
る
「
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ
主
義
」
を
更
新
し
た
も
の
で
あ

る
（p. 9-10

）
。
ス
サ
ト
は
、
こ
の
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
を
旗
印
に
、
奢
侈
、

宗
教
、
民
主
政
体
、
文
明
化
と
い
っ
た
啓
蒙
の
諸
課
題
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー

ム
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
構
え
の
も
と
に
取
り
組
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
、

『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
や
エ
ッ
セ
イ
群
な
ど
ヒ
ュ
ー
ム
の
残
し
た
数
々
の

著
作
を
横
断
し
な
が
ら
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
解
明
し
て
い
く
。

　

ま
ず
第
二
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
用
い
る
哲
学
的
な
道
具
立
て
の
代
表

格
で
あ
る
観
念
連
合
理
論
、
と
り
わ
け
「
想
像
力
」
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社

会
科
学
的
探
究
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
、

ま
た
、
他
の
思
想
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
論
の
独
自
性
の

所
在
が
明
確
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
心
理
の
究
極
原
因
を
想
定
せ
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第
八
章
で
は
、
十
九
世
紀
初
期
の
ブ
リ
テ
ン
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
評
価
の

実
像
を
実
証
的
に
解
明
し
、
「
懐
疑
論
の
プ
リ
ン
ス
」
と
「
歴
史
学
の
プ

リ
ン
ス
」
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
の
揺
ら
ぎ
の
な
か
に
当
時
の
ヒ
ュ
ー
ム
像

の
あ
り
か
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
ス
サ
ト
は
そ
こ
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
懐
疑

的
啓
蒙
」
の
残
響
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ス
サ
ト
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
の
担
い
手

と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
か
ら
は
、
硬
直
し
た
二
分
法
に
と
ら
わ
れ
が

ち
な
私
た
ち
の
実
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
逃
れ

う
る
の
か
を
人
間
社
会
の
不
確
定
な
揺
れ
動
き
か
ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
な

く
見
い
だ
そ
う
と
試
み
続
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
終
わ
り
な
き
「
実
験
」
の

姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
牽
強
付
会
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
、

本
書
が
提
示
し
て
み
せ
る
「
歴
史
的
な
ヒ
ュ
ー
ム
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
複
雑
な
現
実
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
人
々
が
雪
崩
を
打
っ
て
思
考

を
硬
直
化
さ
せ
て
い
く
か
の
如
き
昨
今
の
世
界
的
な
情
勢
を
前
に
茫
然
と

立
ち
す
く
む
幾
人
か
の
「
哲
学
者
」
た
ち
に
、
な
に
が
し
か
の
哲
学
的
な

慰
め
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
全
体
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お

こ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
に
携
わ
る
者
に
は
共
通
了
解
か
と
思
わ
れ
る
が
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
に
は
、
辻
褄
が
合
わ
な
さ
そ
う
に
見
え
て
実
は
筋
が

通
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
、
そ
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
ミ
ス
テ
リ
ー

が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
ス
サ
ト
は
、
そ
う
し
た
ミ
ス

テ
リ
ー
を
十
八
世
紀
の
文
献
の
精
密
な
読
解
に
基
づ
き
な
が
ら
、
一
つ
ず

つ
紐
解
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究

者
が
、
そ
う
し
た
謎
解
き
を
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
試
み
て
き
た
わ
け
だ

ず
、
想
像
力
の
働
き
の
種
類
の
別
に
つ
い
て
も
実
在
的
に
は
捉
え
ず
に
お

く
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
へ
の
方
法

論
的
基
礎
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
続
く
第
三
章
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
政
治
と
歴
史
に
関
わ
る
著
作
を
通
じ
て
「
意
見
」
と
い
う
概
念
が
果
た

し
た
役
割
を
探
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
同
時
代
の
思
想
家
た
ち
と
は
一
線
を

画
す
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
懐
疑
の
精
神
」
の
現
れ
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
章
で

の
論
証
を
通
じ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
確
立
さ
れ
た
も

の
に
盲
従
す
る
こ
と
の
推
奨
で
は
な
く
、
確
立
さ
れ
た
も
の
を
差
し
当
た

り
の
手
引
き
と
し
て
信
頼
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
可
変
性
と
不
定
性
に
懐

疑
の
目
を
向
け
続
け
る
こ
と
で
あ
る
、
と
ス
サ
ト
は
喝
破
す
る
（p. 85

）
。

こ
れ
ら
二
つ
の
章
で
ス
サ
ト
は
、
想
像
力
と
意
見
と
い
う
「
懐
疑
的
啓
蒙
」

の
哲
学
的
基
礎
の
内
実
を
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
仕
方
で
提
示
し
、
そ
の

後
に
続
く
四
つ
の
章
で
、
啓
蒙
の
課
題
と
し
て
の
奢
侈
（
第
四
章
）
、
宗

教
（
第
五
章
）
、
民
主
政
体
（
第
六
章
）
、
文
明
化
（
第
七
章
）
に
つ
い
て
、

保
守
と
急
進
の
ど
ち
ら
に
も
振
り
切
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
対
主
義

的
な
陥
穽
か
ら
は
無
縁
な
仕
方
で
綴
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
説
の
絶
妙
な

歩
幅
の
あ
り
よ
う
を
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
粘
り
強
く
描
き
出
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
第
七
章
に
至
っ
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、
人
間
社
会
が
継
続

的
に
不
安
定
な
状
態
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
確
信
が
、

人
間
本
性
が
普
遍
的
か
つ
恒
常
的
で
あ
る
と
い
う
彼
の
洞
察
に
由
来
し
て

い
る
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
科
学
と
人
間
本
性
論
と
の
繊
細
な
関
係

で
あ
り
、
ま
た
、
通
常
の
生
活
で
私
た
ち
が
よ
り
う
ま
い
仕
方
で
互
い
に

集
い
社
交
し
会
話
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
社
会
を
改
善

す
る
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
哲
学
的
な
基
本
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
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ろ
う
か
。
ス
サ
ト
が
自
覚
的
に
避
け
た
、
あ
る
特
定
の
視
角
か
ら
ヒ
ュ
ー

ム
の
言
説
を
再
構
成
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
こ
そ
明
ら
か
に
な
り
う

る
「
歴
史
的
な
ヒ
ュ
ー
ム
」
は
あ
り
え
な
い
の
か
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
疑
問
も
ま
た
、
ス
サ
ト
が
本
書
で
明
ら
か
に
し
た

ヒ
ュ
ー
ム
的
な
構
え
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
解
明
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
複

数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
間
の
振
幅
に
こ
そ
、
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
に
連
な
る
知
的

伝
統
の
真
髄
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
私
自
身
は
、
ス
サ
ト
が
本
書
で

と
っ
た
多
孔
的
で
包
摂
的
な
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
構
え
に
大
い
に
共
感
し
て
お

り
、
私
自
身
も
ま
た
そ
う
し
た
方
向
で
ヒ
ュ
ー
ム
と
対
峙
し
て
い
る
つ
も

り
だ
が
、
し
か
し
、
す
べ
て
が
そ
こ
に
う
ま
く
収
ま
り
そ
う
な
気
配
を
察

知
す
る
と
そ
れ
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
崩
し
た
く
な
る
の
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
懐
疑

と
い
う
も
の
で
も
あ
る
。
懐
疑
へ
の
懐
疑
の
果
て
に
は
何
が
あ
る
の
か
。

お
そ
ら
く
今
日
も
、
「
懐
疑
的
啓
蒙
」
の
プ
ロ
セ
ス
は
私
た
ち
の
日
常
の

な
か
で
揺
れ
動
き
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
、
本
書
に
お
け
る
ス
サ
ト
の

テ
ー
ゼ
は
、
日
々
の
私
た
ち
の
生
活
に
お
い
て
、
遂
行
的
に
正
当
化
さ
れ

続
け
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
お
く
だ
・
た
ろ
う
／
哲
学
・
倫
理
学
・
応
用
倫
理
学
）

が
、
本
書
に
お
け
る
ス
サ
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
特
有
の
特
徴
は
、
合
わ
な

い
辻
褄
は
合
わ
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
合
わ
な
さ
の
も
つ
事
柄
の
筋
目
を

ゆ
っ
た
り
と
性
急
さ
を
避
け
な
が
ら
探
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
さ

に
、
ス
サ
ト
の
掘
り
起
こ
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
構
え
を
ス
サ
ト
自
身
が
と

る
と
い
う
、
自
己
言
及
的
な
構
造
が
本
書
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
。

　

し
か
し
他
方
で
、
こ
う
し
た
構
造
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
な
疑
問
も
浮

か
ん
で
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
サ
ト
の
掘
り
起
こ
し
た
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
的

な
構
え
は
、
果
た
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
由
来
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

他
な
ら
ぬ
解
釈
者
ス
サ
ト
自
身
に
由
来
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で

あ
る
。
仮
に
、
ス
サ
ト
が
別
の
思
想
家
の
す
べ
て
の
著
作
を
対
象
と
し
て

同
様
の
研
究
を
今
回
と
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
で
行
な
っ
た
場
合
に
、
今
回
剔

抉
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
構
え
を
そ
の
思
想
家
に
対
し
て
見
出
す
こ
と
に

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
ス
サ
ト
が
本
書
を
通
じ
て
解
明
し

た
の
は
、
果
た
し
て
「
歴
史
的
な
ヒ
ュ
ー
ム
」
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、

対
象
を
選
ば
な
い
汎
用
性
の
あ
る
思
想
史
研
究
の
方
法
論
だ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
に
お
い
て
示

さ
れ
た
の
は
、
ス
サ
ト
独
自
の
研
究
方
法
論
に
す
ぎ
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ

の
一
例
と
し
て
示
さ
れ
た
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

ス
サ
ト
は
本
書
に
お
い
て
、
同
時
代
の
他
の
論
者
と
の
共
通
点
を
確
認

し
、
可
能
な
限
り
ヒ
ュ
ー
ム
の
独
自
性
を
そ
ぎ
落
と
す
仕
方
で
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
思
想
的
構
え
の
核
心
を
大
吟
醸
さ
な
が
ら
に
磨
き
上
げ
て
お
り
、
そ

の
作
業
を
読
者
と
し
て
辿
る
の
は
、
確
か
に
た
ま
ら
な
く
面
白
い
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
仕
方
で
核
心
に
迫
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
「
歴
史
的
な

ヒ
ュ
ー
ム
」
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
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的
位
置
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
序
章
「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
」

に
お
い
て
、
本
書
の
狙
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
『
資
本
蓄
積
論
』
の
）
再
評
価
の
担
い
手
と

な
っ
た
の
が
、
後
に
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
と
い
う
名
前
で
く
く
ら

れ
る
世
界
認
識
の
理
論
を
構
築
し
て
い
っ
た
人
々
だ
っ
た
。
私
が

「
ロ
ー
ザ
の
子
供
た
ち
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
の
こ
と

で
あ
る
。
『
資
本
蓄
積
論
』
と
い
う
「
才
気
あ
ふ
れ
た
特
異
な
作
品
」

が
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
の
主
唱
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
、

継
承
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
本
書
の
テ
ー
マ
と
な
る
。 

（
一
五
頁
）

　

こ
こ
で
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
主
唱
者
た
ち
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、

A
・
G
・
フ
ラ
ン
ク
、
S
・
ア
ミ
ン
、
I
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、

G
・
ア
リ
ギ
の
四
人
、
い
わ
ゆ
る
「
危
機
の
四
人
組
」
で
あ
る
。
以
下
で

そ
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　

第
一
章
「
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
―
―
資
本
主
義
の
不
可
能
性
」
で
、
植
村

氏
が
ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
『
資
本
蓄
積
論
』
に
お
け
る
『
資
本
論
』

批
判
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義

的
生
産
が
排
他
的
に
支
配
す
る
社
会
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
そ
の
よ
う
な
想
定
が
成
り
立
ち
得
な
い
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
し
か
し
、
植
村
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
中
に
は
排
他
的
支

配
を
前
提
と
し
な
い
歴
史
発
展
の
展
望
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
「
ザ
ス
ー
リ

　

書
評
　

『
ロ
ー
ザ
の
子
供
た
ち
、あ
る
い
は 

 
資
本
主
義
の
不
可
能
性
―
―
世
界
シ
ス
テ
ム
の
思
想
史

』

（
植
村
邦
彦
著
、
平
凡
社
、
二
〇
一
六
年
）

太
田
仁
樹

　

植
村
邦
彦
氏
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
に
対
す
る
強
い
関
心
は
、
植
村

邦
彦
『
マ
ル
ク
ス
を
読
む
』
（
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
、
以
下
『
マ
ル
ク
ス
』
）

以
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
を
介
在

さ
せ
て
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
つ
い
て
の
氏
の
見
解
を
さ
ら
に
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
論
の
学
説
史
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チ
宛
の
手
紙
」
と
そ
の
「
下
書
き
」
に
よ
っ
て
主
張
し
、
マ
ル
ク
ス
と
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
を
繋
ぐ
回
路
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
の
章
で
、
植
村
氏
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
『
経
済
学
入
門
』
の
意

義
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
資
本
主
義
的
生
産
の
排
他

的
支
配
の
不
可
能
性
か
ら
資
本
主
義
の
崩
壊
を
結
論
し
て
い
る
が
、
新
た

に
、
政
治
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
「
従
属
し
た
諸
関
係
」
を
伴
う
世
界
的

構
造
を
、
「
資
本
主
義
世
界
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
植
村
氏
は
、

こ
れ
を
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
流
の
認
識
の
先
駆
け
で
あ
る
と
高
く
評
価

す
る
。

　

第
二
章
「
レ
ー
ニ
ン
か
ら
ロ
ス
ト
ウ
へ
―
―
二
つ
の
発
展
段
階
論
」
は
、

「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
論
者
た
ち
を
扱
う
第
三
章
以
下
と
の
繋
ぎ
の
章
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
、
レ
ー
ニ
ン
と
い

う
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
家
W
・
W
・
ロ
ス
ト
ウ

で
あ
る
。
ま
ず
植
村
氏
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
文
書
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で

は
「
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
は
平
板
な
も
の
で
、
二
十
世
紀
後
半
に
登
場
す
る
世
界
シ
ス
テ
ム

論
者
が
使
う
「
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
は
意
味
内
容
が
ま
っ
た
く

異
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
な
く
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
「
資
本
主
義
世
界
」
こ
そ
が
、
今
日
の
「
世
界
シ
ス

テ
ム
」
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
は
、
「
ブ
ハ
ー
リ
ン
と
レ
ー
ニ
ン

に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
国
民
経
済
単
位
で
資
本
主
義
の
発
展
段
階
を
区

別
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
世
界
的
規
模
で
の
支
配
・
従
属
関
係

の
多
様
性
と
複
雑
さ
を
視
野
に
収
め
な
い
ま
ま
、
図
式
的
な
単
純
化
に

陥
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
」
（
六
一
頁
）
と
、
植
村
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

植
村
氏
に
よ
る
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
対
比

は
、
前
者
が
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
さ
を
認
識
し
得
な
か
っ
た

の
に
対
し
て
、
後
者
が
そ
れ
を
認
識
し
得
た
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
植
村
氏
的
理
解
は
フ
ラ
ン
ク
や
ア
ミ
ン
に
も
共
有
さ
れ
て
い

た
と
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
で
は
共
産
党
内
部
の
路
線
闘
争
に
お
け
る
ス
タ
ー

リ
ン
の
勝
利
に
よ
り
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
的
な
「
世
界
資
本
主
義
」
論
は
消
滅

し
、
「
一
国
発
展
段
階
」
論
と
い
う
べ
き
歴
史
理
論
が
確
立
す
る
。
「
五
段

階
の
発
展
段
階
」
論
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
戦
略
家
ロ
ス
ト
ウ
の
「
近
代
化
」
論
は
、
「
ソ
連
型
マ
ル

ク
ス
主
義
」
の
歴
史
理
論
に
対
置
し
て
、
「
五
つ
の
成
長
段
階
」
論
を
提

示
し
た
。
冷
戦
期
の
ソ
連
型
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
近
代
化
論
と

い
う
二
つ
の
「
発
展
段
階
」
理
論
は
、
「
鏡
像
を
見
る
よ
う
に
互
い
を
見

つ
め
合
っ
て
い
た
」
（
七
七
頁
）
。

　

第
三
章
「
フ
ラ
ン
ク
―
―
『
低
開
発
の
発
展
』
」
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
と

彼
の
「
低
開
発
の
発
展
」
と
い
う
概
念
を
否
定
す
る
E
・
ラ
ク
ラ
ウ
と
の

対
立
に
つ
い
て
、
両
者
の
対
立
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
対
す
る
ロ
シ
ア
・

マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
批
判
と
同
じ
意
味
を
持
つ
、
と
植
村
氏
は
主
張
す
る
。

フ
ラ
ン
ク
の
こ
の
概
念
を
高
く
評
価
す
る
植
村
氏
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
フ
ラ
ン
ク
へ
の
継
承
関
係
を
析
出
す
る
。
さ
ら
に
、

フ
ラ
ン
ク
と
ラ
ク
ラ
ウ
の
論
争
に
フ
ラ
ン
ク
側
か
ら
介
入
し
た
ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
を
も
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
繋
げ
て
い
る
。

　

第
四
章
「
ア
ミ
ン
―
―
『
不
等
価
交
換
』
」
で
は
、
初
期
の
ア
ミ
ン
の

代
表
作
『
世
界
的
規
模
に
お
け
る
蓄
積
』
が
紹
介
さ
れ
、
①
「
不
等
価
交
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四
年
ま
で
を
取
り
扱
う
に
す
ぎ
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
の
交
代
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
終
焉
を
彼
が

活
字
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
仕
事
の
空
隙

を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
ア
リ
ギ
の
仕
事
が
あ
る
。

　

第
六
章
「
ア
リ
ギ
―
―
『
世
界
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
」
の
植
村
氏
に
よ
れ
ば
、

ア
リ
ギ
は
『
長
い
二
十
世
紀
』
で
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
第
四
巻
以

降
で
予
定
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
衰
退
の
時
期
ま
で
分
析

し
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
リ
ギ
は
、
『
北
京
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
以
後
の
新
し
い
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
台
頭
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

だ
が
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
交
代
の
行
く
末
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
台
頭
、
米
国

の
復
権
、
暴
力
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
い
ず
れ
に
な
る
か
、
ア
リ
ギ
は

確
定
的
な
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
。
植
村
氏
も
そ
れ
を
紹
介
す
る
に
止

ま
っ
て
い
る
。

　

第
七
章
「
資
本
主
義
の
終
わ
り
の
始
ま
り
」
で
は
、「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」

者
で
は
な
い
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
彼
も
ま
た
「
ロ
ー
ザ
の
子

供
た
ち
」
の
一
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

終
章
「
資
本
主
義
の
終
わ
り
の
始
ま
り
」
で
は
、
植
村
氏
自
身
の
現
代

資
本
主
義
に
対
す
る
診
断
が
下
さ
れ
る
。
植
村
氏
に
よ
る
と
、
「
資
本
主

義
の
終
わ
り
」
は
す
で
に
「
始
ま
っ
て
い
る
」
。

　

以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
紙
数
も
残
り
少
な
い
の
で
、
読
了
後
に

浮
か
ん
だ
疑
問
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
評
者
の
見
解
を
略
述
し
た
い
。
関

心
の
あ
る
読
者
は
、
評
者
の
文
章
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

換
」
論
へ
の
貢
献
、
②
「
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
」
概
念
の
提
示
が
、
ア

ミ
ン
の
功
績
と
さ
れ
て
い
る
。
周
辺
で
は
、
中
心
部
に
よ
る
支
配
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
作
動
の
結
果
と
し
て
、
輸
出
活
動
や
軽
工
業
部
門
に
有
利
な
経

済
の
歪
曲
、
第
三
次
産
業
部
門
の
異
常
肥
大
な
ど
が
引
き
起
こ
さ
れ
、「
不

等
価
交
換
」
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、「
低
開
発
の
発
展
」
が
進
行
す
る
。

こ
の
「
周
辺
資
本
主
義
構
成
体
」
論
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
本
源
的
蓄

積
論
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
植
村
氏
の
ア
ミ
ン
評
価
で

あ
る
。

　

ま
た
、
「
貢
納
的
生
産
様
式
」
概
念
の
創
出
に
よ
る
、
ア
ミ
ン
の
世
界

史
像
の
再
構
成
を
、
植
村
氏
は
高
く
評
価
す
る
。
こ
の
点
で
、
ア
ミ
ン
は

マ
ル
ク
ス
の
議
論
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る

こ
の
よ
う
な
『
脱
神
聖
化
』
的
態
度
に
も
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
ア
ミ
ン

と
の
共
通
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
（
一
三
〇
頁
）
と
、
植
村
氏

は
考
え
て
い
る
。

　

第
五
章
「
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
―
―
『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
』
」
で
、

植
村
氏
が
ま
ず
確
認
す
る
の
は
、ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
「
世
界
経
済
」

概
念
」
が
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
認
識
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
階
級
は
世
界
経
済
と
い
う
基
礎
に
か
か
わ
る

客
観
的
な
分
析
概
念
だ
が
、
階
級
意
識
は
政
治
的
＝
国
民
的
な
上
部
構
造

に
か
か
わ
る
現
象
」
だ
、
と
い
う
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
認
識
は
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　

主
著
『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
』
は
、
一
九
七
四
年
段
階
の
構
想
で
は
四

巻
構
成
で
、
最
終
巻
は
「
一
九
一
七
年
か
ら
現
代
」
を
対
象
に
す
る
は
ず

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
に
上
梓
さ
れ
た
第
四
巻
は
、
一
九
一
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で
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
優
位
性
を
主
張
す
る
の
は
、
予
断
に
よ
る
も
の
と

し
か
言
え
な
い
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
「
指
針
」
の
理
論
的
背
景
に
は
、
ブ

ハ
ー
リ
ン
『
世
界
経
済
と
帝
国
主
義
』
だ
け
で
な
く
、
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国

主
義
』
が
あ
り
、
彼
の
「
資
本
主
義
世
界
体
制
（
シ
ス
テ
ム
）
」
論
が
踏
ま

え
ら
れ
て
い
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
議
論
が
、
眼
前
に
展
開
さ
れ
て
い

る
現
象
の
整
理
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
強
引
な
論
理
展
開
に
よ
る
無
理

と
い
う
難
点
を
は
ら
み
つ
つ
、
理
論
的
な
展
開
を
模
索
し
て
い
る
の
は

レ
ー
ニ
ン
の
方
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
の
議
論
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て

は
太
田
仁
樹
『
レ
ー
ニ
ン
の
経
済
学
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
九
年
、
以

下
『
レ
ー
ニ
ン
』
）
第
五
章
「
帝
国
主
義
論
と
世
界
資
本
主
義
体
制
論
」（
初

出
は
一
九
八
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
マ
ル
ク
ス
批
判
の
「
理
論
」
は
な
い
。
『
資
本
蓄

積
論
』
に
お
け
る
「
『
資
本
論
』
批
判
」
は
彼
女
の
理
論
的
能
力
の
欠
如

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
現
実
感
覚
が
豊
か
で
、

直
感
的
把
握
の
鋭
さ
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
『
経
済
学
入
門
』
の
議
論

が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
理
論
的
把
握
は
な
い
。
植
村

氏
は
、
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
「
脱
神
話
化
」
的
態
度
に
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

ク
と
ア
ミ
ン
の
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
が
、
的
を
射
た
も
の
と
は
言
え

な
い
。
前
者
は
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
対
す
る
無
理
解
と
反
発
を
示
す
も

の
だ
が
、
後
者
は
、
マ
ル
ク
ス
理
論
に
代
わ
る
理
論
を
模
索
す
る
も
の
で

あ
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
太
田
『
レ
ー
ニ
ン
』
補

論
二
「
帝
国
主
義
論
史
に
お
け
る
二
類
型
」
、
太
田
『
論
戦
』
第
四
章
「
ロ
ー

ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
『
批
判
的
方
法
』
」（
初
出
は
一
九
九
一
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

植
村
『
マ
ル
ク
ス
』
で
は
、
マ
ル
ク
ス
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
（
エ
ン
ゲ

ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
等
）
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
者
の
三
者
の
関
係
を
検
討
し
、

世
界
シ
ス
テ
ム
論
者
と
マ
ル
ク
ス
の
同
質
性
・
継
承
性
と
、
マ
ル
ク
ス
主

義
者
の
異
質
性
と
を
主
張
し
て
い
た
。
太
田
仁
樹
『
論
戦 

マ
ル
ク
ス
主

義
理
論
史
研
究
』
（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
以
下
『
論
戦
』
）
第
八
章

「
マ
ル
ク
ス
の
世
界
認
識
」
（
初
出
は
二
〇
〇
三
年
）
で
、
評
者
は
植
村
説

を
批
判
し
て
、
他
の
二
者
に
対
す
る
世
界
シ
ス
テ
ム
論
者
の
異
質
性
を
主

張
し
た
。
本
書
は
、
植
村
前
著
の
図
式
を
踏
襲
し
た
上
で
、
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
を
挿
入
し
、
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
の
対
比
で
、
彼
女
と
世

界
シ
ス
テ
ム
論
者
と
の
同
質
性
・
継
承
性
（
ロ
ー
ザ
の
「
子
供
た
ち
」
）
を

析
出
し
て
い
る
。

　

植
村
氏
の
マ
ル
ク
ス
理
解
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
ザ
ス
ー
リ
チ
の
手
紙
・

下
書
き
」
に
お
け
る
議
論
は
世
界
シ
ス
テ
ム
論
者
に
繋
が
る
論
理
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
が
、
曖
昧
な
印
象
を
残
し
て
い
る
。
晩
年
の
マ
ル
ク
ス
が

世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
繋
が
る
論
理
を
提
示
し
て
い
る
と
す
る
主
張
は
、
同

意
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
世
界
史
認
識
は
、
そ
の
メ
イ
ン
・

ロ
ジ
ッ
ク
に
お
い
て
、
「
単
線
的
発
展
段
階
論
」
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
敵
役
の
位
置
を
当
て
が
わ
れ
た
ロ
シ
ア
・
マ
ル
ク

ス
主
義
（
本
書
で
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
）
に
つ
い

て
は
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
無
理
論
性
・
平
板
性
が
嘲

笑
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
創
立
大
会
で
採
択
さ
れ
た
「
指
針
」
の

「
空
虚
」
さ
が
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
『
経
済
学
入
門
』
に
お
け
る
「
資
本

主
義
世
界
経
済
」
論
と
比
較
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
を
読
ん
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書
評
　

『
絢
爛
た
る
悲
惨
―
―
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
光
と
影

』

（
徳
永
恂
著
、
作
品
社
、
二
〇
一
五
年
）

三
島
憲
一

　

一
二
本
の
論
文
や
講
演
原
稿
と
ひ
と
つ
の
座
談
会
か
ら
な
る
本
書
は
、

ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
思
想
家
た
ち
の
知
的
苦
悩
と
亡
命
の
悲
惨
を
、
そ
し
て

彼
ら
の
知
的
輝
き
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
ま
ず
は
著
者
の
若
々
し

い
知
的
神
経
を
楽
し
ん
で
み
よ
う
。

　

例
え
ば
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
論
じ
た
文
章
に
は
、

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
身
だ
け
で
な
く
、
そ
の
概
念
自
体
が
深
く
問

　

「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
論
者
の
中
に
も
、
「
理
論
」
に
つ
い
て
の
態
度
は
違

い
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
の
主
張
は
、
「
理
論
」
に
「
現
実
」
を
対
置
す
る

よ
う
な
論
法
で
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ミ
ン
と

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
「
理
論
」
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
「
理

論
」
を
対
置
す
る
能
力
が
あ
る
。
植
村
氏
は
「
理
論
へ
の
反
発
」
と
「
理

論
的
批
判
」
を
同
一
化
し
た
た
め
に
、
各
論
者
の
理
論
的
な
個
性
を
明
瞭

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

思
想
の
類
型
論
や
系
譜
論
は
、
現
実
の
世
界
認
識
に
比
し
て
迂
遠
な
議

論
に
見
え
る
が
、
現
実
を
認
識
す
る
際
の
理
論
的
枠
組
み
を
自
覚
し
、
鍛

え
直
す
の
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
植
村
氏
の
果
敢
な
試
み
と
そ

こ
に
現
れ
て
い
る
難
点
は
、
わ
れ
わ
れ
に
貴
重
な
教
訓
を
与
え
て
い
る
。

 

（
お
お
た
・
よ
し
き
／
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
史
研
究
）
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い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
に
限
定
さ
れ
た
「
同
一
性
」
概
念

の
内
実
が
新
し
い
光
の
下
に
組
み
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は

「
人
権
」
と
い
う
価
値
の
普
遍
性
が
ど
う
い
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
持
つ
か
に

つ
い
て
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（23

。
算
用
数
字
は
本
書
頁
数
）
。

普
遍
的
価
値
が
実
際
に
は
多
様
に
展
開
す
る
と
い
う
着
想
。

　

あ
る
い
は
、
「
根
源
悪
は
抽
象
的
に
な
り
、
不
透
明
に
な
り
つ
つ
あ
る
」

（244

）
。
ボ
タ
ン
ひ
と
つ
で
大
量
殺
人
の
「
被
害
者
」
に
も
「
加
害
者
」

に
も
我
々
が
な
り
う
る
、
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
さ
ら
な
る
抽

象
性
の
残
虐
性
が
、
著
者
の
鋭
い
神
経
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

「
神
秘
主
義
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
形
而
上
学
的
志
向
と
い
う
も
の
は

ど
ん
な
経
験
的
な
個
物
に
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ジ
ン

メ
ル
の
基
本
的
な
確
信
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
（
「
ジ
ン
メ
ル
の
肖
像
」44

）
。

た
と
え
否
定
弁
証
法
的
で
あ
れ
、
形
而
上
学
的
概
念
を
「
そ
の
墜
落
の
瞬

間
」
（
ア
ド
ル
ノ
）
で
も
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
抗
し
て
保
持
し
よ
う
と
す
る

著
者
の
意
図
が
ジ
ン
メ
ル
解
釈
に
読
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、
「
だ
か
ら
私
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
言
い
た
い
、
し
い
て
イ
ス

ラ
エ
ル
の
土
地
に
固
執
す
る
な
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、

と
」
（
「
対
談
―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
」291

）
。
イ
ス
ラ
エ
ル
大
使
館

か
ら
文
句
を
つ
け
ら
れ
そ
う
な
こ
の
脱
線
的
発
言
も
実
は
脱
線
で
は
な
く
、

素
朴
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、
そ
れ
を
支
え
る
国
家
や
民
族
の
概
念
に

固
執
す
る
こ
と
が
も
た
ら
す
「
絢
爛
た
る
悲
惨
」
を
凝
視
す
る
神
経
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
「
絢
爛
た
る
悲
惨
」
と
い
う
、
こ
の
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
表

現
は
元
来
の
カ
ン
ト
（
『
判
断
力
批
判
』432

）
や
ゲ
ー
テ
（
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
）

で
は
、
〈
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
悲
惨
〉
と
い
う
意
味
だ
。
誤
訳
に
近
い
。

　

き
わ
め
つ
き
は
、
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ク
レ
ー
の
交
錯
」
を
論
じ
た
論
文

の
末
尾
、
も
は
や
「
文
」
で
は
な
い
だ
け
に
迫
力
の
あ
る
一
句
「
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
（134

）
だ
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
が

崩
壊
し
た
か
の
よ
う
な
、
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
精
神
も
か
つ
て
の
喚
起
力
が

う
す
れ
た
か
の
よ
う
な
現
在
に
、
同
じ
く
霞
ん
で
き
た
か
に
見
え
る
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
こ
の
一
句
で
救
い
出
そ
う
と
す
る
。
既
成
の
思
想
に
コ

ミ
ッ
ト
し
な
い
、
ま
た
既
成
で
な
い
思
想
で
あ
っ
て
も
そ
の
既
成
の
読
解

に
コ
ミ
ッ
ト
し
な
い
、
そ
し
て
、
瞬
間
ご
と
の
勝
ち
目
の
な
い
批
判
の
一

閃
に
賭
け
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
―
―
少
し
斜
に
構
え

て
粋
が
る
矜
持
と
謙
遜
の
あ
い
ま
じ
っ
た
姿
勢
。
含
羞
を
含
ん
だ
断
定
文
。

　

「
未
来
が
空
白
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
絶
望
自
体
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」
（115

）
と
い
う
す
ご
い
発
言
も
。
破

局
が
つ
づ
く
時
代
に
あ
っ
て
、
た
だ
の
破
局
の
延
長
で
な
い
「
空
白
と
し

て
の
未
来
」
に
、
下
手
な
左
翼
の
よ
う
に
希
望
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
し

か
し
、
そ
の
空
白
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
、
な
に
ご
と
に
も
と
ら
わ
れ
な

い
視
線
。
「
と
ら
わ
れ
な
い
」
と
い
っ
て
も
「
こ
だ
わ
り
」
は
あ
る
。
特

に
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
お
け
る
「
図
像
化
禁
止
」
に
は
。
「
こ
だ
わ
り
」
が
あ

り
な
が
ら
、
「
と
ら
わ
れ
な
い
」
と
い
う
曲
芸
が
随
所
で
楽
し
め
る
の
が

特
長
だ
。

　

共
存
と
殺
戮
の
複
雑
な
連
関
が
、
ア
ド
ル
ノ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
関
す
る

三
本
の
論
文
で
論
じ
ら
れ
た
あ
と
、
「
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
イ
ヒ
」
と
題
し
た

素
晴
ら
し
い
論
文
で
は
、
精
神
分
析
が
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
の
接
続
を
求

め
て
苦
闘
し
、
結
局
は
上
手
く
い
か
な
い
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。

同
じ
く
最
晩
年
の
フ
ロ
イ
ト
が
書
き
綴
っ
た
「
モ
ー
ゼ
と
い
う
男
と
一
神
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魅
力
的
な
提
案
で
結
論
に
関
し
て
の
反
論
は
不
可
能
だ
が
、
途
中
の
思

考
手
続
き
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
著
者
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
概
念
を
、

ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
を
引
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
味
で
は
な
く
、
聖
書
や

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
つ
い
て
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
的
な
「
ア
レ
ゴ

リ
ー
解
釈
」
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
啓
蒙
の
弁
証
法
の
セ

イ
レ
ー
ン
の
一
節
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
（69, 100

）
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

生
涯
を
「
啓
蒙
の
弁
証
法
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
む
こ
と
が
」
可
能
な

の
で
あ
り
（116

）
、
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
の
有
名
な
自
動

機
械
（
ロ
ボ
ッ
ト
）
も
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
「
ア

レ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
語
の
す
ぐ
あ
と
に
「
譬
え
」
と
い
う
単
語
を
続
け
る

こ
と
で
、
著
者
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
理
解
が
い
わ
ば
馬
脚
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
主
と
し
て
バ
ロ
ッ
ク
論
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
で
基

礎
概
念
と
し
て
い
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
う
し
た
古
典
古
代
後
期
以
来
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
的
読
解
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
。
バ
ロ
ッ
ク
の
絵
画
や

文
学
で
多
用
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
ゲ
ー
テ
時
代
の
「
象
徴
」
と
区
別

さ
れ
、
記
号
と
意
味
の
調
和
を
失
い
「
廃
墟
」
の
風
景
と
し
て
点
在
し
て

い
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
「
魂
を
抜
か
れ
て
い
る
」
の
だ
。
土
星
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
の
薄
気
味
悪
さ
が
好
例
だ
。
「
起
き
て
い
る
こ
と
は
破
局
で
あ
る
」

か
ら
だ
。「
十
七
世
紀
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
弁
証
法
的
形
象
の
カ
ノ
ン
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
そ
れ
は
新
奇
さ
で
あ
る
」（
『
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
』p. 1, 56

）
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
時
代
に
は
商
品
が
「
ア
レ
ゴ
リ
ー

的
な
も
の
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
」
（
「
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
」
）
。

　

と
す
る
と
、
「
空
白
の
解
釈
学
」
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
解
釈

で
は
な
く
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
の
織
り
な
す
意
味
配
置
を
読
み
取
る

教
」
を
論
じ
た
上
山
安
敏
氏
の
「
『
モ
ー
セ
と
一
神
教
』
の
解
読
」
へ
の

建
設
的
批
判
と
し
て
書
か
れ
た
「
モ
ー
ゼ
と
一
神
教
」
も
重
要
だ
。
ち
な

み
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
晩
年
の
文
体
」
を
褒
め
ち
ぎ
っ
て

い
る
が
（
グ
レ
ー
テ
ル
・
カ
ー
プ
ル
ス
宛
、
一
九
三
五
年
十
月
九
日
）
、
確
か

に
フ
ロ
イ
ト
の
最
終
期
の
見
事
な
論
文
だ
。

　

著
者
の
関
心
は
フ
ロ
イ
ト
本
人
と
同
じ
く
、
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
人
が
ど
こ
で

も
「
い
じ
め
ら
れ
て
き
た
か
」
と
い
う
問
い
に
あ
ろ
う
。
同
じ
問
い
は
、

ア
メ
リ
カ
亡
命
中
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が

は
じ
め
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
研
究
が
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
経
由
を
再

構
成
し
た
論
文
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
研
究
」
を
も

動
か
し
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
を
傍
聴
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を

同
胞
か
ら
の
批
判
に
抗
し
て
救
っ
た
二
本
の
小
論
（
「
ア
ー
レ
ン
ト
「
悪
の

陳
腐
さ
」
を
め
ぐ
っ
て
」
と
「
「
根
源
悪
」
の
問
題
性
」
）
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題

を
超
え
た
現
代
の
暴
力
に
迫
ろ
う
と
す
る
射
程
を
も
つ
。「
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

文
学
の
内
・
外
」
も
共
同
体
と
の
同
化
と
、
共
同
体
の
外
部
と
の
別
の
意

味
で
の
同
化
の
複
雑
な
逆
説
の
戯
れ
に
目
を
凝
ら
し
て
い
る
。

　

「
と
ら
わ
れ
な
い
こ
だ
わ
り
」
の
姿
勢
が
よ
く
出
て
い
る
の
が
二
本
の

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
方
法
と
し
て
、
ま
た
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
読
解
の
方
法
と
し
て
「
空
白
の
解
釈
学
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
ネ
オ
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ラ
ジ
カ
ル
な
革
命
路
線
に
も
、
ま

た
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
に
も
決
め
ら
れ
な
い
空
白
を
見
る
解
釈
で
あ
る
。
図

像
化
し
え
な
い
抽
象
的
絶
対
者
と
こ
の
世
の
悲
惨
に
あ
え
ぐ
人
間
を
「
媒

介
す
る
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
の
が
空
白
の
解
釈
学
の
主
題
に
な
る
」

（113

）
と
さ
れ
る
。
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著
者
は
見
よ
う
と
す
る
。
上
山
氏
は
再
批
判
で
、
聖
書
の
神
を
め
ぐ
る
ユ

ダ
ヤ
人
独
特
の
原
則
的
な
精
神
性
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
な
方
法
的
生
活
態

度
や
カ
ン
ト
的
な
規
範
道
徳
で
は
な
い
、
聖
書
の
文
字
と
い
う
別
の
世
界

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
精
神
性
だ
と
反
論
す
る
。
と
り
あ
え
ず

0

0

0

0

0

上

山
氏
に
軍
配
を
あ
げ
た
い
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
「
精
神
性
」
を
上
山
氏
はG

eistlichkeit

と
誤
記
し
、

著
者
も
そ
の
ま
ま
誤
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
だ
。

G
eistlichkeit

は
、
聖
職
者
の
意
味
で
あ
り
、
精
神
性
はG

eistigkeit

で

あ
る
（
例
え
ば
、S. Freud, G

esam
m

elte W
erke, Frankfurt, Bd. 16, 1950, S. 

222

）
。

　

全
体
に
こ
う
し
た
不
用
意
な
間
違
い
が
多
い
。
例
え
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
中
世
哲
学
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
ド
ゥ
ン
ス
・

ス
コ
ト
ゥ
ス
論
を
読
ん
で
、
（
こ
れ
は
か
な
わ
ん
と
思
っ
た
か
ど
う
か
）
や
め

た
ら
し
い
」
（97

）
と
あ
る
。
だ
が
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
論
を
読

ん
だ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
シ
ョ
ー
レ
ム
宛
に
、
こ
の
本
は
ラ
テ
ン
語
が
で
き

る
こ
と
を
示
し
た
翻
訳
以
上
の
も
の
で
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ゴ
マ
を

す
っ
た
こ
ん
な
も
の
で
教
授
資
格
と
は
「
信
じ
が
た
い
」
と
書
い
て
い
る

（
一
九
二
〇
年
十
二
月
一
日
）
。
ま
た
、
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
ぶ

る
こ
と
で
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
と
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
発
言
な
る
も

の
が
引
か
れ
て
い
る
が
（90

）
、
こ
ん
な
不
用
意
な
表
現
を
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
し
て
い
た
ら
、
本
人
に
抗
議
し
た
い
。
典
拠
が
記

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
が
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
筆

者
の
知
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
発
言
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
（
「
救
済
す
る
批
評
」
）

の
な
か
で
の
、
歴
史
的
唯
物
論
と
メ
シ
ア
的
歴
史
観
の
統
合
に
成
功
し
た

作
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
著
者
も
そ
う
い
う
方
向
で
述
べ
た

か
っ
た
の
か
も
し
な
い
が
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
概
念
の
一
面
的
使
用
の
結
果
、

結
論
は
読
者
が
「
忖
度
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
「
二
層
構
造
」

（91

）
と
い
う
表
現
の
単
純
さ
も
い
さ
さ
か
不
用
意
だ
。
ラ
ジ
カ
ル
だ
け

を
誇
り
に
し
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
よ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
回

収
の
試
み
へ
の
正
当
な
批
判
だ
け
に
惜
し
ま
れ
る
。
実
際
に
は
「
層
」
で

は
な
く
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
両
極
の
緊
張
関
係
の
場
に
身
を
置
く
こ
と
で
、

そ
の
配
置
（K

onstellation

）
に
ま
さ
に
著
者
の
提
案
す
る
「
空
白
の
解
釈
学
」

が
発
火
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
だ
。
「
W 

B
は
二
本
の

0

0

0

手
を
も
っ
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
の
作
家
に
も
言
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

彼
は
そ
こ
に
自
分
の
使
命
と
当
然
の
権
利
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」（
三

五
年
九
月
一
日
グ
レ
ー
テ
ル
・
ア
ド
ル
ノ
宛
）
。
自
分
は
十
四
歳
の
時
に
左
手

で
書
く
練
習
を
始
め
、
今
は
パ
リ
の
国
立
図
書
館
で
再
開
し
て
い
る
、
と

い
う
独
特
の
比
喩
が
続
く
（
「
左
手
」は
比
喩
で
あ
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
）
。

せ
っ
か
く
「
社
会
理
論
と
神
学
の
緊
張
関
係
」
（96

）
と
も
著
者
は
言
っ

て
い
る
の
に
「
層
」
を
使
っ
た
の
は
、
残
念
だ
。
基
礎
概
念
に
つ
い
て
の

問
題
は
ミ
メ
ー
シ
ス
概
念
に
関
し
て
も
言
え
る
。
ミ
メ
ー
シ
ス
は
詭
計
ば

か
り
で
は
な
く
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
理
論
に
も
あ
る
根
源
的
な
生
の
形

態
と
し
て
の
模
倣
で
も
あ
り
、
こ
の
両
面
性
は
ア
ド
ル
ノ
に
も
継
承
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
点
の
指
摘
が
本
書
に
は
な
い
。

　

先
に
触
れ
た
上
山
安
敏
氏
の
傑
作
を
受
け
て
の
批
判
と
そ
れ
へ
の
上
山

氏
の
再
批
判
は
、
稀
に
見
る
見
事
な
押
し
相
撲
だ
。
フ
ロ
イ
ト
が
見
た
ユ

ダ
ヤ
思
想
の
精
神
性
の
な
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
心
性
と
の
親
近
性
を
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『「
承
認
」の
哲
学 

 

―
―
他
者
に
認
め
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

』

（
藤
野
寛
著
、
青
土
社
、
二
〇
一
六
年
）

宮
本
真
也

　

現
代
に
お
い
て
「
承
認
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
論
じ
ら
れ
、

「
承
認
欲
求
」
な
ど
の
言
葉
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
書
、
自
己
啓
発
書
な
ど
の
タ

イ
ト
ル
で
も
見
い
だ
せ
、
自
他
の
言
動
を
評
価
す
る
さ
い
に
「
承
認
欲
求

が
高
い
／
低
い
」
が
問
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
時
折
戸
惑

い
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
承
認
と
い
う
出
来
事
が
社
会
関

と
思
っ
た
の
は
、
「
彼
自
身
の
、
そ
し
て
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
友
人
た

ち
の
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
だ
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
バ
ロ
ッ
ク
論
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
家
の
サ
ロ
ン
で
発
表
し
不

評
だ
っ
た
が
、
当
時
の
大
御
所
の
グ
ン
ド
ル
フ
を
こ
き
下
ろ
し
て
い
る
以

上
、
仕
方
な
い
（85

）
、
と
い
う
の
も
誤
り
だ
。
芸
術
作
品
を
天
才
の
発

露
と
す
る
グ
ン
ド
ル
フ
（
彼
自
身
は
ユ
ダ
ヤ
人
）
の
馬
鹿
さ
加
減
を
こ
き
下

ろ
し
て
い
る
の
は
、
『
親
和
力
論
』
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
サ
ロ
ン
で

は
第
一
次
世
界
大
戦
開
始
直
後
に
恋
人
と
自
殺
し
た
青
春
の
友
人
ハ
イ
ン

レ
の
詩
に
つ
い
て
話
し
た
。
不
評
だ
っ
た
の
は
事
実
だ
が
。

　

他
に
もephem

el

（122

）

はephem
er

が
、Ausröttung

（181

）

は

Ausrottung

が
正
し
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
二に

本ほ
ん

の
手
」
で
書
く
と
語
っ

た
が
、
著
者
は
「
日に

本ほ
ん

の
目
と
耳
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
最
後

に
な
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
ド
イ
ツ
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
上
山
氏
と
は
別

の
意
味
で
、す
で
に
ゲ
ー
テ
が
、ド
イ
ツ
人
も
ユ
ダ
ヤ
人
も
離
散
し
た
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
状
態
の
方
が
「
消
し
よ
う
の
な
い
」
存
在
と
な
る
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
て
い
る
（G

oethes G
espräche, Zürich, 1969, 2: 229.
）
。
そ
れ
を

受
け
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
も
、
ド
イ
ツ
人
は
離
散
し
た
方
が
「
精
神
の
誇

り
高
き
自
己
ア
イ
ロ
ニ
ーgeistesstolze Selbstironie

を
生
活
感
情
と
し

た
民
族
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
記
し
て
い
る
（
一
九
三
四
年
七
月
二
十

九
日
の
日
記
）
。
著
者
は
「
精
神
性
」
で
、
そ
う
し
た
方
向
を
暗
示
し
た
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
な
に
に
も
と
ら
わ
れ
る
な
！
」
を
「
精

神
性
」
に
見
る
点
で
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
土
地
に
固
執
す
る
な
」
の
叫

び
と
合
わ
せ
て
最
終
的
に
は
著
者
に
軍
配
を
あ
げ
た
い
。

 

（
み
し
ま
・
け
ん
い
ち
／
現
代
ド
イ
ツ
哲
学
）
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思
う
に
藤
野
の
『
「
承
認
」
の
哲
学
』
が
面
白
い
の
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
の

承
認
論
を
め
ぐ
る
議
論
が
哲
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
、
そ
し
て
藤
野
自
身
の
社
会
的
生
活
世
界
へ

の
言
及
が
適
宜
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
承
認
論
と
い
う

理
論
言
語
と
、
経
験
と
の
あ
い
だ
を
い
か
に
つ
な
ぐ
の
か
を
、
こ
こ
で
は

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
読
者
の
な
か
に
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
い
う

承
認
の
意
味
が
概
念
と
し
て
取
り
に
く
い
も
の
も
い
れ
ば
、
日
常
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
疑
問
や
苦
し
み
を
、
承
認
と
い
う
表
現
で

語
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
も
の
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
本
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
の

承
認
論
を
自
ら
の
承
認
を
め
ぐ
る
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
自
分

の
も
の
と
し
て
い
く
さ
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
書
の
内
容
を
概
説
し
よ
う
。
『
「
承
認
」
の
哲
学
』
は
五
章
か
ら
な
る
。

第
一
章
「
導
入
―

他
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
／
他
者
を
認
め
る
こ
と
」
で

は
ま
ず
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
議
論
に
お
い
て
も
、
承
認
と
い
う
出
来
事
の
持
つ

意
味
が
、
社
会
に
お
い
て
自
他
の
価
値
を
認
め
る
／
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、

肯
定
的
な
経
験
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
承
認
の
意

味
は
、
自
他
が
否
定
さ
れ
る
、
承
認
が
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
否
定
的
経
験

を
手
が
か
り
に
し
て
こ
そ
、
多
面
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
章
に
つ
い
て
の
承
認
論
の
理
解
の
た

め
の
ヒ
ン
ト
を
藤
野
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
と
の
出
会
い
に
先
が
け
て
村
上
春
樹

の
作
品
か
ら
得
て
い
る
。

　

第
二
章
「
基
礎
的
考
察
『
社
会
性
』
を
め
ぐ
る
考
察
へ
」
に
お
い
て
は
、

承
認
と
い
う
行
い
の
持
つ
、
自
己
に
と
ど
ま
ら
な
い
社
会
性
に
つ
い
て
の

考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
こ
で
藤
野
が
注
目
す
る
の
は
、
ホ
ネ
ッ

係
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
は
じ
め
た
徴
候
で
も
あ

る
。

　

確
か
に
、
S 

N 

S
や
ブ
ロ
グ
で
人
々
が
日
常
の
他
愛
も
な
さ
そ
う
な
こ

と
に
つ
い
て
他
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ど
う
か
で
一
喜
一
憂
す
る
む
き

を
、
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
と
直
結
す
る
こ
と
に
は
た
め
ら
い
を
感
じ
る
こ

と
も
あ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
か
ら
す
れ
ば
大
事
な
こ
と
を
「
他
愛
も
な

い
」
と
断
じ
て
承
認
の
問
題
圏
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
の
で
は
、
ま
さ
し

く
承
認
の
拒
絶
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
が
遮
断

さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
承
認
概
念
が
持
つ
現
代
的
な
諸
問
題
へ
の
説
明

力
は
汲
み
出
せ
な
い
ま
ま
だ
ろ
う
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
傾
向

は
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
を
大
層
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
が
た
め
に
、
承

認
す
る
／
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
を
、
不
断
に
続
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
内
在
す
る
社
会
変
革
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
を
も

逸
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

本
書
『
「
承
認
」
の
哲
学
』
か
ら
私
が
ま
ず
受
け
た
印
象
は
、
こ
う
し

た
承
認
論
が
は
ま
り
が
ち
な
罠
か
ら
、
著
者
で
あ
る
藤
野
寛
が
自
由
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
を
理
論
言

語
で
検
証
、
批
判
を
行
う
こ
と
は
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た

ち
は
社
会
の
批
判
理
論
の
機
能
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
理
論
を

現
在
化
し
つ
つ
現
下
の
社
会
と
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

そ
こ
で
は
私
た
ち
の
経
験
に
照
ら
し
て
検
討
し
た
り
、
理
論
の
有
効
範
囲

を
限
定
／
拡
大
す
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
過
程
は
ま
ず

は
読
書
の
段
階
で
起
こ
り
、
私
的
な
事
柄
と
の
対
質
は
必
ず
し
も
研
究
者

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
ら
な
い
（
ま
た
は
、
必
要
と
は
さ
れ
な
い
）
。
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は
そ
の
「
結
び
つ
き
・
つ
な
が
り
・
き
ず
な
」
が
現
在
、
不
可
能
な
状
況

に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
つ
ま
り
、
九
〇
％
近
く
の
若
者
が
結
婚
を
希
望

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
婚
化
、
少
子
化
問
題
が
進
ん
で
い
る
と
い
う

現
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
藤
野
は
「
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
が
し
た
い
と
か
、

自
己
実
現
が
し
た
い
」
（
五
三
頁
）
と
い
う
欲
求
と
、
「
結
び
つ
き
・
つ
な

が
り
・
き
ず
な
」
へ
の
欲
求
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
を
見
て
、
前
者
を
「
個

人
主
義
」
、
後
者
を
（
政
治
的
な
意
味
を
抜
い
て
）「
社
会
主
義
」
と
呼
ぶ
。

　

そ
し
て
こ
の
「
結
び
つ
き
・
つ
な
が
り
・
き
ず
な
」
を
め
ぐ
っ
て
、
議

論
は
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
関
係
に
ま
で
及
ぶ
。
リ
ア
充
（
「
リ
ア
ル
な
生

活
が
充
実
し
て
い
る
人
」
）
／
リ
ア
貧
問
題
に
始
ま
り
、
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
方
（
類
似
性
、
空
間
的
接
近
、
外
見
的
魅
力
）
に
つ
い
て
の
考
察
を
経
て
、

つ
な
が
り
た
い
と
い
う
欲
求
と
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
（
自
己
愛
）
の
あ
い
だ

の
衝
突
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
章
の
最
後
で
藤
野
は
、
「
社
会
的
」

病
気
と

し
て

の
「
ネ
ッ
ト
依
存
」
「
C 

M 

C
（com

puter m
ediated 

com
m

unication

）
依
存
」
の
背
後
に
も
、
ま
さ
し
く
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
い
」

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
空
間
に
依
存
す
る
人
々
は
、

「
つ
な
が
り
を
め
ぐ
る
不
安
」（
六
一
頁
）
に
駆
ら
れ
、「
い
い
ね
」（Facebook

）

な
ど
の
他
者
の
反
応
を
気
に
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
軽
視
や
無
視
を
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
が
ゆ
え
な
の
で

あ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
学
生
の
読
者
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
な
い
、
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
あ
る
人
が
自

信
・
自
尊
に
到
達
す
る
こ
と
を
邪
魔
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
彼
女
や
彼
氏
が

で
き
る
と
い
う
問
題
」
（
六
二
頁
）
は
思
春
期
の
若
者
た
ち
に
と
っ
て
も

重
要
で
あ
る
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
の
体
系
に
お

ト
に
よ
る
「
承
認
の
（
認
識
に
対
す
る
）
優
先
」
（
四
三
頁
）
と
い
う
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。
学
問
の
理
念
と
し
て
の
価
値
自
由
の
命
法
を
覆
し
て
ま
で
ホ

ネ
ッ
ト
は
、
「
承
認
こ
そ
、
人
間
の
態
度
と
し
て
よ
り
基
底
的
・
先
行
的

で
あ
る
」
（
四
四
頁
）
と
主
張
す
る
。
確
か
に
認
識
的
態
度
の
み
で
周
囲

の
世
界
に
臨
め
ば
、
世
界
が
モ
ノ
の
世
界
と
し
て
の
み
姿
を
現
し
、
自
他

共
に
対
す
る
物
象
化
す
る
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
他
者

へ
の
関
心
、
関
与
す
る
態
度
が
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
事
物
も
人
物
も
見

え
な
く
な
る
。
こ
こ
で
藤
野
は
、
幼
稚
園
の
イ
ベ
ン
ト
で
個
々
の
園
児
に

レ
ン
ズ
を
向
け
る
「
公
平
な
神
の
視
点
と
、
究
極
の
依
怙
贔
屓
で
あ
る
親

の
視
点
を
両
方
あ
わ
せ
具
え
る
」
（
四
六
頁
）
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
の
例
を

引
き
合
い
に
出
す
。
こ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
取
る
視
点
に
、
関
与
す
る
態
度

が
一
切
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
子
供
の
姿
を
適
切
に
と
ら
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
こ
で
取
ら
れ
て
い
る
態
度
の
基
底
に
ホ
ネ
ッ
ト
が
見
い
出

す
の
は
「
利
害
関
心
」
と
い
っ
た
関
心
で
は
な
く
、「
気
づ
か
い
」
や
「
関

与
」
と
い
っ
た
、
「
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
、
他
人
事
と
い
っ
て
済
ま

せ
ら
れ
な
い
」
（
四
八
頁
）
実
存
的
な
態
度
で
あ
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
こ
の

態
度
を
私
た
ち
が
乳
幼
児
・
幼
児
期
に
経
験
し
学
習
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
そ
の
も
の
を
忘
却
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
物
象
化
と

い
う
社
会
的
病
理
の
原
因
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
基
底
的
な
態
度
を
確
認
し
た
う
え
で
藤
野
は
、
さ
ら
に
ホ
ネ
ッ
ト

が
承
認
論
を
社
会
理
論
と
し
て
提
示
す
る
さ
い
の
「
社
会
」
の
意
味
を
問

う
。
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
意
味
は
な
に
か
。

藤
野
は
そ
の
意
味
を
人
が
「
結
び
つ
き
・
つ
な
が
り
・
き
ず
な
」
な
し
に

は
生
き
て
は
い
け
な
い
存
在
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
彼
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る
。
し
か
し
、
「
承
認
依
存
」
を
考
え
る
場
合
に
、
「
承
認
欲
求
」
そ
の
も

の
が
批
判
さ
れ
た
り
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
弱
さ
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ

と
に
藤
野
は
疑
問
を
抱
く
。
つ
ま
り
、
病
理
的
な
承
認
欲
求
と
い
う
も
の

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
的
関
係
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、

承
認
す
る
／
さ
れ
る
と
い
う
経
験
は
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

承
認
の
二
つ
目
の
型
と
し
て
ホ
ネ
ッ
ト
が
提
示
す
る
の
は
、
人
権
尊
重

で
あ
る
。
人
権
尊
重
と
は
万
人
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
承
認
の
あ
り
方
で
あ

り
、
例
外
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
は
近
代
以
前
の
「
生
ま
れ
」
と
結
び
つ
い

て
い
る
「
名
誉
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
差
別
を

い
か
に
克
服
す
る
の
か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
藤
野
に
よ
る
と
、

差
別
行
為
は
特
定
の
個
人
を
標
的
に
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
集
合
的
属
性

に
あ
る
（
例
え
ば
、
肌
の
色
、
障
害
の
有
無
、
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
、
性
別
な
ど
）
。

そ
こ
で
差
別
を
な
く
す
た
め
の
原
理
が
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で

み
な
同
じ
人
間
だ
と
い
う
普
遍
性
に
訴
え
る
戦
略
と
、
他
方
で
集
合
的
属

性
を
捨
象
し
て
当
事
者
の
個
性
を
認
め
る
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。

　

ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
の
体
系
に
お
け
る
第
三
の
型
は
フ
ェ
ア
な
業
績
評

価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
を
共
有
す
る
な
か
で
互
い
の
業
績
を
共
通

の
尺
度
で
評
価
し
合
う
と
い
う
「
連
帯
」
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
互

い
の
能
力
に
公
平
に
報
い
る
必
要
が
あ
る
が
、
平
等
に
分
け
合
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
藤
野
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
第
三

の
、
フ
ェ
ア
な
業
績
評
価
と
い
う
承
認
の
型
は
、
資
本
主
義
社
会
と
の
関

わ
り
が
深
い
よ
う
に
見
え
る
。
結
果
が
も
の
を
言
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は

格
差
を
生
み
、
拡
大
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
し
ま
う
よ
う
に
も
読
め
る
。

い
て
は
家
族
や
恋
人
と
の
あ
い
だ
の
愛
情
を
伴
う
関
係
は
、
当
事
者
に

と
っ
て
も
っ
と
も
基
底
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
健
全
な
社
会
関
係
へ
の

入
り
口
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
に
社
会
へ
と
参
加
し
つ
つ
あ
る
も

の
た
ち
に
と
っ
て
「
彼
氏
・
彼
女
が
で
き
な
い
と
は
、
他
者
か
ら
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
自
己
肯
定
、
自
己
尊
重
、
自
信
の
獲
得
が
困
難
に

な
る
」
（
同
頁
）
か
も
し
れ
な
い
重
要
な
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

第
三
章
「
体
系
―

承
認
の
三
つ
の
型
、
そ
し
て
寛
容
」
で
は
、
ホ
ネ
ッ

ト
の
承
認
論
の
体
系
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
藤
野
は
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
を

「
愛
・
人
権
尊
重
・
業
績
評
価
」
（
六
七
頁
）
と
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明

を
加
え
る
。

　

藤
野
の
定
義
に
よ
る
と
、
「
愛
と
は
、
究
極
の
依
怙
贔
屓
」
（
六
八
頁
）

で
あ
る
。
人
を
愛
す
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
か
ら
、
ガ
ン
ガ
ン
愛
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
愛
と
は
本
質
的
に
「
特
別
扱
い
」
を
要

求
す
る
関
係
性
を
指
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
関
係
性
は
、
藤
野
が

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
に
し
た
が
っ
て
述
べ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
と
重

要
な
他
者
と
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
結
び
つ
き
＝
拘
束
の

力
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
愛
の
関
係
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
要
素
と
し
て
藤
野
は
共
生

と
共
依
存
に
言
及
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
好
き
だ
と
言
っ
て
く
れ
る
人
を

好
き
に
な
る
」（
七
六
頁
）
と
い
う
相
手
の
承
認
に
依
存
す
る
の
で
は
、「
個

人
の
自
律
の
強
化
」
（
同
頁
）
に
は
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
、
藤
野
は
、
仮

に
相
手
か
ら
の
承
認
に
依
存
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
当
人
の
自
信
・

自
尊
に
つ
な
が
る
場
合
に
、
承
認
が
そ
の
人
物
の
自
律
を
う
な
が
す
と
す
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だ
ろ
う
。

　

第
四
章
「
思
想
史
的
対
話
―

尊
重
・
寛
容
・
承
認
」
に
お
い
て
は
、
ホ
ネ
ッ

ト
が
そ
の
承
認
論
の
構
築
に
あ
た
っ
て
格
闘
し
て
き
た
思
想
家
た
ち
の
対

話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

第
五
章
で
あ
る
「
展
開
―

承
認
論
は
ど
こ
に
向
か
う
か
」
は
、
ま
ず
「
承

認
」
概
念
の
持
つ
胡
散
臭
さ
に
つ
い
て
の
考
察
で
始
ま
る
。
疑
わ
し
く
思

わ
れ
が
ち
な
の
は
、
第
三
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
業
績
評
価
に
関
わ
る

承
認
の
型
で
あ
る
。
こ
の
承
認
の
規
準
や
条
件
は
、
時
代
や
社
会
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
支
配
的
な
評
価
基
準
に
し
た
が
い
、
さ
ら
に

は
「
大
勢
（
体
制
）
順
応
的
な
人
間
こ
そ
が
認
め
ら
れ
る
」
（
一
九
三
頁
）

と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
果
た
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
承
認
と
、

正
当
な
承
認
を
い
か
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
た
め
に
ホ

ネ
ッ
ト
は
「
複
数
存
在
す
る
価
値
基
準
を
比
較
し
う
る
、
い
う
な
れ
ば
メ

タ
レ
ベ
ル
の
価
値
」
（
一
九
四
頁
）
と
し
て
、「
自
律
」
の
理
念
を
提
示
す
る
。

「
よ
り
高
度
の
自
律
性
を
可
能
に
す
る
承
認
が
、
よ
り
適
切
な
承
認
で
あ

る
」
（
同
頁
）
と
す
る
。

　

次
に
問
わ
れ
る
の
は
、
本
書
で
も
何
度
か
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
、
人

間
の
社
会
性
の
問
題
で
あ
る
。
社
会
性
は
、
個
人
の
自
由
と
干
渉
し
合
う

と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
修
正
し
た
の
が
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
で

あ
っ
た
と
い
う
。
社
会
性
は
相
互
行
為
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と

の
関
連
で
考
察
が
な
さ
れ
た
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
こ
の
試
み
を
受
け
て
、
「
複

数
の
主
体
が
合
意
形
成
を
め
ざ
し
て
な
す
間
主
体
的
な
実
践
」（
二
〇
一
頁
）

で
は
な
く
、
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
家
柄
に
規
定
さ
れ
た
「
名
誉
」
が
人
生
を
決
定
し
て
し
ま
っ

て
い
る
時
代
に
比
べ
れ
ば
、
近
代
の
資
本
主
義
は
「
巨
大
な
『
進
歩
』
」

と
呼
べ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
。

　

こ
の
よ
う
な
概
略
か
ら
も
生
じ
て
く
る
の
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
承
認
を
愛

と
人
権
尊
重
と
業
績
評
価
に
分
け
る
場
合
に
、
そ
こ
で
一
人
の
人
物
に
向

け
ら
れ
る
承
認
は
互
い
に
両
立
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
例
え
ば
、

人
を
均
し
く
尊
重
す
る
際
に
、
個
別
の
差
異
に
目
を
つ
ぶ
る
の
か
、
あ
る

い
は
同
時
に
差
異
を
価
値
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
そ
う

簡
単
な
問
い
で
は
な
い
。
「
文
化
的
差
異
」
の
場
合
は
さ
ら
に
複
雑
で
、

他
の
文
化
を
共
有
で
き
な
い
も
の
と
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
文
化
の
存
在

は
受
け
容
れ
る
と
い
う
寛
容
の
態
度
（
九
九
頁
）
か
、
そ
の
文
化
に
敬
意

を
払
い
、
そ
の
要
求
を
認
め
る
と
い
う
尊
重
の
態
度
（
同
頁
）
か
の
、
ど

ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
多

様
な
差
異
が
共
存
す
る
こ
と
」
（
一
〇
五
頁
）
は
、
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
な

い
。
寛
容
の
限
界
を
越
え
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
差
異
ま
で
も
が
、
現
代

で
は
「
人
畜
無
害
化
」
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
藤
野
は
指
摘
す
る
（
同
頁
）
。

「
差
異
を
め
ぐ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
夢
想
」
（
同
頁
）
を
私
た
ち
は
抱
い
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。

　

で
は
、
寛
容
と
は
一
体
い
か
な
る
態
度
で
、
承
認
す
る
態
度
と
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
藤
野
は
、
相
手
の
間
違
い
を
確

信
し
つ
つ
も
、
「
寛
い
心
で
受
け
入
れ
る
、
大
目
に
見
る
」
態
度
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
知
識
の
問
題
に
と
ど
ま
り
、
実
践
上
の
違
い
に
は
つ
な
が
ら
な

い
」
（
一
〇
九
頁
）
場
合
で
あ
る
と
す
る
。
相
手
と
、
相
手
の
資
質
・
属
性

を
肯
定
的
に
評
価
す
る
態
度
で
あ
る
承
認
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
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の
社
会
主
義
は
、
「
自
由
主
義
や
平
等
主
義
の
暴
走
に
対
す
る
歯
止
め
、

そ
の
矯
正
剤
」
（
二
二
七
）
と
し
て
の
闘
い
の
理
論
な
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
私
は
、
本
書
に
お
い
て
藤
野
の
著
述
に
お
け
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

点
を
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
自
ら
の
社
会
的
生
活
世
界
に
引
き
つ
け
、

読
者
の
置
か
れ
て
い
る
現
実
に
訴
え
る
こ
と
で
理
解
の
幅
を
押
し
広
げ
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
見
て
い
た
。
私
は
こ
の
や
り
方
を
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
参

加
者
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
、
説
得
的
な
方
法
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
あ
と
が
き
で
の
ホ
ネ
ッ
ト
と
の
長
き
に
わ
た
る
交
流
を
読
む
う

ち
に
、
私
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
そ
も
そ
も

テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
第
一
に
承
認
す
る
態
度
で
の
ぞ
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
理
解
し
伝
え
る
た
め
に
も
、
自
ら
の
生
や
経
験
か
ら
自
由
な
態
度

を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
し
く
読
み
、
伝
え

る
た
め
に
は
、
自
他
の
テ
ク
ス
ト
／
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
関
与
す
る

態
度
で
の
ぞ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
本
は
そ
の
実
践
と
し
て
も
読

ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

 

（
み
や
も
と
・
し
ん
や
／
社
会
哲
学
）

　

こ
う
し
た
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
を
語
る
う
え
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
闘
い
は
無
視
で
き
な
い
。
女
性
が
担
い
が
ち
な
ケ
ア
労
働
は
、
愛
を
め

ぐ
る
承
認
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
も
そ
も
固
定
的
な
性
別
役
割
分
業
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
と
ホ

ネ
ッ
ト
と
の
あ
い
だ
の
再
分
配
論
争
に
お
い
て
も
、
承
認
の
再
分
配
に
対

す
る
先
行
性
が
主
張
さ
れ
た
。

　

最
後
に
藤
野
が
紹
介
す
る
の
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
最
近
著
で
あ
る
『
社
会

主
義
の
理
念
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
重
要
と
さ
れ
る
の
は
、
一
七
八
九

年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
で
あ
る
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
で
あ
り
、

ホ
ネ
ッ
ト
は
こ
れ
ら
が
実
現
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
社
会
主
義
を
位

置
づ
け
る
。
通
常
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
に
お
い
て
は
、
自
由
が
自

由
競
争
の
自
由
で
あ
り
、
格
差
の
原
因
と
な
り
、
平
等
を
脅
か
す
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
「
博
愛
」
に
も

注
目
し
、
そ
こ
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
ヤ
マ
ア
ラ
シ
の
比
喩
」
で

表
現
し
た
、
両
面
を
持
つ
社
会
性
（
「
社
会
的
生
き
物
」
と
「
自
由
な
個
人
主

義
者
」（
五
四
頁
）
）
の
内
実
を
見
い
だ
す
。
そ
し
て
ホ
ネ
ッ
ト
は
、こ
の
「
博

愛
」
を
も
ま
た
十
全
に
実
現
す
る
試
み
と
し
て
、
社
会
主
義
を
と
ら
え
る

の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
で
も
自
由
の
実
現
が
め
ざ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
連

帯
の
中
で
「
人
々
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
こ
そ
実
現
さ
れ
る
自
由
」
（
二

二
二
頁
）
、
す
な
わ
ち
「
社
会
的
自
由
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
主
義

の
理
念
を
手
が
か
り
に
ホ
ネ
ッ
ト
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
す
る
。
経
済

還
元
主
義
に
陥
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
は
、
近
代
に
お
い
て
「
政

治
／
家
族
／
経
済
」（
二
二
六
頁
）
へ
と
機
能
分
化
し
た
領
域
内
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
、
解
放
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
委
ね
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
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ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
に

と
っ
て
脅
威
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
必
要
不
可
欠
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
は
、
序
章
に
お
い
て
民
主
主
義
が
同
質
的
な
人
民
の
創
出
や
包
摂

と
い
う
目
的
を
持
ち
、
常
に
排
除
を
伴
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
著
者
は
同
質
性
が
挫
折
す
る
地
点
か
ら
、
新
た
な
民
主
主
義

を
模
索
す
る
こ
と
を
試
み
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
を
取
り
上
げ
る
。

ラ
ク
ラ
ウ
は
、
民
主
主
義
が
持
つ
「
同
質
性
／
同
一
性
へ
の
欲
望
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
包
摂
／
排
除
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
（
一
〇
頁
）
か
ら
の
脱
却
を

可
能
に
す
る
民
主
主
義
論
を
構
想
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

第
一
部
で
は
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
関
心
と
遺
産
を
そ
の
中
心
に

置
き
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
独
自
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
つ
」
（
十

一
頁
）
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
形
成
の
軌
跡
が
論
じ
ら
れ
る
。

　

第
一
章
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
国
家
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
る
ミ
リ

バ
ン
ド
＝

プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
論
争
へ
の
介
入
に
始
ま
り
、
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ

ス
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
独
裁
』
に
対
す
る
ラ
ク
ラ
ウ
の
批
判
が
紹
介
さ
れ
る
。

こ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
は
階
級
還
元
主
義
に
対
す
る
批
判
と
、
非
階
級
的
次
元

に
お
け
る
「
人
民
＝
民
主
主
義
的
審
問
」
の
自
律
性
を
主
張
し
て
い
る
。

諸
言
説
の
切
り
離
し
と
新
た
な
結
合
を
意
味
す
る
「
節
合
（articulation

）
」

概
念
を
導
入
し
、
階
級
還
元
主
義
に
決
別
す
る
議
論
を
確
立
し
た
ラ
ク
ラ

ウ
が
「
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」
へ
と
理
論
を
発
展
さ
せ
る
前
触
れ
が

描
か
れ
る
。
第
二
章
で
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
展
開
す
る
軌

跡
が
描
か
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
的
統
一
性
を
批
判
し
、
「
言
説
」

概
念
を
導
入
し
、
言
説
的
構
造
は
偶
発
性
に
貫
か
れ
て
お
り
、
諸
要
素
を

固
定
化
／
不
安
定
化
す
る
二
つ
の
相
反
す
る
運
動
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る

　

書
評
　

『
不
審
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー 

 

―
―
ラ
ク
ラ
ウ
の
政
治
思
想

』

（
山
本 

圭
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

山
崎 

望

　

現
代
の
先
進
国
の
政
治
は
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
時
代
」
の
様
相
を
呈
し

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
D
・
ト
ラ
ン
プ
が
大
統
領
選
に
勝
利
し
、
イ
ギ

リ
ス
で
は
E 

U
か
ら
の
離
脱
（Brexit

）
が
決
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
欧
州
で

は
右
派
／
左
派
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
躍
進
が
目
覚
ま
し
い
。
し
か
し

今
、
な
ぜ
先
進
国
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
噴
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
と
が
節
合
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
ラ
ク
ラ
ウ
は
主
張
す
る
。
そ
し
て

不
問
の
基
礎
づ
け
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
基
礎
づ
け
自
体
の

必
要
性
を
受
け
入
れ
る
「
ポ
ス
ト
基
礎
付
け
主
義
」
と
、
現
実
的
な
も
の

の
概
念
へ
の
最
終
的
な
還
元
不
可
能
性
を
肯
定
す
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
唯

物
論
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
普
遍
主
義
へ
の
疑
義
と
個
別
主
義
の
跋
扈
と
い
う
歴
史
的

背
景
の
下
、
普
遍
主
義
へ
の
参
照
な
し
に
解
放
の
政
治
は
可
能
な
の
か
、

と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
個
別
的
な
も
の
を
抑
圧
す
る

タ
イ
プ
の
普
遍
性
を
放
棄
す
る
と
同
時
に
、
個
別
的
な
も
の
へ
の
撤
退
も

拒
絶
す
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
普
遍
化
は
必
ず
失
敗
す
る
事
を
意
識
し
た
上

で
、
普
遍
化
し
き
れ
な
い
「
異
質
な
も
の
」
か
ら
普
遍
的
な
人
民
を
構
築

す
る
と
い
う
、
普
遍
性
の
再
構
築
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
政
治
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
の
危
機
を

背
景
に
、
敵
対
性
の
概
念
が
議
論
さ
れ
る
。
敵
対
性
は
、
普
遍
化
に
よ
り

社
会
空
間
が
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
す
る
時
に
そ
れ
を
失
敗
に
導
く
。
ラ
ク
ラ

ウ
は
一
九
八
〇
年
代
に
は
敵
対
性
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
成
就
を
掣
肘

す
る
妨
害
者
と
し
て
描
く
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
「
転
位
（dislocation

）
」

概
念
を
導
入
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
縫
合
を
不
可
能
に
す
る
、
ア
プ

リ
オ
リ
な
不
安
定
さ
で
あ
り
、
か
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
可
能
に
す
る

「
構
成
的
外
部
」
と
し
て
位
置
付
け
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
敵
対
性
は
、

「
異
質
性
（heterogeneity

）
」
、
す
な
わ
ち
「
ゲ
ー
ム
か
ら
排
除
さ
れ
、
敵

対
し
て
い
る
二
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
脇
か
ら
盤
を
蹴
り
上
げ
る
者
」
（
一

三
〇
頁
）
と
し
て
描
か
れ
、
表
象
不
可
能
性
、
撹
乱
的
、
構
成
的
性
格
を

有
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
濃
厚
で
あ
っ
た
階

級
還
元
主
義
や
本
質
主
義
を
退
け
人
民
の
構
築
を
志
向
す
る
普
遍
化
志
向

の
政
治
戦
略
で
あ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
が
挫
折
す
る
地
点
に
注
目
し
、
そ
こ

か
ら
再
び
新
た
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
構
成
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
議
論
で
あ

る
。
筆
者
が
丹
念
に
描
く
理
論
形
成
の
軌
跡
に
よ
り
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
「
ポ

ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
輪
郭
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

第
二
部
で
は
共
産
主
義
陣
営
の
危
機
と
自
由
民
主
主
義
の
不
満
を
背
景

に
台
頭
し
た
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
ラ
ク

ラ
ウ
の
議
論
、
と
り
わ
け
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
が
検
討
さ
れ
、
そ
れ
を
発
展

さ
せ
た
、
筆
者
に
よ
る
「
不
審
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
」
が
構
想
さ
れ
る
。

　

第
五
章
で
は
共
に
『
民
主
主
義
の
革
命
』
を
著
し
た
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム

フ
の
闘
技
民
主
主
義
論
と
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
の
距
離
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
闘
技
民
主
主
義
論
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
代
表
で
あ
る

熟
議
民
主
主
義
論
に
お
け
る
合
意
形
成
志
向
を
問
題
視
す
る
。
闘
技
民
主

主
義
論
は
敵
対
性
を
二
つ
に
分
け
る
。
第
一
は
対
抗
者
（adversary

）
、
す

な
わ
ち
闘
技
を
成
立
さ
せ
る
前
提
と
し
て
の
諸
理
念
―
―
例
え
ば
自
由
民

主
主
義
の
規
範
―
―
を
共
有
す
る
が
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
り
対
立
し
闘
技

を
展
開
す
る
者
で
あ
り
、
第
二
は
諸
理
念
を
共
有
し
な
い
「
敵
」
（enem

y

）

で
あ
り
、
闘
技
の
空
間
の
外
部
に
あ
り
つ
つ
、
闘
技
の
空
間
を
成
立
さ
せ

る
条
件
で
も
あ
る
。
し
か
し
ラ
ク
ラ
ウ
は
闘
技
民
主
主
義
が
友
で
も
敵
で

も
な
い
、
「
闘
技
の
他
者
」
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
い
な
い
点
を
批

判
す
る
。

　

第
六
章
で
は
筆
者
の
民
主
主
義
論
の
核
心
と
な
る
「
不
審
者
」
の
概
念

が
検
討
さ
れ
る
。
「
不
審
者
」
と
は
「
あ
る
社
会
を
構
成
し
て
い
る
支
配
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頁
）
と
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
近
代
の
民
主
主

義
を
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
混
成
物
と
捉
え
、
民
主
主
義
の
伝
統
を
擁

護
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
と
不
可
分
、
と
す
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
、
空
虚
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
生
産
を
通
じ
て
、
異
質
な
諸

要
素
か
ら
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
人
民
を
構
築
し
、
既
存
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
空
間
へ
介
入
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
み
な
す
。
そ
れ
は
所
与

の
同
質
性
を
前
提
と
し
な
い
「
同
一
化
の
政
治
」
、
す
な
わ
ち
代
表
す
る

者
／
さ
れ
る
者
の
間
で
、
作
り
作
ら
れ
る
関
係
を
通
じ
事
後
的
に
同
一
化

（
及
び
絶
え
ざ
る
そ
の
失
敗
）
さ
れ
る
動
態
的
な
政
治
で
あ
る
。
著
者
は
ラ

ク
ラ
ウ
の
議
論
を
発
展
さ
せ
、
民
主
主
義
に
お
け
る
動
員
の
役
割
を
積
極

的
に
評
価
す
る
。
不
安
定
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
「
不
審
者
」
の

増
加
す
る
現
代
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
完
成
」
を
断
念
し
、「
上
か
ら
」

集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
を
働
き
か
け
る
動
員
こ
そ
が
、
民
主

主
義
へ
の
参
加
の
入
口
ま
で
人
々
を
引
き
入
れ
る
、
と
論
じ
る
。

　

終
章
で
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
か
ら
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
い

う
規
範
的
立
場
の
導
出
は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
著
者

は
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
議
論
は
「
何
で
も
あ
り
」
で
は
な
く
、
必
然
性
を
転
覆

（subversion

）
さ
せ
る
偶
発
性
の
政
治
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
文
脈
を
踏

ま
え
た
上
で
の
決
断
で
あ
る
「
調
整
さ
れ
た
狂
気
」
と
し
て
の
決
断
と
新

た
な
文
脈
を
創
造
す
る
「
戦
略
（strategy

）
」
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
。

　

こ
こ
で
評
者
が
本
書
か
ら
触
発
さ
れ
引
き
出
さ
れ
た
問
い
を
挙
げ
て
お

こ
う
。
第
一
に
著
者
が
重
視
す
る
「
異
質
な
も
の
」
と
い
う
敵
対
性
は
、

自
由
民
主
主
義
を
否
定
す
る
潜
勢
力
を
秘
め
て
い
る
場
合
で
も
肯
定
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
異
質
な
も
の
」
の
擁
護
の
限
界
の
有
無
を
め
ぐ
る

的
な
言
説
に
適
切
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
の
た
め
に
意
味
が
十

分
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
／
不
十
分
に
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
（
一
七
頁
）
を
持
ち
、
「
友
／
敵
の
い
ず
れ
の
範
疇
に
も
収
ま

ら
な
い
」
（
一
八
七
頁
）
者
で
あ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
概
念
や
社
会
的
排

除
論
が
排
除
／
包
摂
と
い
う
「
二
空
間
モ
デ
ル
」
を
前
提
と
す
る
点
を
指

摘
し
た
後
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ヤ
ン
グ
の
議
論
か
ら
、
包
摂
／
排
除
の
「
二
空

間
モ
デ
ル
」
が
機
能
し
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
状
況
の
拡
大
が
指
摘
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
彼
ら
」
の
境
界
線
の
自
明
性
は
消

え
、
包
摂
と
同
時
に
排
除
で
も
あ
る
状
態
が
恒
常
化
す
る
。

　

参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
や
現
代
民
主
主
義
論
（
熟
議
／
闘
技
民
主
主
義
）

に
お
い
て
は
、
自
ら
公
共
圏
に
参
加
し
、
意
見
と
利
害
を
表
明
す
る
強
い

意
思
と
明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
た
「
強
い
主
体
」（
一
八
九
頁
）

が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
民
主
主
義
論
で
は
現
代
社
会
で
増
殖
す

る
「
不
審
者
」
と
い
う
「
弱
い
主
体
」
に
対
す
る
不
寛
容
と
い
う
効
果
が

生
ま
れ
て
し
ま
う
。
著
者
は
敵
対
性
未
満
の
消
極
性
（negativity

）
に
注

意
を
払
い
、
こ
う
し
た
同
質
性
の
残
余
と
も
い
う
べ
き
不
確
実
性
や
不
安

定
性
か
ら
新
た
な
民
主
主
義
の
可
能
性
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。

　

第
七
章
で
は
著
者
の
「
不
審
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
が
展
開
さ
れ
る
。

参
加
民
主
主
義
、
熟
議
／
闘
技
民
主
主
義
論
、
ア
ソ
シ
エ
ー
テ
ィ
ブ
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
自
発
的
な
選
択
が
可
能
で
あ
る
「
強
い

主
体
」
を
想
定
し
た
「
同
一
性
の
政
治
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
こ
れ
に
対

し
て
「
否
定
性
」
や
「
異
質
性
」
を
重
視
す
る
議
論
を
展
開
す
る
。

　

そ
の
際
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
が
参
照
さ
れ
る
。
「
支
配
的

階
級
に
敵
対
す
る
形
で
自
己
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
確
立
す
る
も
の
」
（
四
〇
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を
前
提
と
す
る
に
せ
よ
、
政
策
に
よ
り
損
な
わ
れ
る
も
の
は
修
復
可
能
だ

ろ
う
か
。
政
策
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
側
面
に
つ
い
て
、
民
主
主
義
論
は
語

る
言
葉
を
十
分
に
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
四
に
ラ
ク
ラ
ウ
と
著
者
の
議
論
は
、
主
権
国
家
を
政
治
空
間
と
し
て

想
定
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
国
際
政
治
や
国
境
を
越
え
る
政
治
空
間
の
問

題
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
権
の
事
例
と
さ

れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
シ
リ
ザ
が
、
E 

U
、
E 

C 

B
、
I 

M 

F
と
の
関
係
で
自

ら
が
掲
げ
た
反
緊
縮
財
政
を
実
現
で
き
な
い
事
例
は
、
国
内
政
治
の
ア

リ
ー
ナ
だ
け
で
は
分
析
で
き
な
い
。
現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
背
景
に
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
あ
る
な
ら
ば
、
政
治
の
ア
リ
ー
ナ
を
国
内
に
限
定
す
る
民

主
主
義
論
の
妥
当
性
も
問
わ
れ
よ
う
。

　

本
書
は
日
本
で
は
充
分
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
ラ
ク
ラ
ウ
が
、
「
偶
発

的
」
に
議
論
を
展
開
し
晩
年
の
研
究
に
至
る
軌
跡
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
、

そ
の
独
自
性
を
明
確
に
し
た
世
界
水
準
の
研
究
で
あ
る
。
さ
ら
に
ラ
ク
ラ

ウ
の
議
論
を
発
展
さ
せ
排
除
の
契
機
を
正
面
か
ら
見
据
え
る
著
者
に
よ
る

「
不
審
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
」
が
展
開
さ
れ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
や
動
員

の
積
極
的
擁
護
と
い
う
論
争
的
か
つ
斬
新
な
視
点
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　

「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
時
代
」
に
お
い
て
、
も
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
民
主

主
義
と
切
り
離
せ
な
い
な
ら
ば
、
増
殖
す
る
「
不
審
者
」
と
い
う
「
弱
い

主
体
」
に
焦
点
を
あ
て
た
独
自
性
あ
ふ
れ
る
本
書
は
、わ
れ
わ
れ
が
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
に
取
り
組
み
、
民
主
主
義
を
手
放
さ
な
い
限
り
は
、
参
照
し
続
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
や
ま
ざ
き
・
の
ぞ
む
／
現
代
政
治
理
論
・
国
際
政
治
）

問
い
で
あ
る
。

　

第
二
は
「
不
審
者
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
包
摂
／
排
除
の
二
空
間
モ
デ

ル
の
間
に
位
置
す
る
「
弱
い
主
体
」
で
あ
る
「
不
審
者
」
は
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
定
性
ゆ
え
動
員
の
対
象
と
な
り
や
す
く
、
「
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
の
時
代
」
の
人
民
に
な
る
可
能
性
が
高
い
主
体
と
し
て
「
現
実
的
」

で
あ
る
。
し
か
し
「
不
審
者
」
の
定
義
は
客
観
的
に
は
困
難
で
雑
多
な
人
々

を
含
む
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
「
不
審
者
」
は
政
治
的
に
上
か
ら
「
人
民

の
構
築
」
が
な
さ
れ
た
後
に
、
社
会
で
「
発
見
」
さ
れ
る
主
体
に
な
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
た
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
う
主
体
像
だ
け
に
、

さ
ら
な
る
議
論
が
望
ま
れ
る
。

　

第
三
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義
の
関
係
で
あ
る
。
ラ
ク
ラ
ウ
と

著
者
は
民
主
主
義
の
「
立
憲
主
義
的
解
釈
」
よ
り
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
解

釈
」
を
重
視
す
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
既
存
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
撹
乱
さ

せ
水
平
的
な
人
民
を
構
成
す
る
。
し
か
し
政
党
政
治
の
段
階
に
入
る
に
伴

い
組
織
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
す
る
事
例
は
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
制
度
化
ま
で
の
一
定
期
間
し
か
有
効
性
を
持
た
な
い
戦
術

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
「
不
審
者
」
は
明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
意
思
、
利
益
を
持
た
ず
、
社
会
組
織
と
し
て
政
党
と
密
接
に
結
合

し
て
も
い
な
い
。
「
上
か
ら
の
動
員
」
が
権
力
獲
得
ま
で
の
戦
術
な
ら
ば
、

民
主
的
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
統
治
を
め
ぐ
る
問
い
と
も

関
連
す
る
。
例
え
ば
「
ア
メ
リ
カ
が
第
一
」
と
い
っ
た
「
浮
遊
す
る
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
」
に
同
一
化
し
た
人
々
に
よ
り
権
力
を
掌
握
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
政
権
に
よ
る
統
治
は
、
構
築
さ
れ
た
人
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
意

思
、
利
益
に
部
分
的
に
し
か
対
応
し
得
な
い
。
こ
の
「
同
一
化
の
挫
折
」
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な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
日
本
と
の
関
連
で
も
、
在
日
の
中
国
人

研
究
者
や
日
中
友
好
団
体
の
日
本
人
幹
部
が
、
中
国
滞
在
中
に
拘
束
さ
れ

る
事
件
が
あ
い
つ
い
で
起
こ
っ
て
い
る
。
先
日
亡
く
な
っ
た
劉
暁
波
も
、

ガ
ン
治
療
の
た
め
の
出
国
が
許
さ
れ
ず
、
彼
の
死
を
追
悼
す
る
よ
う
な
言

動
は
中
国
国
内
で
厳
し
く
規
制
さ
れ
た
。
体
制
批
判
と
は
何
ら
関
わ
り
の

な
い
日
本
語
で
書
か
れ
た
学
術
書
を
、
中
国
へ
も
ち
こ
む
こ
と
す
ら
ま
ま

な
ら
な
く
な
っ
た
と
聞
く
。
言
論
・
表
現
の
「
自
由
」
は
、
以
前
よ
り
も

抑
圧
を
う
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

統
制
の
強
化
を
は
か
る
習
近
平
政
権
は
、
な
ぜ
「
社
会
主
義
核
心
価
値

観
」
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
「
自
由
」
を
か
か
げ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
の

「
自
由
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
端
か
ら
み
て
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
う

し
た
中
、
本
書
評
で
と
り
あ
げ
る
石
井
知
章
編
『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
思
潮
―
―
一
九
二
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
』
（
藤
原
書
店
、
二

〇
一
五
年
）
、
石
井
知
章
・
緒
形
康
編
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
空
間
』

（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
動
向
を
知
る
上
で
、

格
好
の
著
作
で
あ
る
。

　

『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮
』
と
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政

治
空
間
』
は
、
二
〇
一
五
年
末
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
両

書
の
編
者
で
あ
る
石
井
知
章
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
と
が
き
」
で
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
同
一
の
問
題
意
識
、
執
筆
意
図
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
石
井
は
二
〇
一
二
年
七
月
に
北
海
道
大
学
で
、
現
代
中

国
を
代
表
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
知
識
人
で
あ
る
徐
友
漁
を
囲
ん
だ
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
お
こ
な
い
、
そ
こ
で
の
討
議
を
ま
と
め
た
『
文
化
大
革
命
の

遺
制
と
戦
う
―
―
徐
友
漁
と
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
（
社
会
評
論
社
、
二

　

書
評
　

『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮 

 

―
―
一
九
二
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で

』

（
石
井
知
章
編
、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
五
年
）

『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
空
間
』

（
石
井
知
章
・
緒
形
康
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

武
藤
秀
太
郎

　

近
年
、
中
国
の
街
角
を
歩
い
て
い
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
「
自
由
」

を
銘
打
っ
た
広
告
を
目
に
す
る
。
「
自
由
」
の
ほ
か
、「
富
強
」「
民
主
」「
文

明
」
「
和
諧
」
「
平
等
」
「
公
正
」
「
法
治
」
「
愛
国
」
「
敬
業
」
「
誠
信
」
「
友

善
」
と
い
う
二
字
熟
語
が
一
組
と
な
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一

二
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
二
〇
一
二
年
末
に
開
か
れ
た
中
国
共
産
党
第
一
八

回
全
国
代
表
大
会
で
は
じ
め
て
示
さ
れ
た
「
社
会
主
義
核
心
価
値
観
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
代
表
大
会
で
は
、
習
近
平
が
胡
錦
濤
の
後

を
つ
ぎ
、
中
国
共
産
党
の
最
高
職
で
あ
る
中
央
委
員
会
総
書
記
と
軍
の
統

帥
権
を
掌
握
す
る
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
に
就
任
し
た
。
こ
う
し
て
誕
生

し
た
習
近
平
政
権
に
と
っ
て
、
「
社
会
主
義
核
心
価
値
観
」
は
前
政
権
と

の
差
別
化
を
は
か
る
新
た
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
と
は
裏
腹
に
習
近
平
政
権
以
降
、
「
自
由
」
は
大
き
く
損
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〇
一
三
年
）
を
上
梓
し
た
後
、
さ
ら
に
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
想
状
況

を
体
系
的
に
紹
介
で
き
な
い
か
と
、
関
係
者
ら
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
『
文
化
大
革
命
の
遺
制
と
戦
う
』
で
、
青
年
時
代
に
文
化
大
革

命
を
経
験
し
た
徐
友
漁
は
、
二
〇
一
二
年
初
め
に
数
々
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

で
失
脚
し
た
薄
煕
来
重
慶
市
共
産
党
委
員
会
書
記
が
推
進
し
た
一
連
の
政

策
「
重
慶
モ
デ
ル
」
を
、
「
文
革
の
再
演
」
と
と
ら
え
、
中
国
が
歩
む
べ

き
立
憲
民
主
主
義
と
法
治
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
「
重
慶
モ
デ
ル
」
を
擁
護
し
つ
つ
、
「
文
革
の

再
演
」
論
が
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
、
「
新
自
由
主
義
」
的
改
革
へ
の
地

な
ら
し
役
を
果
た
し
て
い
る
と
批
判
す
る
の
が
、
汪
暉
を
は
じ
め
と
す
る

「
新
左
派
」
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
著
名
な
魯
迅
研
究
者
で
あ
る
汪
暉
に
つ
い
て
は
、
『
思
想
空

間
と
し
て
の
現
代
中
国
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
や
『
近
代
中
国
思

想
の
生
成
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
、
『
世
界
史
の
な
か
の
東
ア
ジ
ア

―
―
台
湾
・
朝
鮮
・
日
本
』
（
青
土
社
、
二
〇
一
五
年
）
を
は
じ
め
、
数
多

く
の
著
作
・
論
文
が
日
本
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
汪
暉
に
近
い
立
場

か
ら
日
本
の
論
壇
誌
で
特
集
が
組
ま
れ
る
な
ど
、
そ
の
影
響
力
は
小
さ
く

な
い
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
中
国
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
の
思
想
は
、
こ
れ
ま

で
ま
と
ま
っ
た
翻
訳
・
紹
介
も
な
く
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
網
羅
的
に
紹
介
・
論
評
し
て
い

る
『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮
』
と
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政

治
空
間
』
は
、
多
様
な
現
代
中
国
の
社
会
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
貴
重

な
成
果
で
あ
る
。

　

『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮
』
は
、「
序
論
」（
石
井
知
章
）
と
「
跋
」
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そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
国
の
歴
史
的
な
思
想

文
脈
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
序
論
」
「
第
Ⅰ
部
」

「
第
Ⅱ
部
」
で
、
各
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
見
地
か
ら
具
体
的
な
説
明
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
評
者
な
り
に
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
と
お
り
に

な
る
。

　

中
国
で
は
五
四
運
動
期
以
来
、
胡
適
ら
に
よ
り
普
遍
的
理
念
と
し
て
の

「
自
由
」「
民
主
」
が
唱
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
自
由
」「
民
主
」

は
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
毛
沢
東
の
主
導
で
胡
適

思
想
批
判
運
動
が
大
々
的
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
観
念
と
し
て
葬
り
さ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
反
動
と
い
う
べ
き
ク
ラ

イ
マ
ッ
ク
ス
が
、
市
場
経
済
を
否
定
し
、
毛
沢
東
を
個
人
崇
拝
し
た
文
化

大
革
命
で
あ
る
。
一
〇
年
に
お
よ
ぶ
文
革
を
経
て
、
鄧
小
平
に
よ
り
改
革

開
放
へ
と
舵
が
切
ら
れ
た
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
は
、
五
四
運
動
の
意
義

が
み
な
お
さ
れ
、
再
び
普
遍
的
な
「
自
由
」
「
民
主
」
を
希
求
す
る
新
た

な
啓
蒙
運
動
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
が
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
知
識
人
の
源
流
と

な
っ
て
ゆ
く
。

　

だ
が
、
一
九
八
九
年
に
天
安
門
事
件
が
起
き
る
と
、
そ
の
原
因
を
ゆ
き

す
ぎ
た
市
場
経
済
化
や
、
西
洋
の
近
代
的
価
値
へ
の
盲
従
に
求
め
る
思
潮

が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
西
洋
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
巧

み
に
と
り
い
れ
つ
つ
、
い
わ
ば
「
近
代
の
超
克
」
を
旨
と
し
た
中
国
独
自

の
路
線
を
唱
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
「
新
左
派
」
の
旗
手
と
い
う
べ
き

人
物
が
、
汪
暉
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
端
を
発
し
た
世
界
金
融
危
機

で
は
、
「
新
自
由
主
義
」
が
そ
の
元
凶
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
と
ひ
と
く
く

（
子
安
宣
邦
）
を
置
き
、
本
論
が
「
第
Ⅰ
部 

中
国
に
お
け
る
ポ
ス
ト
文
革

時
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
（
徐
友
漁
）
、
「
第
Ⅱ
部 

現
代
中
国
に
お
け
る
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
言
説
空
間
」
（
栄
剣
、
張
博
樹
、
劉
擎
、
許
紀
霖
、
秦
暉
、
張

千
帆
、
周
保
松
）
、
「
第
Ⅲ
部 

現
代
日
本
に
お
け
る
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

言
説
空
間
」
（
及
川
淳
子
、
梶
谷
懐
、
王
前
、
水
羽
信
男
、
緒
形
康
、
福
本
勝
清
、

石
井
知
章
）
と
い
う
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
日
中
の
研
究
者
一
五
名

か
ら
な
る
全
五
六
六
頁
の
論
文
集
で
あ
る
。
他
方
、
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
政
治
空
間
』
は
、
冒
頭
の
「
座
談
会 

中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら

中
国
政
治
を
展
望
す
る
」
（
李
偉
東
、
石
井
知
章
、
緒
形
康
、
鈴
木
賢
、
及
川

淳
子
）
と
「
総
論 

中
国
政
治
に
お
け
る
支
配
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
」（
緒

形
康
）
に
つ
づ
き
、
「
第
一
部 

現
代
中
国
の
政
治
状
況
」
（
秦
暉
、
徐
友
漁
、

梶
谷
懐
、
王
侃
）
、
「
第
二
部 

現
代
中
国
の
言
説
空
間
」
（
及
川
淳
子
、
吉
岡

桂
子
、
栄
剣
、
牧
陽
一
）
、
「
第
三
部 

法
治
と
人
権
を
巡
る
闘
い
」
（
賀
衛
方
、

阿
古
智
子
、
水
谷
尚
子
、
石
井
知
章
）
、
「
第
四
部 

中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
未

来
」
（
王
建
勛
、
張
博
樹
）
と
展
開
し
、
「
あ
と
が
き
に
代
え
て 

現
代
中
国

社
会
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
ゆ
く
え
」
（
石
井
知
章
）
が
巻
末
に
付
さ
れ
て
い

る
。
こ
ち
ら
も
総
勢
一
七
名
の
日
中
知
識
人
が
参
画
し
、
二
段
組
で
全
三

五
一
頁
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。

　

本
書
評
の
限
ら
れ
た
紙
面
で
、
こ
の
両
書
に
収
め
ら
れ
た
全
て
の
論
文

や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
対
談
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
評

者
に
そ
の
能
力
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
評
者
の
関
心
に
ひ
き
つ
け
つ
つ
、

両
書
の
モ
チ
ー
フ
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、『
現
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮
』
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
、

「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
と
「
新
左
派
」
と
い
う
語
を
定
義
な
し
に
用
い
て
き
た
が
、
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ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
汪
暉
の
長
年
の
ラ
イ
バ
ル
で
自
由
主
義
者
の

徐
友
漁
が
北
京
の
警
察
当
局
に
拘
束
さ
れ
て
赤
味
を
帯
び
た
独
裁
の

鉄
拳
を
浴
び
た
と
き
、
こ
の
中
国
の
新
左
派
は
国
際
的
な
学
術
賞
の

受
賞
の
喜
び
に
浸
り
、
講
演
に
東
奔
西
走
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
愉

悦
の
中
に
い
た
。
学
術
で
あ
ろ
う
が
政
治
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
こ
そ

が
ま
さ
に
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

（
一
五
九
―
六
〇
頁
）

　

た
し
か
に
本
人
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
学
術
的
論
文
の
結

び
と
し
て
、
い
さ
さ
か
感
情
的
で
あ
り
、
ふ
さ
わ
し
い
と
い
い
が
た
い
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
吐
露
せ
ざ
る
を
え
な
い
張
博
樹
の
思
い
は
、
中
国
の

「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
が
お
か
れ
た
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
、
重
く
う
け
と

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

「
序
論
」
「
第
Ⅰ
部
」
「
第
Ⅱ
部
」
を
う
け
、
「
第
Ⅲ
部
」
で
は
、
各
論
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
と
「
新
左
派
」
に
つ
い
て
補

足
的
な
分
析
・
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
個
人
的
に
は
、
梶
谷
懐
「
『
帝

国
論
』
の
系
譜
と
中
国
の
台
頭
―
―
『
旧
帝
国
』
と
『
国
民
帝
国
』
の
あ

い
だ
」
と
緒
形
康
「
『
秘
教
的
な
儒
教
』
へ
の
道
―
―
現
代
中
国
に
お
け

る
儒
教
言
説
の
展
開
」
を
興
味
深
く
読
ん
だ
。
前
者
は
、
西
洋
中
心
の
近

代
的
国
際
秩
序
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
新
左
派
」
ら
に
よ

り
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
中
華
王
朝
を
中
心
と
し
た
「
朝
貢
シ
ス
テ
ム
」

が
、
多
分
に
理
念
的
で
、
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
交
易
と
通
商
秩

序
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
成
果
に

よ
り
つ
つ
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、
毛
沢
東
が
文

革
期
に
「
批
林
批
孔
運
動
（
林
彪
・
孔
子
批
判
運
動
）
」
を
展
開
し
な
が
ら
も
、

り
に
さ
れ
た
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
は
、
ま
す
ま
す
劣
勢
に
た
た
さ
れ
た
。
栄

剣
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
陣
営
は
も
と
も
と
、
「
新
左
派
」

と
比
べ
団
結
力
が
な
く
、「
周
縁
化
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
一

〇
八
頁
）
。
さ
き
に
ふ
れ
た
薄
煕
来
の
「
重
慶
モ
デ
ル
」
に
対
す
る
「
リ

ベ
ラ
ル
派
」
と
「
新
左
派
」
の
対
照
的
な
評
価
も
、
こ
の
よ
う
な
路
線
の

違
い
が
う
き
ぼ
り
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
中
国
の
「
新
左
派
」
が
、
参
照
し
て
い
る

西
洋
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
家
と
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
国

家
体
制
と
親
和
的
で
「
保
守
派
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
は
、

政
治
変
革
の
必
要
性
を
唱
え
る
「
革
新
派
」
「
反
体
制
派
」
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、
徐
友
漁
は
本
書
の
公
刊
時
点
で
、

「
事
実
上
の
自
宅
軟
禁
状
態
に
お
か
れ
、
出
国
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
外
部
の
人
々
と
の
連
絡
や
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
や
り
と
り
も

す
べ
て
当
局
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
、
社
会
的
活
動
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
て

い
る
」
と
い
う
（
五
四
五
頁
）
。
チ
ベ
ッ
ト
問
題
に
関
す
る
発
言
が
原
因
で

中
国
社
会
科
学
院
を
解
雇
さ
れ
た
張
博
樹
は
、
「
第
Ⅱ
部
」
の
「
中
国
新

左
派
批
判
―
―
汪
暉
を
例
に
し
て
」
で
、
当
科
学
院
の
同
窓
生
で
あ
っ
た

汪
暉
の
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
批
判
に
反
論
し
、
こ
う
文
章
を
結
ん
で
い
る
。

　

汪
暉
が
海
外
で
発
表
す
る
文
章
は
国
内
で
発
表
す
る
も
の
と
は
異

な
り
、
「
批
判
精
神
」
に
満
ち
た
も
の
が
多
い
ら
し
い
。
ほ
ん
と
う

に
そ
う
だ
と
し
た
ら
批
判
精
神
を
放
棄
し
た
だ
け
で
な
く
徹
底
し
た

功
利
と
計
略
に
満
ち
て
い
る
。
筆
者
は
善
意
で
は
な
い
言
葉
を
使
っ

て
こ
の
校
友
を
貶
し
た
く
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
次
の
一
句
を
発
せ
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張
博
樹
の
発
言
は
、
中
国
共
産
党
の
忌
諱
に
ふ
れ
、
思
想
・
身
体
の
自
由

を
大
き
く
侵
さ
れ
て
い
る
。
本
書
所
収
の
牧
陽
一
「
艾
未
未
二
〇
一
五

―
―
体
制
は
醜
悪
に
模
倣
す
る
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
芸
術
家
の
艾
未
未

に
対
す
る
思
想
的
弾
圧
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
憲
法
に
あ
る
人
民
の
諸

権
利
や
司
法
の
独
立
は
、
所
詮
空
文
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
も
仕
方

あ
る
ま
い
。

　

だ
が
、
本
書
の
諸
論
文
を
読
む
と
、
急
進
的
な
形
で
な
く
、
あ
く
ま
で

中
華
人
民
共
和
国
憲
法
に
も
と
づ
き
、
「
法
治
」
「
憲
政
」
を
要
求
し
、
社

会
変
革
を
め
ざ
し
て
ゆ
く
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
と
え
ば
、
及
川
淳
子
「
雑
誌
『
炎
黄
春
秋
』
に
見
る
言
論
空
間
の
政
治

力
学
」
は
、
胡
耀
邦
や
趙
紫
陽
に
た
い
す
る
「
記
憶
の
再
生
」
を
こ
こ
ろ

み
た
り
、
「
憲
政
を
擁
護
し
、
憲
法
を
実
施
す
る
」
、
「
選
挙
に
よ
る
民
主

を
推
進
す
る
」
こ
と
を
提
言
し
た
「
公
民
憲
政
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
を
発
表

し
た
り
す
る
な
ど
、
体
制
内
部
か
ら
体
制
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
中
国

の
月
刊
誌
『
炎
黄
春
秋
』
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、

阿
古
智
子
「
中
国
に
お
け
る
『
法
治
』
―
―
葛
藤
す
る
人
権
派
弁
護
士
と

市
民
社
会
の
行
方
」
は
、
「
維
権
」
す
な
わ
ち
権
利
を
擁
護
す
る
「
維
権

弁
護
士
」
を
と
り
あ
げ
、
収
容
所
で
暴
行
さ
れ
て
亡
く
な
っ
た
「
孫
志
剛

事
件
」
や
B
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
感
染
者
差
別
撤
廃
運
動
な
ど
、
彼
ら
が
こ

の
十
数
年
の
間
、
積
極
的
に
関
わ
っ
た
「
維
権
」
運
動
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
政
府
か
ら
自
ら
の
人
権
を
奪
わ
れ
か
ね
な
い
、
彼
ら
の
お
か
れ
た

厳
し
い
状
況
を
う
き
ぼ
り
に
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
中
国
の
N 

G 

O
と

「
法
治
」
の
関
係
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
も
の
と
し
て
、
環
境
問
題
に
と

り
く
む
N 

G 
O
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
吉
岡
桂
子
「
環
境
N 

G 

O
と
中
国
社

「
秘
教
的
な
儒
教
」
の
共
産
主
義
化
を
一
貫
し
て
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
、「
新

左
派
」
が
掲
げ
る
「
儒
教
文
明
」
の
再
生
も
、
そ
の
延
長
線
上
で
と
ら
え

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
空
間
』
に
つ
い
て
。
『
現
代
中

国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
思
潮
』
の
張
千
帆
「
中
国
に
お
け
る
憲
政
へ
の
経
路

と
そ
の
限
界
」
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政

治
空
間
』
で
は
、
お
も
に
「
法
治
」
「
憲
政
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
で
は
、
第
二
条
で
「
中
華
人
民
共
和
国

の
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
人
民
に
属
す
る
」
と
明
記
さ
れ
、
第
三
五
条
「
中
華

人
民
共
和
国
民
は
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、
結
社
、
デ
モ
の
自
由
を
有
す

る
」
や
第
三
七
条
「
中
華
人
民
共
和
国
民
の
身
体
的
自
由
を
侵
し
て
は
な

ら
な
い
」
の
よ
う
に
、
精
神
的
・
身
体
的
自
由
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
二
六
条
は
、
「
人
民
法
院
は
、
法
律
の
規
定
に
の
っ
と
り
独

立
し
て
裁
判
権
を
行
使
し
、
行
政
機
関
や
社
会
団
体
、
個
人
か
ら
の
干
渉

を
う
け
な
い
」
と
、
司
法
の
独
立
を
う
た
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
中
国
共

産
党
の
来
歴
を
記
し
た
「
序
言
」
に
は
、
「
中
国
の
各
民
族
人
民
は
、
ひ

き
つ
づ
き
中
国
共
産
党
の
指
導
の
も
と
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
、

毛
沢
東
思
想
、
鄧
小
平
理
論
、
『
三
つ
の
代
表
』
を
手
引
と
し
て
、
人
民

民
主
専
政
を
堅
持
し
」
と
あ
り
、
第
三
条
で
も
「
中
華
人
民
共
和
国
の
国

家
機
構
は
、
民
主
集
中
制
を
原
則
と
し
て
お
こ
な
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
人
権
の
保
障
、
司
法
の
独
立
と
と
も
に
、
中
国

共
産
党
に
よ
る
指
導
が
憲
法
に
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
中
国
共
産
党
の
さ
じ
加
減
ひ
と
つ
で
、
人
民
の
権
利
や
国
家
機
関

は
影
響
を
う
け
か
ね
な
い
。
事
実
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徐
友
漁
や
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会
―
―
行
動
す
る
『
非
政
府
系
』
知
識
人
の
系
譜
」
や
、
労
働
N 

G 

O
を

対
象
と
し
た
石
井
知
章
「
習
近
平
時
代
の
労
使
関
係
―
―
『
体
制
内
』
労

働
組
合
と
『
体
制
外
』
労
働
N 

G 

O
と
の
間
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

冒
頭
で
言
及
し
た
「
社
会
主
義
核
心
価
値
観
」
を
み
る
と
、
「
法
治
」

も
そ
の
一
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
自
由
」
「
法
治
」
を
以

前
よ
り
も
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
習
近
平
政
権
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
社
会

主
義
核
心
価
値
観
」
を
か
か
げ
る
の
は
な
ぜ
か
。
思
う
に
、
政
権
が
こ
れ

ま
で
み
て
き
た
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
や
「
維
権
弁
護
士
」
ら
に
よ
る
「
自
由
」

「
憲
政
」
「
法
治
」
の
動
き
を
無
視
で
き
ず
、
そ
の
正
統
性
を
何
と
か
自
ら

の
方
へ
と
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
、
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
上
で
、
『
現
代
中
国
の
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
思
潮
』
と
『
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
空
間
』
は
必
読
の
文

献
と
い
え
る
。
専
門
外
の
人
に
も
、
ひ
ろ
く
一
読
を
す
す
め
た
い
。

 

（
む
と
う
・
し
ゅ
う
た
ろ
う
／
経
済
思
想
史
）

　

書
評
　

『
応
用
政
治
哲
学
―
―
方
法
論
の
探
究

』

（
松
元
雅
和
著
、
風
行
社
、
二
〇
一
五
年
）

井
上 

彰

　

二
〇
一
〇
年
に
日
本
で
サ
ン
デ
ル
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
は
、

記
憶
に
新
し
い
。
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、

M
・
サ
ン
デ
ル
に
よ
る
正
義
を
題
材
に
し
た
双
方
向
型
授
業
が
放
送
さ
れ

て
以
降
、
政
治
哲
学
へ
の
関
心
が
一
気
に
高
ま
っ
た
。
し
か
し
政
治
哲
学

が
一
体
ど
の
よ
う
な
学
問
な
の
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
理
解
が
深
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
サ
ン
デ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
政
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原
理
を
主
に
思
考
実
験
を
通
じ
て
テ
ス
ト
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
類
似

の
説
明
様
式
に
則
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
本
書
は
、
政
治
科
学
と
の
相
同
性
が
顕
著
な
分
析
的
政
治
哲
学

の
系
譜
に
丁
寧
に
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
第
二
章
）
。
概
念
を
中
心

に
言
語
の
論
理
構
造
を
解
明
す
る
分
析
研
究
が
影
響
力
を
も
っ
た
ロ
ー
ル

ズ
『
正
義
論
』
以
前
の
政
治
哲
学
と
、
政
治
社
会
の
あ
る
べ
き
指
針
を
示

す
規
範
的
原
理
の
正
当
化
や
解
釈
を
重
視
す
る
規
範
研
究
に
傾
斜
す
る

ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
以
降
の
政
治
哲
学
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
描
出
さ
れ

る
。
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
世
界
の
諸
々
の
事
象
を
分
節
化
し
、
理
論

が
い
か
な
る
規
定
的
役
割
を
果
た
す
の
か
に
つ
い
て
見
極
め
る
概
念
分
析

に
基
づ
く
分
析
研
究
と
、
主
張
を
示
し
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
論
証

を
重
視
す
る
規
範
研
究
と
の
区
分
に
昇
華
さ
れ
る
（
第
三
章
）
。
そ
の
区

分
を
ふ
ま
え
て
、
広
く
前
提
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
結
論
を
導
く
演
繹

的
論
証
と
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
判
断
を
構
成
す
る
道
徳
的
確
信
を
整
合
的

な
見
解
へ
と
収
斂
さ
せ
る
帰
納
的
論
証
と
を
組
み
合
わ
せ
る
方
法
―
―
反

照
的
均
衡
―
―
を
展
開
し
た
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
が
、
規
範
研
究
を
力

強
く
推
し
進
め
る
分
水
嶺
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

次
に
、
本
書
の
第
二
の
特
徴
を
成
す
政
治
哲
学
の
応
用
、
よ
り
精
確
に

は
、
規
範
研
究
の
現
実
世
界
へ
の
適
用
に
関
す
る
議
論
を
み
て
い
こ
う
。

第
一
に
、
政
治
哲
学
に
お
け
る
理
想
と
現
実
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
ロ
ー

ル
ズ
（
主
義
）
と
G
・
A
・
コ
ー
エ
ン
の
立
場
が
み
せ
る
対
立
を
調
停
す

る
方
向
性
が
示
さ
れ
、
政
治
社
会
の
正
し
さ
を
追
求
す
る
政
治
哲
学
の
あ

り
方
が
示
唆
さ
れ
る
（
第
四
章
）
。
政
治
哲
学
（
規
範
研
究
）
は
こ
れ
ま
で
、

全
員
が
遵
守
し
う
る
正
義
原
理
の
正
当
化
を
第
一
義
的
課
題
と
し
て
き
た

治
哲
学
者
が
い
か
な
る
方
法
に
準
拠
し
て
、
価
値
や
原
理
を
め
ぐ
る
規
範

的
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
が
、
依
然
と
し
て
十
分
理
解
さ
れ
て
い

な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
書
は
、
政
治
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
学
問
分
野
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、

方
法
論
的
観
点
か
ら
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
作
品
で

あ
る
。
そ
の
特
徴
は
第
一
に
、
政
治
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
方
法
に
則
っ
て
、

価
値
判
断
や
原
理
の
身
分
の
検
討
お
よ
び
そ
の
正
当
化
を
図
っ
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
科
学
的
方
法
と
の
対
比
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
提
起
さ
れ
た
様
々
な
（
政
治
）
哲
学
・
倫
理
学
の
説
明
様
式
を
整
理
し

た
う
え
で
検
討
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
政
治
哲
学
の
応

用
局
面
に
焦
点
を
当
て
て
、
政
治
哲
学
の
諸
成
果
が
現
実
世
界
に
い
か
な

る
示
唆
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
の
特
徴
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
第
一
に
、
原
因

と
法
則
の
探
求
を
行
う
（
政
治
）
科
学
と
（
価
値
や
規
範
に
ま
つ
わ
る
）
理

由
と
原
理
の
探
求
を
行
う
政
治
哲
学
の
異
同
に
つ
い
て
、
明
晰
な
整
理
が

な
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
）
。
一
般
に
政
治
哲
学
は
主
と
し
て
事
実
を
扱

う
政
治
科
学
と
は
異
な
り
、
価
値
を
扱
う
学
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者

で
は
説
明
様
式
が
異
な
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
。
だ
が
政
治
哲
学
に
お
い
て
、

と
く
に
分
析
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
分
析
的
政
治
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ

の
違
い
は
程
度
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
（
政
治
）
科
学
が
仮
説
を
検
証
す
る

よ
う
に
、
政
治
哲
学
も
規
範
的
原
理
を
個
別
の
価
値
判
断
に
照
ら
し
て
テ

ス
ト
す
る
。
前
者
は
原
因
を
特
定
す
る
と
い
う
性
格
上
、
過
去
向
き
で
あ
っ

た
り
、
仮
説
と
経
験
と
の
違
い
が
後
者
よ
り
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
が
、
後
者
も
他
の
事
情
を
排
除
し
て
理
由
を
同
定
し
、
規
範
的
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章
）
、
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
現
実
主
義
と
平
和
主
義
の
論
争
に
く
さ

び
を
打
ち
込
む
議
論
を
展
開
し
た
り
（
第
八
章
）
、
功
利
主
義
の
実
用
的

価
値
に
つ
い
て
政
治
理
論
の
観
点
か
ら
す
く
い
取
る
こ
と
を
模
索
し
た
り

（
第
九
章
）
と
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
補
章
の
、
政

治
哲
学
に
お
い
て
用
い
る
論
証
の
類
型
に
つ
い
て
の
紹
介
も
、
読
者
に

と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
評
者
か
ら
み
て
、
本
書
に
不
満
を
覚
え
な
い
点
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
本
書
は
整
理
の
た
め
の
レ
ビ
ュ
ー
が
中

心
で
、
い
か
な
る
政
治
哲
学
の
方
法
に
著
者
が
与
し
て
い
る
の
か
、
い
か

な
る
政
治
哲
学
の
応
用
に
著
者
が
意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
か
が
み
え
づ

ら
い
。
も
ち
ろ
ん
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
は
ロ
ー
ル
ズ
の
方
法
論
や

（
後
期
）
ロ
ー
ル
ズ
が
与
え
て
い
る
政
治
哲
学
の
役
割
に
つ
い
て
（
控
え
め

な
が
ら
も
）
好
意
的
に
評
価
し
て
お
り
、
（
間
接
的
な
が
ら
も
）
著
者
の
立

場
が
示
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
政
治
哲
学
の
方
法
と
し

て
は
、
ロ
ー
ル
ズ
評
価
を
通
じ
て
、
規
範
研
究
こ
そ
が
（
分
析
的
）
政
治

哲
学
の
本
丸
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
応
用
政
治
哲

学
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
望
ま
し
さ
の
分
析
だ
け
で
な
く
、
現
実
政
治
と

向
き
合
う
非
理
想
理
論
や
実
行
可
能
性
の
問
題
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
だ

と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
規
範
研
究
と
現
実
政

治
に
対
す
る
考
慮
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
望
ま
し
い
理
論
の
あ
り
方

を
規
定
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
本
書
で
積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
、
「
方
法
論
の
探
究
」
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
著
者
が
、
望
ま
し
い
政
治
哲
学
の
方
法
に
関
す
る
主
張
と
し

が
、
部
分
的
遵
守
も
し
く
は
遵
守
が
期
待
で
き
な
い
よ
う
な
、
よ
り
現
実

に
近
い
状
況
に
ど
う
対
応
す
る
か
に
も
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際

に
、
実
証
研
究
へ
の
参
照
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
政
治
哲
学
者
が
応
用
局
面
で
向
き
合
う
べ
き
課
題
と
し
て
、

「
望
ま
し
さ
」
の
分
析
だ
け
で
な
く
「
実
行
可
能
性
」
の
分
析
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
第
五
・
六
章
）
。
両
者
を
重
視
し
た
政
治

哲
学
者
こ
そ
、
本
書
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
ロ
ー
ル
ズ
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
ロ
ー
ル
ズ
は
後
期
の
作
品
で
、
現
実
政
治
に
お
け
る
多
元
主
義
の

事
実
―
―
よ
り
精
確
に
は
、
一
方
で
様
々
な
価
値
観
が
共
有
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
他
方
で
そ
の
通
約
不
可
能
性
に
鑑
み
て
、
礼
節
を
も
っ
て
そ
の
状

況
を
受
け
入
れ
る
市
民
の
態
度
を
伴
う
「
適
理
的
多
元
主
義
の
事
実
」

―
―
を
ふ
ま
え
て
、
正
義
原
理
の
真
偽
を
問
わ
ず
に
公
共
的
正
当
化
を
果

た
し
う
る
公
共
的
理
由
に
訴
え
る
議
論
へ
と
シ
フ
ト
し
た
の
で
あ
る
。
著

者
は
そ
う
し
た
（
後
期
）
ロ
ー
ル
ズ
の
姿
勢
を
評
価
し
た
う
え
で
、
現
実

世
界
の
問
題
状
況
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
否
応
な
し
に
向
き
合
わ

ざ
る
を
え
な
い
実
践
的
制
約
や
、
民
主
主
義
社
会
だ
か
ら
こ
そ
問
わ
れ
て

く
る
一
般
市
民
の
原
理
や
推
論
の
受
容
可
能
性
を
ふ
ま
え
た
応
用
政
治
哲

学
こ
そ
が
、
政
治
哲
学
の
実
り
豊
か
な
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
公
言

す
る
。

　

以
上
か
ら
も
窺
え
る
通
り
、
本
書
が
扱
う
文
献
の
網
羅
性
や
著
者
が
施

す
整
理
の
丁
寧
さ
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
、
政
治
哲
学
が
方
法
論
的
に
ど

の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
の
か
が
明
晰
な
語
り
口
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い
る

の
が
、
本
書
の
優
れ
た
点
で
あ
る
。
本
書
は
他
に
も
、
平
等
論
を
教
育
政

策
の
分
野
に
応
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
示
唆
に
関
す
る
検
討
や
（
第
七
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て
解
釈
し
う
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
も
確
か
だ
。

　

哲
学
者
は
そ
の
職
業
的
責
務
と
し
て
、
市
民
に
向
け
て
で
は
な
く
、

他
の
哲
学
者
に
向
け
て
著
作
を
書
く
。
哲
学
者
の
目
標
は
真
理
の
探

求
で
あ
り
、
そ
れ
を
同
業
者
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、

政
治

0

0

哲
学
者
は
自
分
の
仕
事
の
社
会
的
意
義
を
ど
こ
に
見
出
す
べ
き

だ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
が
出
し
た
答
え
は
、
真
理
を
携
え
た
哲
学
者

が
哲
人
王
と
し
て
再
び
洞
窟
に
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
現

在
の
民
主
主
義
社
会
に
住
む
政
治
哲
学
者
が
と
り
う
る
選
択
肢
で
は

な
い
。 

（
一
九
一
頁
）

　

問
題
は
、
こ
う
し
た
政
治
哲
学
の
あ
り
方
を
著
者
が
方
法
論
的
に
正
当

化
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
著
者
が
右
記
の
主
張

を
正
当
化
し
て
い
る
箇
所
は
本
書
の
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、

著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

も
し
政
治
学
を
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
意
味
で
）
実
践
学
の
一
部

門
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
、
実
行
可
能
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
根
本

原
理
を
案
出
す
る
営
み
を
、
あ
え
て
「
政
治

0

0

哲
学
」
と
呼
ぶ
理
由
は

定
か
で
は
な
い
。
…
…
こ
の
疑
問
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
定
義
上
の
問

題
に
収
斂
す
る
。 

（
一
六
二
頁
）

　

こ
の
文
章
を
重
く
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
著
者
は
定
義
に
よ
っ
て
、
民

主
主
義
社
会
に
お
け
る
実
行
可
能
性
を
ふ
ま
え
た
政
治
哲
学
の
あ
り
方
を

示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
定
義
づ
け
る
こ
と
は
理
由
づ
け
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
理
由
に
基
づ
く
正
当
化
を
志
向
す
る

規
範
研
究
の
発
展
を
強
調
す
る
著
者
で
あ
れ
ば
、
わ
き
ま
え
て
い
る
は
ず

の
こ
と
だ
。
以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
著
者
自
ら
が
支
持
す
る
政
治
哲
学
の

方
法
・
あ
り
方
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
本
書
で
論
じ
て
き
た
諸
々

の
方
法
論
的
課
題
は
、
や
は
り
最
終
的
に
は
、
方
法
論
の
次
元
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
が
生
み
出
す
成
果
物
の
次
元
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
（
二
八
二
頁
）
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
書
に
お
け
る
方
法

論
の
探
究
の
成
果
と
し
て
は
物
足
り
な
い
。

　

第
二
に
、
本
書
が
与
え
る
概
念
分
析
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
評
者
か

ら
す
る
と
疑
問
の
余
地
を
な
し
と
は
し
な
い
。
著
者
は
分
析
的
政
治
哲
学

の
方
法
が
、
規
範
的
概
念
の
意
味
と
用
法
を
確
定
す
る
概
念
分
析
を
中
心

と
し
た
分
析
研
究
か
ら
、
そ
の
概
念
を
取
り
巻
く
望
ま
し
さ
を
探
究
す
る

規
範
研
究
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
を
（
控
え
め
な
が
ら
も
）
評
価
的

に
み
る
。
ロ
ー
ル
ズ
が
「
〈
分
析
研
究
〉
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
を
止
め
」
て
、

「
〈
規
範
研
究
〉
に
独
自
の
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
」
と
の
評
価
（
六

四
頁
）
や
、
「
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
の
革
新
性
の
一
端
は
、
分
析
研
究
に
加

え
て
、
正
義
原
理
の
正
当
性
を
論
証
す
る
規
範
研
究
に
正
面
か
ら
取
り
組

ん
だ
点
に
あ
っ
た
」
と
の
評
価
（
九
八
頁
）
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
政
治
哲
学
の
「
主
た
る
営
み
」
は
規
範
研

究
に
あ
る
と
い
う
確
信
を
、
ロ
ー
ル
ズ
と
と
も
に
共
有
し
て
い
る
（
八
五

頁
）
。

　

し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
以
降
、
政
治
哲
学
に
お
い
て
規
範
研

究
が
主
た
る
営
み
と
し
て
成
立
し
、
分
析
研
究
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
お
膳
立
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に
与
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
何
が
正
義
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

べ
き
で
、
何
が
そ
れ
以
外
の
（
道
徳
的
）
価
値
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
を
十
全
に
明
ら
か
に
せ
ず
に
議
論
を
進
め
て
し
ま
う
と
、
応
用
局
面

で
の
表
面
的
な
一
致
（
た
と
え
ば
公
共
政
策
の
次
元
で
の
同
一
性
）
ば
か
り

が
強
調
さ
れ
る
結
果
を
招
き
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
著
者
が
言
う
と

こ
ろ
の
、
理
由
と
正
当
化
に
基
づ
く
論
証

0

0

を
重
視
す
る
姿
勢
と
は
ほ
ど
遠

い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解

を
聞
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

※
本
稿
は
J 

S 

P 

S
科
研
費15K

02022

お
よ
び16K

13313

に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
い
の
う
え
・
あ
き
ら
／
政
治
哲
学
・
倫
理
学
）

て
程
度
で
し
か
な
い
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
管
見
の
限
り
、
ロ
ー
ル
ズ
正

義
論
以
降
の
分
析
的
政
治
哲
学
の
発
展
や
現
況
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
今
日
に
お
い
て
概
念
分
析
は
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

概
念
が
理
論
的
語
彙
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ

い
て
、
当
の
語
彙
を
使
わ
ず
に
そ
の
成
立
条
件
（
通
常
は
必
要
十
分
条
件
）

を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
分
析
研
究
は
、
今

日
の
分
析
的
政
治
哲
学
に
お
い
て
も
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　

一
例
を
あ
げ
る
と
、
ロ
ー
ル
ズ
が
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」
と
し
て
提

出
し
た
分
配
的
正
義
に
つ
い
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
運
の
平
等
論
と
呼
ば

れ
る
立
場
か
ら
、
そ
の
理
念
の
徹
底
化
を
謳
う
正
義
構
想
が
提
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ル
ズ
が
不
公
正
の
源
泉
と
み
な
し
た
道
徳
的
恣
意
性
の

排
除
が
謳
わ
れ
、
公
正
に
基
づ
く
実
質
的
な
（
初
期
）
機
会
の
平
等
こ
そ

正
義
で
あ
る
と
の
見
方
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
二
〇
〇
〇
年
前
後
か

ら
厳
し
い
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
そ
の
批
判
に
対
す
る
運
の
平
等
論
か

ら
の
反
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
論
と
は
、
公
正
に
照
ら
し
た
運

の
中
立
化
は
、
あ
く
ま
で
（
分
配
的
）
正
義
を
構
成
す
る
原
理
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
価
値
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
運
の
平
等
論
を
め
ぐ
る
論
戦
は
、
（
論
争
の
当
事
者
が
意
識

し
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
）
概
念
分
析
に
基
づ
い
て
繰
り
広

げ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
分
析
研
究
が
少
な
く
と

も
規
範
研
究
に
分
析
的
政
治
哲
学
の
本
丸
を
譲
り
渡
し
て
い
な
い
こ
と
の

証
左
だ
と
、
評
者
に
は
み
え
る
。

　

く
わ
え
て
、
分
析
研
究
を
規
範
研
究
の
前
座
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て

扱
う
こ
と
は
、
分
析
的
政
治
哲
学
上
の
重
要
な
争
点
を
等
閑
に
付
す
風
潮
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著
者
の
興
味
関
心
に
ど
の
よ
う
な
幅
広
さ
が
あ
る
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
、

多
岐
に
わ
た
る
論
点
に
一
挙
に
触
れ
る
楽
し
み
が
あ
る
が
、
そ
の
ぶ
ん
だ

け
主
題
の
統
一
性
や
一
貫
し
た
論
理
展
開
は
期
待
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
本
書
は
論
文
集
ら
し
い
幅
広
さ
を
も
ち
な
が
ら
、
全
体
に
わ

た
っ
て
い
く
つ
か
の
主
題
が
一
貫
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
、
一
読
、
感

じ
ら
れ
、
著
者
の
問
題
探
求
の
強
度
に
改
め
て
強
い
印
象
を
受
け
る
。
論

文
集
で
あ
る
こ
と
が
よ
い
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　

本
書
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
お
お
ま
か
に
目
次
に
そ
っ
て
進
め
よ
う
。

　

序　

政
治
哲
学
的
考
察
と
は
何
か

第
Ⅰ
部　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
現
代
政
治
哲
学

　

第
一
章　

 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
の
再
統
合
―
―
ト
ク
ヴ
ィ
ル

の
遺
産

　

第
二
章　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
復
興
の
意
味

　

第
三
章　

 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
政
治
哲
学
の
再
生
―
―
大
西
洋
両
岸
に
お

け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル

　

第
四
章　

 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ネ
オ
・
ト
ク
ヴ
ィ
リ
ア
ン
―
―
フ
ラ
ン
ス
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
過
去
と
現
在

　

第
五
章　

代
表
制
の
政
治
思
想
史
―
―
三
つ
の
危
機
を
中
心
に

第
Ⅱ
部　

フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
の
可
能
性

　

第
一
章　

 

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
／
ル
フ
ォ
ー
ル
―
―
身
体
論
か
ら
政

治
哲
学
へ

　

第
二
章　

平
等
と
自
由
の
相
克
／
相
乗

　

第
三
章　

保
守
主
義
と
人
権

　

書
評
　

『
政
治
哲
学
的
考
察
―
―
リ
ベ
ラ
ル
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
間

』

（
宇
野
重
規
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

宇
城
輝
人

　

本
書
は
、
宇
野
重
規
さ
ん
が
二
〇
〇
〇
年
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
書

い
て
こ
ら
れ
た
論
考
を
一
冊
に
ま
と
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
初
出
は
、
一

番
古
い
も
の
で
二
〇
〇
一
年
、
一
番
新
し
い
も
の
は
二
〇
一
〇
年
。
な
お
、

第
Ⅱ
部
第
五
章
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
境
界
線
」
は
本
書
が
初
出
と
あ

る
。
宇
野
さ
ん
に
は
本
書
以
前
に
六
冊
の
単
著
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
わ

ゆ
る
論
文
集
は
本
書
が
最
初
で
あ
る
。
一
般
に
論
文
集
と
い
う
も
の
は
、
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づ
く
政
治
的
批
判
を
含
意
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
そ
う
し
た
「
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
共
和
主
義
的
修
正
」
の
か
な
め
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
逆
に
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
著
者
は
「
共

和
主
義
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
修
正
」
の
知
的
源
泉
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま

り
、
大
革
命
の
伝
統
に
連
な
る
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
は
、
ル
ソ
ー
＝

ジ
ャ

コ
バ
ン
的
な
単
一
不
可
分
の
中
央
集
権
的
な
国
民
主
権
国
家
に
体
現
さ
れ

る
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
名
の
も
と
に
呼
び
出
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
そ

う
し
た
国
家
と
個
人
の
透
明
な
一
致
を
目
指
す
よ
う
な
国
民
国
家
・
共
和

政
理
念
に
対
す
る
批
判
、
分
権
的
・
多
元
主
義
的
な
国
家
・
社
会
モ
デ
ル

な
の
で
あ
る
。

　

宇
野
さ
ん
は
、
こ
の
か
な
り
異
な
る
ふ
た
つ
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
像
に
つ
い

て
、
「
け
っ
し
て
正
反
対
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
じ
主
題
に
異
な

る
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両
者
は
と
も
に
、

あ
る
民
主
的
社
会
が
発
展
す
る
に
あ
た
っ
て
、
複
合
的
で
、
か
つ
効
果
的

に
機
能
す
る
政
治
社
会
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
、

一
致
し
て
い
る
」
（pp. 52-53

）
と
解
釈
す
る
。
民
主
的
社
会
の
発
展
に
不

可
欠
な
「
複
合
的
で
、
か
つ
効
果
的
に
機
能
す
る
政
治
社
会
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
あ
と
の
諸
章
で
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
く
。

　

第
Ⅱ
部
は
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
を
構
成
す
る
主
要
な
道
具
立

て
を
点
検
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
は
第
Ⅰ
部
第
五
章
の
代
表
制
の
論
点
を
引

き
継
ぎ
な
が
ら
政
治
的
身
体
に
つ
い
て
考
察
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
「
脱
身

体
化
さ
れ
空
虚
に
な
っ
た
権
力
の
場
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
概
念
が
、

近
代
に
お
け
る
政
治
、
ま
た
政
治
的
な
も
の
の
不
安
定
性
あ
る
い
は
逆
に

　

第
四
章　

政
治
哲
学
問
題
と
し
て
の
欧
州
統
合

　

第
五
章　

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
境
界
線

第
Ⅲ
部　

政
治
哲
学
か
ら
社
会
へ

　

第
一
章　

労
働
と
格
差
の
政
治
哲
学

　

第
二
章　

中
間
集
団
と
社
会
的
な
も
の
の
再
編

　

第
三
章　

社
会
的
紐
帯
の
政
治
哲
学
―
―
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
中
心
に

　

第
四
章　

政
治
が
社
会
的
紐
帯
を
語
る
と
き

　

第
Ⅰ
部
は
、
著
者
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ

ル
に
か
ん
す
る
五
つ
の
論
考
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
最
初
の
四

つ
の
論
考
は
全
体
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
と
い
う
ふ
た
つ

の
思
想
潮
流
に
か
ん
す
る
英
米
圏
と
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
状
況
、
思
想
的
文

脈
の
相
違
に
着
目
し
て
サ
ー
ヴ
ェ
イ
的
な
趣
を
と
り
な
が
ら
、
こ
の
特
異

な
思
想
家
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
多
面
的
な
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
主
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究
状
況
、
政
治
的
・
知

的
状
況
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
大
西
洋
の
両
岸
で
異
な
る
意
味
を
帯

び
て
い
る
。
英
米
圏
で
は
こ
う
だ
。
ひ
と
つ
に
は
政
治
的
人
文
主
義
研
究

に
発
す
る
近
代
政
治
思
想
史
ひ
い
て
は
近
代
史
そ
の
も
の
の
再
検
討
が
あ

り
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
主
流
政
治
思
想
で
あ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
政
治
的
人
文
主
義
か
ら
共
和
主
義
的
な
「
徳
」
の
理

念
を
抽
出
し
て
、
こ
の
徳
の
概
念
を
も
っ
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
個
人
主
義

を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
社
会
の
現
状
診
断
に
も
と
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ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
論
じ
る
以
後
の
議
論
の
土
台
に
な
る
。
平
等
と
自
由
と

は
一
般
に
は
相
互
に
矛
盾
す
る
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か

も
そ
の
矛
盾
視
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
由
来
す
る
考
え
か
た
だ
と
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
著
者
は
、
そ
の
当
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
実
は
平
等
と
自
由
は
む

し
ろ
一
体
を
な
す
（
べ
き
）
も
の
と
考
え
て
い
る
と
強
調
す
る
。
こ
の
自

由
と
平
等
の
一
体
性
は
、
現
代
の
政
治
哲
学
者
（
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
、
バ

リ
バ
ー
ル
）
の
議
論
の
核
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
平
等
＝
自
由

（égaliberté

）
」
の
概
念
（
バ
リ
バ
ー
ル
）
に
重
要
な
地
位
が
与
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
本
書
の
、
と
い
う
よ
り
も
宇
野
さ
ん
の
他
の
著
書
に
も
共
通
す

る
通
奏
低
音
と
も
い
う
べ
き
「
分
離
の
組
織
化
」
の
ア
イ
デ
ア
（
ピ
エ
ー
ル
・

マ
ナ
ン
に
由
来
す
る
）
が
、
人
権
、
欧
州
統
合
、
市
民
権
と
境
界
線
と
い
っ

た
論
点
を
重
ね
る
こ
と
で
深
め
ら
れ
る
。
人
権
は
、
保
守
主
義
に
よ
っ
て

具
体
的
で
歴
史
的
な
共
同
体
か
ら
人
間
を
遊
離
さ
せ
る
抽
象
原
理
と
批
判

さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
ル
フ
ォ
ー
ル
か
ら
始
ま
る
現
代
の
人
権
論
に
お

い
て
は
、
人
権
の
本
質
は
「
人
と
人
と
の
間
に
関
係
を
創
出
す
る
」
政
治

的
性
質
に
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
か

ら
人
権
は
政
治
共
同
体
を
形
成
す
る
原
理
た
り
う
る
か
、
ま
た
い
か
な
る

政
治
共
同
体
を
？
と
い
う
問
い
が
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
な
ら

ば
、
欧
州
統
合
と
市
民
権
を
め
ぐ
っ
て
バ
リ
バ
ー
ル
が
提
起
し
た
「
共
同

体
な
き
市
民
権
」
、
「
境
界
線
の
民
主
化
」
に
接
続
し
て
い
く
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
第
Ⅱ
部
の
論
点
は
、
境
界
線
に
体
現
さ
れ
る
、
い
か
に
し
て
切

り
離
し
、
と
同
時
に
い
か
に
し
て
繋
げ
る
か
が
絶
え
ず
問
題
化
せ
ざ
る
を

え
な
い
分
離
の
組
織
化
の
特
異
点
の
各
論
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。

　

第
Ⅲ
部
を
構
成
す
る
諸
論
考
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
予
言
し
た
「
諸
条
件

の
平
等
化
」
が
高
度
に
発
展
し
、
個
人
主
義
が
人
び
と
の
生
活
の
隅
々
ま

で
浸
透
し
た
社
会
状
態
に
つ
い
て
政
治
哲
学
が
何
を
語
り
う
る
か
の
試
み

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
前
著
『
〈
私
〉
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
岩

波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
趣
も
な
く
は
な
い
。

こ
こ
で
の
主
要
な
論
点
は
、
福
祉
国
家
、
社
会
的
紐
帯
、
社
会
的
な
も
の

で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
問
題
化
し
た
「
福
祉
国
家
の
危
機
」
を

政
治
哲
学
的
に
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
。
問
題
の
地
平
が
個
人
化
し
た
社

会
の
あ
り
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
。
個
人
と
し
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
が
個

人
と
し
て
生
き
つ
づ
け
ら
れ
る
だ
け
の
資
源
と
支
援
を
欠
い
た
社
会
的
排

除
す
な
わ
ち
「
否
定
的
な
個
人
主
義
」
（
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
）
で
あ
る
。

従
来
の
社
会
的
な
も
の
の
手
法
で
あ
る
再
分
配
だ
け
で
は
有
効
に
対
処
し

え
な
い
問
題
に
た
い
し
て
は
「
新
し
い
社
会
権
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
創
出
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
富
の
再
分
配
と
い
う
よ
り
は
社
会
的
関

係
性
（
社
会
関
係
資
本
）
を
人
び
と
に
保
障
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
権
、

人
と
人
が
結
び
つ
く
権
利
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

人
間
が
個
人
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
の
が
困
難
な
時
代
に
社
会
的
関
係
性

が
社
会
保
障
の
対
象
に
含
ま
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
政
治
と
社
会
が
そ
う
ま
で
密
着
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
国
家
と
市
民
社
会
の
境
界
線
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
は
、
近
代
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
と
っ
て
後
退
で
は
あ
っ
て
も
前
進
で
は
な
い
」
（p. 353

）
。
重
要

な
こ
と
は
、
政
治
と
市
民
社
会
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
「
『
社
会
』
全
体
の

意
味
と
規
則
が
論
争
を
通
じ
て
た
え
ず
作
り
直
さ
れ
る
『
働
き
』
と
そ
の

『
場
所
』
」
で
あ
る
よ
う
な
「
政
治
的
な
も
の
」
（
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
）
の
行



227　●　〈書　評〉

な
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
の
対
話
で
あ
り
対
決
で
あ
る
と
読
め
る
。

　

ル
フ
ォ
ー
ル
の
民
主
主
義
論
に
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
自
身
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
な
新
左
翼
か
ら
穏
健
な
政
治
的
立
場
に
帰
着
（
転
向
？
）
す
る
際

の
落
と
し
ど
こ
ろ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
点
を
含
め
て
、
意
地
悪
く
言

え
ば
第
五
共
和
政
の
体
制
哲
学
（
左
派
の
側
か
ら
の
）
の
よ
う
な
側
面
が

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
と
り
わ
け
九
〇
年
代
以
降
の
思
想
の
動
向
は
、
ル

フ
ォ
ー
ル
的
な
民
主
主
義
論
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
課
題
を
通
奏
低

音
と
し
て
い
た
面
が
あ
っ
た
の
だ
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
大
西
洋
両

岸
に
お
け
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
論
の
展
開
を
参
照
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
的
な
民
主

主
義
像
―
―
そ
れ
は
通
俗
的
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
理
解
と
は
か
な
り
異
な
る
独

創
的
な
姿
を
し
て
い
る
―
―
を
造
型
す
る
試
み
が
、
第
五
共
和
政
の
体
制

的
民
主
主
義
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
民
主
的
社
会
像
を
提
出
す
る
方
法
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
も
本
書
は
、
そ
う
し
た
課
題
を
日
本
社
会
の
文
脈
で

い
か
な
る
言
語
で
語
り
思
考
さ
れ
る
べ
き
か
挑
戦
し
た
成
果
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
と
も
英
米
と
も
異
な
る
文
脈
に
お
か
れ
た
、
し
か
し

共
通
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
日
本
的
な
問
題
に
取
り
組
む
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　

最
後
に
ひ
と
つ
書
評
か
ら
逸
脱
す
る
か
も
し
れ
な
い
挿
話
を
記
す
こ
と

を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
何
年
か
前
に
あ
る
研
究
会
で
宇
野
さ
ん
が
本

書
で
も
参
照
さ
れ
て
い
る
セ
ル
ジ
ュ
・
オ
ー
デ
ィ
エ
の
小
さ
な
著
書
『
リ
ベ

ラ
ル
社
会
主
義
』（Serge Audier, Le socialism

e libéral, 2006, La D
écouverte

）

を
紹
介
す
る
の
を
聴
く
機
会
を
え
た
こ
と
が
あ
る
。
宇
野
さ
ん
ら
し
い

チ
ョ
イ
ス
だ
な
と
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
ル
社
会
主
義
は
、
戦
間

期
の
政
治
思
想
に
訪
れ
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
危
機
」
へ
の
応
答
と
し
て

き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
本
書
は
主
張
す
る
。
こ

の
政
治
と
社
会
の
「
あ
い
だ
」
へ
の
一
貫
し
た
注
目
と
こ
だ
わ
り
が
、
十

九
世
紀
に
お
け
る
習
俗
と
自
発
的
結
社
へ
の
着
目
を
現
代
に
活
か
す
道
な

の
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
復
興
の
意
味
で
あ
る
と
も

い
え
る
の
だ
が
、
宇
野
さ
ん
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
解
釈
に
お
い
て
、
一
方
で
大

衆
社
会
論
的
な
方
向
性
を
遠
ざ
け
つ
つ
、
ま
た
他
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
的
な
理
屈
立
て
か
ら
も
距
離
を
と
る
、
つ
ま
り
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
強
く
硬
い
個
人
の
主
体
性
や
単
な
る
手
続
き
民
主
主
義
を
目
指
し
た

り
、
あ
る
い
は
逆
に
共
同
体
へ
の
個
人
の
再
埋
め
込
み
に
解
決
を
見
出
そ

う
と
し
た
り
は
し
な
い
こ
と
の
意
味
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
個
人
の
自
由

は
最
大
限
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
共
同
的

な
も
の
、
生
を
意
味
づ
け
る
価
値
が
等
閑
視
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
宗
教
と
個
人
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
割
り

切
っ
た
考
え
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
個
人
の
選
択
の
自
由
の
手

続
き
民
主
主
義
の
功
罪
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
あ
る
い
は
政
治
的
な
も
の
の
衰

退
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
、
議
論
の
出
発
点
を
な
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
た
だ
、
社
会
を
構
成
す
る
複
合
的
な
諸
相
の
分
離
の
組
織
化
の
な
か

に
、
個
人
の
自
由
も
生
の
意
味
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

少
し
異
な
っ
た
角
度
か
ら
も
う
ひ
と
つ
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
い
。
本
書

を
通
読
し
て
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
の
問
題
設
定
が
基
準
点
と
し
て
重

要
で
あ
る
と
再
確
認
さ
せ
ら
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
文

脈
の
社
会
思
想
・
政
治
思
想
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
が
そ
の
ま
わ
り
に
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
う
が
、
宇
野
さ
ん
の
選
択
は
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
的
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現
れ
た
新
し
い
社
会
主
義
で
、
当
時
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
反
全
体
主
義
の

側
か
ら
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
長
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
社
会
主
義
思
想
は
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
社
会
主
義
・
社
会
民
主
主
義
政
党
が
市
場
経
済
に

大
幅
に
譲
歩
し
た
「
第
三
の
道
」
路
線
へ
の
批
判
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
理

念
と
し
て
欧
米
各
国
（
英
米
仏
独
伊
）
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
文
脈
の
な
か
か
ら

再
び
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
第
三
の
道
も
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る「
社
会
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」と
は
名
前
は
似
て
い
る
が
異
な
る
思
想
で
あ
る

）
1
（

）
。

　

宇
野
さ
ん
が
自
分
の
立
場
と
し
て
リ
ベ
ラ
ル
社
会
主
義
を
採
用
し
て
い

る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
マ
イ
ナ
ー
な
社
会
主
義
に
注
目
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
き
と
問
題
関
心
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
並
行
関
係
に
あ

る
と
、
本
書
の
内
容
の
外
で
、
し
か
し
そ
の
傍
ら
で
私
は
考
え
る
。
自
由

と
平
等
の
、
つ
ま
り
個
人
の
自
律
と
社
会
秩
序
の
微
妙
な
関
係
を
繊
細
に

考
え
抜
く
た
め
の
理
路
を
拾
い
上
げ
る
所
作
に
お
い
て
。
も
う
少
し
踏
み

込
ん
で
言
え
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
し
て
政
治
的
解
放
の
方
法
へ
と
立
ち

返
ら
せ
、
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
初
心
が
自
由
へ
の
希
求
に
あ
る
と
再
確
認

す
る
こ
と
に
お
い
て
。
本
書
で
宇
野
さ
ん
が
追
求
し
た
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
独
特
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
媒
介
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
リ
ベ
ラ
ル

と
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
間
」
を
開
拓
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
私
は
読
ん

だ
。 

（
う
し
ろ
・
て
る
ひ
と
／
社
会
学
・
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

詳
し
く
は
、
本
文
で
言
及
し
た
オ
ー
デ
ィ
エ
の
著
書
の
ほ
か
に
以
下
を

参
照
。M

onique C
anto-Sperber, N

adia U
rbanati, Le socialism

e libéral. 

U
ne anthologie: Europe-États-U

nis, 2003, Esprit.

　

書
評
　

『
日
本
が
優
生
社
会
に
な
る
ま
で 

 

─
─
科
学
啓
蒙
、
メ
デ
ィ
ア
、
生
殖
の
政
治

』

（
横
山
尊
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
年
）

高
草
木
光
一

　

「
優
生
思
想
」
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
人
類
の
遺
伝
的
素
質
を
改
善
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
悪
質
の
遺
伝
形
質
を
淘
汰
し
、
優
良
な
も
の
を
保
存

す
る
思
想
」（
二
頁
）
と
定
義
さ
れ
る
。
「
悪
質
な
遺
伝
形
質
の
淘
汰
」
に
は
、

か
つ
て
は
「
断
種
」
と
い
う
強
制
的
手
段
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
究

極
的
に
は
「
生
き
る
に
値
す
る
命
」
と
「
生
き
る
に
値
し
な
い
命
」
を
分
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第
Ⅰ
部　

優
生
学
の
構
想
と
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

　

第
一
章　

 

二
十
世
紀
初
頭
の
進
化
論
啓
蒙
と
優
生
学
受
容
の
思
想
的

地
盤

　

第
二
章　

優
生
学
と
社
会
事
業

第
Ⅱ
部　

雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
優
生
学
運
動
の
展
開

　

第
三
章　

『
文
化
生
活
』
の
優
生
学

　

第
四
章　

昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
優
生
学
メ
デ
ィ
ア
の
性
格

　

第
五
章　

 

一
九
三
〇
―
四
〇
年
代
に
お
け
る
『
民
族
衛
生
』
誌
の
成

立
と
変
容

第
Ⅲ
部　

優
生
学
の
政
策
化
と
科
学
啓
蒙

　

第
六
章　

戦
間
期
日
本
の
優
生
学
論
者
と
産
児
調
節

　

第
七
章　

国
民
優
生
法
成
立
の
再
検
討

　

第
八
章　

人
的
資
源
調
査
か
ら
優
生
保
護
法
へ

第
Ⅳ
部　

新
優
生
学
の
展
開
と
マ
ス
コ
ミ

　

第
九
章　

新
優
生
学
の
メ
デ
ィ
ア
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

第
一
〇
章 　

一
九
七
〇
―
八
〇
年
代
に
お
け
る
優
生
保
護
法
改
正
論

議
の
再
検
討

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
優
生
学
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
時
期
が
扱
わ
れ
る
。
自

然
科
学
に
基
づ
い
て
諸
学
問
を
総
合
し
、
人
間
生
活
の
研
究
と
改
良
を
図

る
優
生
学
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
総
合
哲
学
的
な
性
格

を
も
ち
、
学
術
専
門
誌
で
は
扱
い
の
難
し
い
「
科
学
」
だ
っ
た
。
そ
の
担

い
手
も
必
ず
し
も
大
学
や
研
究
所
の
研
究
者
に
は
限
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
多

く
の
「
通
俗
科
学
者
」
た
ち
が
「
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
を
媒
介
と
し

別
す
る
思
想
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ナ
チ
ス
断
種
法
（
一

九
三
三
年
）
や
、
そ
れ
に
範
を
と
っ
た
と
言
わ
れ
る
日
本
の
「
国
民
優
生
法
」

（
一
九
四
〇
年
）
に
、
あ
る
い
は
一
九
三
四
年
か
ら
七
五
年
の
間
に
福
祉
国

家
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
六
万
人
以
上
の
人
が
断
種
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実

に
戦
慄
を
覚
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
羊
水
検
査
を
は
じ
め
と
す
る
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
は
ど
う

だ
ろ
う
。
近
年
で
は
新
型
出
生
前
診
断
が
開
発
さ
れ
、
簡
単
な
血
液
検
査

の
み
で
胎
児
の
も
つ
ダ
ウ
ン
症
等
の
遺
伝
的
形
質
が
高
い
確
率
で
判
別
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
ま
す
ま
す
増
え
る
で
あ
ろ
う
「
選
択
的
中
絶
」

に
お
い
て
は
、
「
生
き
る
に
値
す
る
」
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
国
家
で
も

医
師
で
も
な
く
、
一
人
一
人
の
市
民
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

遺
伝
子
操
作
・
遺
伝
子
治
療
に
よ
っ
て
、「
い
の
ち
」
を
奪
う
こ
と
な
く
「
悪

質
な
遺
伝
形
質
の
淘
汰
」
が
技
術
的
に
可
能
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に

反
対
す
る
根
拠
は
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
命
科
学
の
技
術
発
展

を
前
に
し
て
、
い
ま
「
優
生
思
想
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
が
問

わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
今
日
的
な
課
題
に
対
し
て
、
真
正
面
か
ら
挑
ん
だ
の
が
本
書
で
あ

る
。
「
優
生
学Eugenics

」
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
従
弟
で

あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
一
八
八
〇
年
代
に
造
語
・
定
義

さ
れ
、
日
本
に
は
、
日
露
戦
争
前
後
に
導
入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
導
入
期
か
ら
現
在
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
の
歴
史
を
ト
ー
タ
ル
に
把

握
す
る
と
い
う
壮
大
な
意
図
の
も
と
に
本
書
は
執
筆
さ
れ
た
。
本
書
は
、

序
章
と
終
章
を
除
い
て
、
四
部
一
〇
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
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郎
提
出
の
第
一
案
は
、
中
毒
症
、
結
核
、
梅
毒
、
淋
病
患
者
を
も
法
規
制

の
対
象
と
し
た
「
拡
張
優
生
主
義
」
で
あ
り
、
産
児
調
節
運
動
と
同
系
譜

の
「
非
ナ
チ
ス
系
」
と
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
、
日
本
民
族
衛
生
学
会
が
深
く

関
与
し
た
第
二
案
（
成
立
）
は
、
「
遺
伝
病
限
定
主
義
」
を
と
る
「
ナ
チ

ス
断
種
法
の
日
本
版
」
と
さ
れ
る
。
著
者
は
、
荒
川
の
思
想
や
立
場
か
ら

こ
の
「
系
譜
」
論
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
と
と
も
に
、
啓
蒙
に
は
拡
張

優
生
主
義
を
と
り
、
断
種
法
は
戦
略
的
に
遺
伝
病
に
限
定
す
る
と
い
う
優

生
学
者
の
錯
綜
し
た
発
想
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

優
生
保
護
法
（
一
九
四
八
年
）
は
、
中
絶
合
法
化
を
主
眼
に
し
た
と
す

る
解
釈
も
あ
る
が
、
松
原
は
、
国
民
優
生
法
に
比
較
し
て
優
生
政
策
が
強

化
さ
れ
た
点
に
注
視
し
た
う
え
で
、
成
立
し
た
第
二
案
（
参
議
院
議
員
・

谷
口
弥
三
郎
提
出
）
は
第
一
案
（
社
会
党
案
）
を
器
に
し
て
お
り
、
国
民
優

生
法
と
は
断
絶
し
た
「
非
ナ
チ
ス
系
」
と
見
る
。
著
者
は
、
谷
口
と
彼
を

中
心
に
一
九
四
九
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
母
性
保
護
医
協
会
（
日
母
）
の

独
自
性
を
分
析
し
、
優
生
保
護
法
の
成
立
経
緯
と
構
想
を
辿
る
こ
と
で
、

戦
前
・
戦
後
の
連
続
性
と
共
通
性
を
見
い
だ
す
。
一
九
四
九
年
、
五
二
年

の
改
正
で
優
生
措
置
の
適
応
範
囲
は
拡
大
し
、
避
妊
・
中
絶
の
規
制
緩
和

が
さ
れ
、
谷
口
の
構
想
が
貫
徹
さ
れ
た
。
「
日
露
戦
争
前
後
の
導
入
以
来
、

雑
誌
メ
デ
ィ
ア
で
の
科
学
啓
蒙
で
繰
り
返
さ
れ
た
古
典
的
な
優
生
学
の
主

張
は
、
戦
後
優
生
保
護
法
に
お
い
て
こ
そ
全
面
的
に
発
露
し
た
と
評
価
で

き
る
」
（
二
八
九
頁
）
と
著
者
は
結
論
づ
け
る
。

　

第
Ⅳ
部
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
優
生
保
護
法
改
正

問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
国
民
優
生
法
や
優
生
保
護
法
な
ど
の
「
断
種
法
を

通
し
た
古
典
的
な
優
生
学
」
に
対
し
て
、
「
染
色
体
異
常
を
主
な
対
象
と

て
そ
の
普
及
に
貢
献
し
た
。
な
か
で
も
、
『
日
本
人
種
改
造
論
』
（
一
九
一

〇
年
）
を
著
し
た
海
野
幸
徳
は
社
会
事
業
に
優
生
学
を
接
合
し
よ
う
と
試

み
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
「
民
族
の
生
存
」
と
い
う
論
理
で
民
族
社
会
事

業
と
し
て
優
生
学
を
政
策
化
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
優
生
学
を
啓
蒙
し
た
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
雑
誌
が

考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
森
本
厚
吉
を
主
幹
と
し
て
一
九
二

一
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
文
化
生
活
』
誌
に
優
生
学
関
係
の
論
説
の
多
い
こ

と
に
著
者
は
注
目
す
る
。
「
家
庭
生
活
の
合
理
化
」
と
い
う
『
文
化
生
活
』

の
理
念
に
優
生
学
が
適
合
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
著
者
は
、
「
優
生
学
を

特
定
の
理
念
と
の
不
動
の
結
合
─
─
例
え
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
国
家
主
義
、

総
力
戦
体
制
と
の
同
一
視
─
─
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
改
め
て
誤
り
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
」
（
一
〇
五
頁
）
と
す
る
。
『
優
生
学
』
誌
の
発
行
編
集

人
の
後
藤
龍
吉
も
、
中
卒
で
専
門
教
育
を
受
け
て
い
な
い
。
同
誌
は
断
種

法
制
定
運
動
を
推
進
し
、
事
実
上
の
厚
生
省
広
報
誌
と
も
言
わ
れ
た
が
、

国
策
と
相
即
不
離
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
一

九
三
〇
年
代
に
断
種
法
制
定
運
動
の
中
心
人
物
だ
っ
た
東
京
帝
国
大
学
医

学
部
教
授
・
永
井
潜
ら
の
民
族
衛
生
学
会
は
、
啓
蒙
面
で
も
学
術
面
で
も

優
生
学
を
嚮
導
し
た
。
『
民
族
衛
生
』
誌
と
附
属
団
体
で
あ
る
優
生
結
婚

普
及
会
の
『
優
生
』
誌
の
役
割
分
担
や
、
『
民
族
衛
生
』
誌
の
性
格
転
換

等
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
サ
ン
ガ
ー
夫
人
来
日
以
降
の
優
生
学
者
の
産
児
調
節
批

判
の
論
理
と
戦
略
が
分
析
さ
れ
た
う
え
で
、
国
策
化
の
到
達
点
で
あ
る
「
国

民
優
生
法
」
（
一
九
四
〇
年
）
が
検
討
さ
れ
る
。
有
力
な
先
行
研
究
で
あ
る

松
原
洋
子
の
「
優
生
法
の
系
譜
」
論
に
よ
れ
ば
、
衆
議
院
議
員
・
荒
川
五
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用
し
、
管
理
す
る
抑
圧
的
な
権
力
と
み
な
す
」
（
三
七
三
頁
）
強
制
史
観
に

対
す
る
批
判
意
識
の
現
れ
で
も
あ
る
。

　

第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
で
は
、
『
文
化
生
活
』
や
『
優
生
学
』
、
『
民
族
衛
生
』

な
ど
の
雑
誌
を
一
つ
の
運
動
体
と
し
て
考
察
対
象
と
し
て
お
り
、
執
筆

テ
ー
マ
や
執
筆
者
の
属
性
等
の
デ
ー
タ
が
数
量
化
、
図
表
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
著
者
の
主
張
を
客
観
的
に
裏
づ
け
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
と
し
て
、
こ
う
し
た
作
業
そ
れ
自
体
に
も
基
礎
資
料
作
成
と
し
て
の
意

義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
比
し
て
、
個
別
の
理
論
家
の
思
想

が
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
彼
ら
が
眼
前

の
社
会
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
社
会
を
構
想
し
た

の
か
、
そ
の
社
会
観
が
優
生
学
と
の
関
係
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
「
不
幸
な
子
ど
も
」
が
社
会
か
ら
減
れ
ば
、
社

会
の
「
不
幸
度
」
は
そ
れ
だ
け
減
じ
る
と
功
利
主
義
的
に
考
え
て
い
た
の

か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
陥
穽
を
予
見
し
密
か
に
危
惧
の
念
を

抱
い
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
山
本
宣
治
や
賀
川
豊
彦
の
名
前
が
本
書
に
は

登
場
す
る
の
だ
か
ら
、
社
会
問
題
の
発
生
や
社
会
主
義
思
想
の
普
及
に
、

優
生
学
の
担
い
手
た
ち
が
ど
う
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
も
重
要
な
論
点
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

第
Ⅲ
部
は
、
松
原
説
の
批
判
を
骨
格
と
し
て
い
る
た
め
に
論
旨
が
明
確

で
あ
り
、
著
者
の
力
量
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
戦
前
・
戦
後
を
、
ま
た
新
旧
の
優
生
学
を
全
体
と
し
て
捉
え
よ

う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
に
も
ブ
レ
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
第
Ⅳ
部
を
加

え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
の
問
題
意
識
は
貫
徹
さ
れ
た
。
著
者
は
こ
れ

ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
感
の
あ
る
一
九
八
〇
年
代
の
日
母
の
動
向
に
着

し
た
羊
水
検
査
、
出
生
前
診
断
な
ど
に
よ
る
選
択
的
中
絶
な
ど
」
（
二
九

九
頁
）
を
内
容
と
す
る
「
新
優
生
学
」
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

中
心
は
谷
口
と
日
母
で
あ
る
。
日
母
が
一
九
六
〇
年
代
に
全
国
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
行
な
っ
た
「
お
ぎ
ゃ
ー
献
金
」
は
、
「
不
良
な
子
孫
」
の
出
生

防
止
を
図
る
と
い
う
点
で
優
生
保
護
法
と
同
根
の
も
の
と
断
じ
ら
れ
る
。

日
母
は
メ
デ
ィ
ア
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
優
生
保
護
法
改
廃
の
世
論

鎮
静
化
の
た
め
の
論
点
の
す
り
替
え
や
マ
ス
コ
ミ
の
懐
柔
を
行
な
っ
て
い

る
。
一
九
八
〇
年
代
の
改
正
論
議
で
は
、
「
女
性
解
放
系
」
の
一
〇
〇
以

上
の
団
体
が
結
集
し
た
と
言
わ
れ
る
「
’82 
優
生
保
護
法
改
悪
阻
止
連
絡
会
」

が
、
中
絶
に
か
ん
す
る
「
経
済
的
理
由
」
削
除
に
反
対
し
て
い
る
が
、
批

判
対
象
は
、
厚
生
省
や
「
生
長
の
家
政
治
連
合
国
会
議
員
連
盟
」
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
中
絶
規
制
反
対
で
同
じ
立
場
に
立
つ
日
母
は
批
判
の
対
象
に

入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
母
は
、
「
不
良
な
子
孫
」
の
防
止
と
い
う

理
念
に
基
づ
い
て
出
生
前
診
断
の
開
発
を
現
在
ま
で
つ
づ
け
て
き
た
主
体

で
あ
り
、
か
く
し
て
「
新
旧
優
生
学
を
同
一
理
念
で
架
橋
し
た
」
（
三
七

五
頁
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

以
上
、
著
者
は
、
個
別
の
理
論
家
の
レ
ベ
ル
、
運
動
団
体
の
レ
ベ
ル
、

国
家
政
策
の
レ
ベ
ル
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
設
定
し
て
、
そ
の
間
の
相
剋

と
葛
藤
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
る
手
法
で
優
生
思
想
の
歴
史
を
描
こ
う

と
し
て
い
る
。
構
想
と
政
策
の
間
の
曲
折
や
乖
離
は
、
ポ
ビ
ュ
ラ
ー
科
学

と
し
て
の
「
優
生
学
」
の
あ
り
方
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
大
衆
啓
蒙
の
あ
り

方
に
起
点
を
も
つ
も
の
と
し
て
一
貫
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
斬
新
で
あ

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
優
生
学
を
は
じ
め
か
ら
「
巨
悪
」
と
措
定
し
、
「
国

家
と
個
人
を
対
置
さ
せ
、
優
生
学
を
国
家
か
ら
個
人
へ
の
抑
圧
と
し
て
作
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『
下
丸
子
文
化
集
団
と
そ
の
時
代 

 

―
―
一
九
五
〇
年
代
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
の
光
芒

』

（
道
場
親
信
著
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
）

黒
川
伊
織

　

著
者
・
道
場
親
信
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
十
四
日
、
本
書
の
校
正
中
に

死
去
し
た
。
享
年
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
六
年
一
月
に
余
命
告
知

を
受
け
、
病
床
で
本
書
を
ま
と
め
あ
げ
た
道
場
の
超
人
的
な
努
力
と
、
本

書
の
担
当
編
集
者
で
あ
る
鈴
木
英
果
氏
の
献
身
的
な
仕
事
に
、
感
謝
と
敬

意
を
表
し
た
い
。
ま
ず
は
、
本
書
の
構
成
（
各
章
の
初
出
の
書
誌
は
［　

］

目
し
、
「
日
本
が
優
生
社
会
に
な
る
」
に
あ
た
っ
て
の
日
母
の
戦
略
と
役

割
を
重
視
す
る
。
し
か
し
、
「
優
生
社
会
」
に
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
日

本
だ
け
で
は
な
い
。
新
型
出
生
前
診
断
の
技
術
等
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
日
母
の
戦
略
な
ど
、
所
詮
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
外
国
の
事
情
と
比
較
せ
よ
、
と
無
理
な
注

文
を
つ
け
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
八
〇
年
代
の
優
生
保
護
法
改
正
論
議
に

お
け
る
「
阻
止
連
」
の
分
析
が
甘
か
っ
た
点
は
否
め
な
い
。
「
新
優
生
学
」

で
は
、
ま
さ
に
「
選
択
中
絶
」
す
る
主
体
の
側
の
論
理
と
倫
理
が
問
わ
れ

て
い
る
。
一
〇
〇
団
体
も
が
結
集
し
た
と
い
う
女
た
ち
の
運
動
に
は
、
解

き
ほ
ぐ
す
に
値
す
る
葛
藤
や
矛
盾
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
資
料
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、
通
り
一
遍
の
論
述
で

お
茶
を
濁
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
著
者
に
は
相
応
し
く
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
「
内
な
る
優
生
思
想
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
何
度
か
本

書
に
は
出
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
と
言
っ
て
も
、
何
と
ど

う
闘
う
の
か
は
杳
と
し
て
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
紋
切
り
型
の
発
想
に

こ
そ
著
者
は
鋭
利
に
切
り
込
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
た
点
が
、

今
後
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
が
こ
の
分
野
に
お
い
て
今
後
決
し
て
無
視
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
労
作
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

著
者
が
、
現
在
進
行
中
の
「
新
優
生
学
」
の
問
題
に
ま
で
あ
え
て
踏
み
込

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
退
路
を
断
っ
た
こ
と
を
、
評
者
と
し
て
高
く
評

価
し
た
い
。
人
畜
無
害
の
「
歴
史
研
究
」
に
逃
げ
込
む
こ
と
は
、
も
は
や

こ
の
著
者
に
は
許
さ
れ
な
い
。

 

（
た
か
く
さ
ぎ
・
こ
う
い
ち
／
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
史
）
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第 

五
章　

東
京
南
部
に
お
け
る
創
作
歌
運
動
―
―
「
原
爆
を
許
す
ま
じ
」

と
「
南
部
作
詩
作
曲
の
会
」

［
「
東
京
南
部
に
お
け
る
創
作
歌
運
動
―
―
「
南
部
作
詩
作
曲
の
会
」
を
中

心
に
」
道
場
親
信
・
河
西
秀
哉
編
『
「
う
た
ご
え
」
運
動
資
料
集
』
全
六
巻
、

金
沢
文
圃
閣
、
二
〇
一
六
―
二
〇
一
七
年
］

第
六
章　

工
作
者
・
江
島
寛

［
「
工
作
者
・
江
島
寛
」
『
現
代
思
想
』
第
三
五
巻
一
七
号
、
二
〇
〇
七
年

十
二
月
］

第 

七
章　

東
京
南
部
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
想
像
し
た
工
作
者
―
―
江
島
寛

再
論

［「
江
島
寛
―
―
東
京
南
部
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
想
像
し
た
工
作
者
」、テ
ッ
サ
・

モ
ー
リ
ス
―

ス
ズ
キ
編
『
ひ
と
び
と
の
精
神
史 

2　

朝
鮮
の
戦
争
―
―

一
九
五
〇
年
代
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
八
月
］

　

初
出
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
二
〇
〇
三
年
秋
か
ら
、
当
事
者
・
研

究
者
に
よ
る
共
同
研
究
が
は
じ
ま
っ
た
東
京
南
部
に
お
け
る
サ
ー
ク
ル
文

化
運
動
に
関
す
る
研
究
の
集
大
成
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

東
京
南
部
と
は
、
京
浜
工
業
地
帯
の
東
京
側
に
あ
た
る
東
京
都
港
区
・

品
川
区
・
大
田
区
の
工
場
地
帯
を
さ
す
。
戦
前
か
ら
労
働
運
動
の
経
験
を

蓄
積
し
た
東
京
南
部
は
、
敗
戦
後
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
を
可
視
化
す
る

場
―
―
羽
田
飛
行
場
の
接
収
、
賠
償
指
定
工
場
の
集
中
―
―
と
な
っ
た
。

東
京
南
部
の
な
か
で
も
三
菱
重
工
（
東
日
本
重
工
）
下
丸
子
工
場
が
立
地

し
た
多
摩
川
沿
い
の
大
田
区
下
丸
子
は
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
（
一
九
五
〇
年
）

に
抗
す
る
闘
争
を
展
開
し
た
場
と
し
て
そ
の
名
を
全
国
に
と
ど
ろ
か
せ
た
。

内
に
記
す
）
を
示
し
て
お
く
。

第
一
章　

工
場
街
に
詩
が
あ
っ
た

［
「
工
場
街
と
詩
―
―
『
詩
集
下
丸
子
』
の
時
代
を
読
む
」
西
澤
晃
彦
編
『
労

働
再
審
④　

周
縁
労
働
力
の
移
動
と
編
成
』
大
月
書
店
、
二
〇
一
一
年
九
月
］

第 

二
章　

下
丸
子
文
化
集
団
と
そ
の
時
代
―
―
五
〇
年
代
東
京
南
部

サ
ー
ク
ル
運
動
研
究
序
説

［
「
下
丸
子
文
化
集
団
と
そ
の
時
代
―
―
五
〇
年
代
東
京
南
部
サ
ー
ク
ル
運

動
研
究
序
説
」
『
現
代
思
想
』
第
三
五
巻
一
七
号
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
］

第 

三
章　

無
数
の
「
解
放
区
」
が
作
り
出
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
地
図

―
―
東
京
南
部
の
「
工
作
者
」
た
ち

［
「
無
数
の
「
解
放
区
」
が
異
な
る
地
図
を
作
り
だ
し
て
い
た
時
代
」
『
東

京
南
部
サ
ー
ク
ル
雑
誌
集
成　

解
説
・
解
題
・
回
想
・
総
目
次
・
索
引
』

不
二
出
版
、
二
〇
〇
九
年
七
月
］

補
章　

サ
ー
ク
ル
運
動
の
記
憶
と
資
料
は
い
か
に
伝
え
ら
れ
た
か

［
「
東
京
南
部
の
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
―
―
地
域
サ
ー
ク
ル
と
運
動
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
、
宇
野
田
尚
哉
・
川
口
隆
行
・
坂
口
博
・
鳥
羽
耕
史
・
中
谷
い

ず
み
・
道
場
親
信
編
『
「
サ
ー
ク
ル
の
時
代
」
を
読
む
―
―
戦
後
文
化
運
動

研
究
へ
の
招
待
』
影
書
房
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
］

第 

四
章　

全
国
誌
と
地
域
サ
ー
ク
ル
―
―
東
京
南
部
か
ら
見
た
『
人
民

文
学
』

［
「
サ
ー
ク
ル
運
動
か
ら
見
た
『
人
民
文
学
』
―
―
下
丸
子
文
化
集
団
と
の

関
わ
り
を
中
心
に
」
『
「
人
民
文
学
」
解
説
・
解
題
・
回
想
・
総
目
次
・
索
引
』

不
二
出
版
、
二
〇
一
一
年
八
月
］
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な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
が
、
研
究
会
に
関
わ
っ
た
評

者
か
ら
す
る
と
、
工
作
者
・
道
場
親
信
あ
っ
て
の
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
道
場
の
熱
意
や
行
動
力
に
抗
え
な
い
ま
ま
引
き
寄
せ
ら
れ
、
巻

き
込
ま
れ
、
時
に
は
道
場
と
衝
突
し
な
が
ら
、
戦
後
文
化
運
動
合
同
研
究

会
は
各
地
の
サ
ー
ク
ル
の
掘
り
起
こ
し
を
地
道
に
行
っ
て
き
た
。

　

戦
後
文
化
運
動
合
同
研
究
会
が
向
き
合
っ
た
、
本
書
の
基
本
的
立
場
と

関
わ
る
重
要
な
課
題
は
、
戦
後
に
叢
生
し
た
サ
ー
ク
ル
の
経
験
を
、
日
本

／
東
ア
ジ
ア
が
共
有
可
能
な
歴
史
的
経
験
の
う
ち
に
ど
う
位
置
づ
け
る
の

か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
七
回
戦

後
文
化
運
動
合
同
研
究
会
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
（
研
究

会
の
記
録
は
「
特
集　

グ
ロ
ー
バ
ル
冷
戦
と
文
化
―
―
広
島
／
日
本
／
東
ア
ジ
ア

か
ら
考
え
る
」
『
大
阪
大
学
日
本
学
報
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
を
参
照
）
。

大
阪
朝
鮮
詩
人
集
団
『
ヂ
ン
ダ
レ
』
（
一
九
五
三
―
五
八
年
）
の
復
刻
か
ら

サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
／
戦
後
文
化
運
動
研
究
に
関
わ
っ
た
宇
野
田
尚
哉
は
、

戦
後
文
化
運
動
の
定
義
と
戦
後
文
化
運
動
研
究
の
現
状
を
、
次
の
よ
う
に

整
理
し
て
い
る
。

主
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
敗
戦
か
ら
五
〇
年
代
に

か
け
て
の
文
化
運
動
、
な
か
で
も
と
く
に
、
共
産
党
や
労
働
組
合
の

影
響
下
に
あ
っ
た
左
翼
文
化
運
動
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
基
層
で
の
担
い
手
と
し
て
当
時
高
揚
し
た
サ
ー
ク
ル
運
動
を
重

視
す
る
視
点
や
、
朝
鮮
戦
争
を
（
「
特
需
」
と
し
て
外
在
化
す
る
の
で
は

な
く
）
決
定
的
要
因
と
し
て
議
論
に
組
み
込
も
う
と
す
る
視
点
も
、

ほ
ぼ
共
有
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
（
一
九
五
〇
年
代
後

本
書
が
主
題
と
す
る
「
下
丸
子
文
化
集
団
」
と
は
、
占
領
と
抵
抗
を
象
徴

す
る
下
丸
子
の
地
で
働
き
暮
ら
す
青
年
労
働
者
が
集
い
、
自
ら
の
表
現
を

生
み
出
し
た
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
に
生
ま
れ
た
下
丸
子
文
化

集
団
が
残
し
た
ガ
リ
版
刷
り
の
サ
ー
ク
ル
誌
の
数
々
は
、
道
場
が
編
集
に

携
わ
っ
た
『
東
京
南
部
サ
ー
ク
ル
雑
誌
集
成
』
全
三
巻
（
不
二
出
版
、
二

〇
〇
九
年
）
と
し
て
復
刻
版
が
刊
行
さ
れ
、
現
在
で
は
容
易
に
手
に
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

社
会
運
動
史
の
研
究
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
、
一
九
五
〇
年
代
と
い
う

時
代
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
に
は
、
長
く
困
難
が
伴
っ
た
。
そ
の
最
大

の
要
因
は
、
敗
戦
後
か
ら
あ
る
時
期
ま
で
の
日
本
の
社
会
運
動
に
お
い
て

強
い
影
響
力
を
も
っ
た
日
本
共
産
党
の
政
治
的
混
乱
＝
「
五
〇
年
分
裂
」

に
対
す
る
客
観
的
評
価
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
冷
戦
構
造
が
解

体
し
て
社
会
主
義
の
正
統
性
が
失
墜
し
た
こ
と
で
、
長
く
封
印
さ
れ
て
き

た
一
九
五
〇
年
代
の
経
験
が
よ
う
や
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

よ
う
な
社
会
運
動
史
研
究
の
動
向
と
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
冷
戦
史

研
究
の
動
向
と
が
交
錯
す
る
場
と
し
て
、
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
／
戦
後
文

化
運
動
の
研
究
は
生
ま
れ
た
。
本
書
は
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
。

　

文
学
・
歴
史
学
・
社
会
学
の
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
存
命
の
当
事
者

も
関
わ
っ
た
共
同
研
究
の
場
と
な
っ
た
戦
後
文
化
運
動
合
同
研
究
会
は
、

二
〇
〇
八
年
以
来
全
一
〇
回
の
研
究
会
を
持
ち
、
そ
の
成
果
を
宇
野
田
尚

哉
・
川
口
隆
行
・
坂
口
博
・
鳥
羽
耕
史
・
中
谷
い
ず
み
・
道
場
親
信
編
『
「
サ
ー

ク
ル
の
時
代
」
を
読
む
―
―
戦
後
文
化
運
動
研
究
へ
の
招
待
』
（
影
書
房
、

二
〇
一
六
年
十
二
月
）
に
ま
と
め
た
。
道
場
は
常
々
、
戦
後
文
化
運
動
合

同
研
究
会
は
中
央
集
権
的
な
組
織
体
で
は
な
く
、
自
由
参
加
の
ゆ
る
や
か
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な
問
題
〔
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
体
制
と
切
り
結
ん
だ
日
本
の
一
九
五
〇
年
代

像
の
再
構
成
―
―
引
用
者
〕
を
踏
ま
え
て
出
発
し
た
つ
も
り
で
す
。
単

に
こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
人
た
ち
が
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
結
論
を

出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
議
論
し
て
い
る
う
ち
に
、
江
島

寛
と
い
う
サ
ー
ク
ル
詩
人
を
発
見
し
ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア
冷
戦
体
制

が
構
築
さ
れ
て
く
る
最
中
、
朝
鮮
戦
争
と
い
う
熱
戦
の
最
中
に
、
自

分
た
ち
の
居
場
所
か
ら
窓
を
開
い
て
、
東
京
に
い
る
自
分
た
ち
と
朝

鮮
半
島
に
い
る
人
々
が
つ
な
が
る
回
路
を
模
索
す
る
詩
を
書
き
得
た

サ
ー
ク
ル
詩
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
結
論
で
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
宇
野
田
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
た
し
か
に
そ
う
だ
っ

た
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
出
発
点
は
東
ア
ジ
ア
冷
戦
体
制
論
で
、

そ
こ
か
ら
サ
ー
ク
ル
研
究
に
入
っ
て
、
サ
ー
ク
ル
詩
の
世
界
に
〈
違

う
東
ア
ジ
ア
〉
を
構
想
す
る
力
が
は
ら
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
た
段
階
で
研
究
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

江
島
寛
（
本
名
・
星
野
秀
樹
）
は
、
一
九
三
三
年
朝
鮮
に
生
ま
れ
、
敗

戦
後
内
地
に
引
き
揚
げ
た
「
植
民
者
二
世
」
の
サ
ー
ク
ル
詩
人
で
あ
る
。

都
立
小
山
台
高
校
夜
間
部
で
学
び
な
が
ら
、
工
作
者
と
し
て
下
丸
子
の
労

働
運
動
・
政
治
運
動
・
文
化
運
動
を
結
び
つ
け
、
下
丸
子
文
化
集
団
の
中

心
人
物
と
な
っ
た
。
本
書
第
七
章
「
東
京
南
部
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
想
像
し

た
工
作
者
」
は
、
江
島
の
言
葉
と
道
場
の
思
い
入
れ
の
重
な
り
合
い
が
弾

み
合
う
鮮
烈
な
論
考
と
し
て
わ
た
し
た
ち
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。
一
九
五

三
年
九
月
、
二
十
歳
の
江
島
が
発
表
し
た
詩
「
突
堤
の
う
た
」
の
第
一
連

半
に
五
〇
年
分
裂
期
の
共
産
党
主
流
派
が
政
治
的
に
葬
り
去
ら
れ
る
の
と

同
時
に
忘
却
さ
れ
た
）
朝
鮮
戦
争
期
の
共
産
党
主
流
派
系
文
化
運
動

を
位
置
づ
け
な
お
そ
う
と
す
る
志
向
性
も
、
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
宇
野
田
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
当
事
者
の
努
力
に
よ
り

膨
大
な
資
料
が
残
さ
れ
た
東
京
南
部
が
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
／
戦
後
文
化

運
動
の
象
徴
的
事
例
と
し
て
一
人
歩
き
す
る
こ
と
へ
の
危
機
感
で
あ
っ
た
。

宇
野
田
や
評
者
は
、
戦
前
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
運
動
の
蓄
積
を
源
流
の

一
つ
と
す
る
関
西
の
戦
後
文
化
運
動
を
発
掘
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
立

場
か
ら
す
る
と
、
共
産
党
主
流
派
系
文
化
運
動
の
最
重
要
拠
点
で
あ
っ
た

東
京
南
部
の
経
験
を
道
場
が
力
を
込
め
て
紹
介
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
共
産

党
主
流
派
の
運
動
経
験
が
神
話
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
体

制
と
切
り
結
ん
だ
日
本
の
一
九
五
〇
年
代
像
の
再
構
成
と
い
う
道
場
の
当

初
抱
い
て
い
た
問
題
意
識
が
、
当
時
の
共
産
党
主
流
派
の
歴
史
像
に
回
収

さ
れ
て
、
想
像
力
の
翼
を
も
が
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危

惧
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

第
七
回
研
究
会
で
こ
の
点
が
議
論
に
な
っ
た
際
、
道
場
は
次
の
よ
う
に

自
ら
の
問
題
意
識
と
東
京
南
部
研
究
の
成
立
過
程
を
語
っ
て
い
る
。
長
文

で
は
あ
る
が
、
道
場
が
自
身
の
言
葉
で
率
直
に
東
京
南
部
を
研
究
す
る
意

義
を
語
っ
た
数
少
な
い
文
章
と
し
て
、
全
文
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
は
言
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
最
初
に
僕
ら

が
東
京
南
部
の
研
究
を
始
め
た
と
き
は
、
い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
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戦
後
史
の
主
人
公
を
、
組
織
で
は
な
く
運
動
を
担
っ
た
一
人
一
人
の
な
か

に
見
出
す
転
回
点
と
な
っ
た
は
ず
だ
。

　

そ
の
転
回
の
先
に
は
、
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
／
戦
後
文
化
運
動
に
と
ど

ま
ら
ず
、
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
で
、
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
自

ら
の
生
存
を
か
け
た
、
自
立
し
た
市
民
に
よ
る
抵
抗
の
経
験
が
見
据
え
ら

れ
て
い
た
。
二
〇
一
六
年
七
月
三
十
日
、
道
場
の
地
元
・
早
稲
田
で
開
か

れ
た
第
一
〇
回
戦
後
文
化
運
動
合
同
研
究
会
に
病
身
を
お
し
て
現
れ
た
道

場
は
、
い
つ
も
の
道
場
節
で
議
論
を
リ
ー
ド
し
、
全
一
〇
回
を
も
っ
て
の

戦
後
文
化
運
動
合
同
研
究
会
第
一
期
の
終
結
と
、
第
二
期
の
始
動
を
宣
言

し
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
前
か
ら
永
遠
に
去
っ
た
。
満
身
創
痍
の
姿
で
、

な
お
議
論
を
欲
し
た
道
場
の
不
在
に
戸
惑
い
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
喪
失
感

を
乗
り
こ
え
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
／
日
本
の
連
関
す
る
同
時
代
史
を
描
く
試

み
は
た
し
か
に
前
に
進
ん
で
い
る
。

 

（
く
ろ
か
わ
・
い
お
り
／
日
本
思
想
史
・
社
会
運
動
史
）

を
引
い
て
お
こ
う
。

海
は
／
河
と
溝
を
と
お
っ
て
／
工
場
街
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
／
錆

と
油
と
／
ら
ん
る
、
洗
濯
板
、
／
そ
ん
な
も
の
で
土
色
に
な
っ
て
／

源
五
郎
虫
の
歯
く
そ
の
に
お
い
が
し
た
。
／
／
海
は
釜
山
に
も
つ
な

が
っ
て
い
た
。
／
破
壊
さ
れ
た
戦
車
や
山
砲
が
／
ク
レ
ー
ン
で
高
々

と
つ
ら
れ
て
／
ふ
と
う
か
ら
／
工
場
街
へ
お
く
ら
れ
た
。
／
／
ふ
と

う
は
日
本
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
／
日
本
の
／
ふ
み
に
じ
ら
れ
た
す

べ
て
の
土
地
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
／
／
魚
の
と
れ
な
い
海
。
／
の

り
の
な
ら
な
い
海
。
／
網
の
目
の
よ
う
な
か
ぞ
え
き
れ
な
い
／
漁
民

の
目
が
も
え
上
る
海
。
／
／
く
る
日
も
く
る
日
も
／
岸
壁
か
ら
横
腹

へ
、
銃
弾
が
／
発
射
さ
れ
た
。
／
／
だ
が
／
海
は
か
ゞ
む
こ
と
を
し

な
い
。
／
海
は
、
河
と
溝
の
血
管
を
と
お
っ
て
／
工
場
街
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

　

「
東
京
南
部
か
ら
朝
鮮
に
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
運
河
や
埠
頭
か
ら
釜

山
に
ま
で
流
れ
る
水
に
託
し
て
描
き
出
し
」
た
こ
の
詩
と
道
場
の
出
会
い

が
、
東
京
南
部
の
当
事
者
が
守
っ
て
き
た
ガ
リ
版
刷
り
の
詩
誌
を
、
た
ん

な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
た
歴
史
と
し

て
現
在
に
甦
ら
せ
た
。
道
場
の
最
初
の
単
著
『
占
領
と
平
和
―
―
〈
戦
後
〉

と
い
う
経
験
』
（
青
土
社
、
二
〇
〇
五
年
）
が
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
「
反

戦
平
和
」
運
動
の
歴
史
を
通
時
的
に
見
通
し
た
際
、
一
九
五
〇
年
代
は
共

産
党
か
ら
総
評
・
社
会
党
へ
と
運
動
組
織
が
転
換
す
る
時
代
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。
江
島
と
の
出
会
い
は
、
道
場
が
描
き
出
す
「
反
戦
平
和
」
の
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書
評
　

『
法
の
原
理
―
―
自
然
法
と
政
治
的
な
法
の
原
理

』

（
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
著
、
高
野
清
弘
訳
、
行
路
社
、 

二
〇
一
六
年
）

『
法
の
原
理
―
―
人
間
の
本
性
と
政
治
体

』

（
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
著
、
田
中
浩
・
重
森
臣
広 

・
新
井
明
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）

岡
田
拓
也

　

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
西
洋
政
治
思
想

史
に
お
け
る
第
一
級
の
政
治
哲
学
者
と
し
て
日
本
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
彼
の
著
作
の
翻
訳
は
長
ら
く
主
著
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
限
ら

れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
状
況
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
か
ら
徐
々
に
変
化
を
見

せ
て
お
り
、
と
り
わ
け
近
年
は
翻
訳
の
刊
行
が
盛
ん
で
あ
る
。
『
社
会
思

想
史
研
究
』
第
四
六
号
で
も
梅
田
会
員
が
二
〇
一
二
年
刊
行
の
翻
訳
を
二

冊
書
評
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
の
潮
流
の
中
で
ラ
テ
ン
語
を
含

む
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
の
う
ち
主
要
な
著
作
の
多
く
が
翻
訳
さ
れ
、
日
本
の

読
者
に
と
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
に
触
れ
る
こ
と
が
非
常
に
容
易
に
な
っ

た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
〇
一
六
年
刊
行
の
翻
訳
二
つ
―
―
高
野
清
弘

訳
の
『
法
の
原
理
―
―
自
然
法
と
政
治
的
な
法
の
原
理
』
お
よ
び
田
中
浩
・

重
森
臣
広
・
新
井
明
訳
『
法
の
原
理
―
―
人
間
の
本
性
と
政
治
体
』
―
―

も
こ
の
流
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
（
後
者
の
共
訳
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
よ

れ
ば
田
中
が
全
訳
し
重
森
と
新
井
が
検
討
す
る
と
い
う
仕
事
分
担
だ
っ
た
。
田
中

を
中
心
と
し
た
仕
事
の
成
果
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
以
下
田
中
他
訳
と
記
す
）
。

題
名
か
ら
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
翻

訳
は
原
著
も
同
一
で
あ
り
、
原
著
の
題
名
はTh e Elem

ents of Law, 

N
atural and Politic

で
あ
る
。
梅
田
会
員
が
取
り
上
げ
た
伊
藤
宏
之
・
渡

部
秀
和
訳
の
『
哲
学
原
論
／
自
然
法
お
よ
び
国
家
法
の
原
理
』
に
も
こ
の

著
作
の
翻
訳
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
同
著
作
に
は
三
つ
の
翻
訳
が

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
『
法
の
原
理
』
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
著
作
は
ど
の
よ
う
な
作
品

か
。
こ
れ
は
ホ
ッ
ブ
ズ
が
著
し
た
政
治
哲
学
の
三
著
作
―
―
『
法
の
原
理
』
、

『
市
民
論
』
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
―
―
の
う
ち
の
第
一
作
目
で
あ
る
。

一
六
四
〇
年
に
完
成
し
、
出
版
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
手
稿
の
形

で
流
通
し
、
著
者
が
誰
か
と
取
り
沙
汰
さ
れ
る
ほ
ど
人
口
に
膾
炙
し
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
の
基
本
線
は
既
に
こ
の
著
作
で
完
成
し
て
お
り
、

著
名
な
自
然
状
態
論
や
契
約
に
よ
る
国
家
の
成
立
も
見
ら
れ
る
。
主
著
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
大
著
で
あ
り
岩
波
文
庫
四
冊
分
に
な
る
が
、
そ
の
後

半
分
は
キ
リ
ス
ト
教
論
が
占
め
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
興
味
が
な
く
、
ま
た

著
作
の
初
め
か
ら
有
名
な
自
然
状
態
論
や
主
権
論
に
触
れ
た
け
れ
ば
『
市

民
論
』
が
あ
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
論
は
彼
独
特
の
人
間
論
を
前

提
と
し
て
い
る
。
『
法
の
原
理
』
は
岩
波
文
庫
一
冊
分
の
分
量
で
人
間
論

と
政
治
論
が
共
に
載
っ
て
い
る
。
宗
教
論
で
も
最
小
限
の
議
論
の
筋
と
主

権
者
が
宗
教
に
お
い
て
も
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
張
は
既
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に
『
法
の
原
理
』
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
法
の
原
理
』
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の

政
治
哲
学
の
後
の
著
作
と
比
べ
て
具
体
的
な
人
名
や
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る

こ
と
が
比
較
的
多
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
具
体
的
に
何
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
そ
の
抽
象
的
な
哲
学
体
系
を
構
築
し
た
の
か
を
知
る

手
が
か
り
が
比
較
的
得
や
す
い
。
こ
の
様
な
性
質
を
持
つ
『
法
の
原
理
』

が
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
の
読
者
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
に
触
れ

る
こ
と
が
一
層
容
易
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
簡
単
な
原
著
の
紹

介
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
高
野
訳
と
田
中
他
訳
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
、

（
1
）
底
本
・
題
名
、
（
2
）
解
説
・
訳
注
、
（
3
）
本
文
の
三
つ
に
分
け

て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）

　

高
野
訳
も
田
中
他
訳
も
底
本
と
し
て
テ
エ
ニ
ス
版
を
用
い
て
い
る
。
現

在
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
か
ら
新
た
な
ホ
ッ
ブ
ズ
全
集
の
批
判

版
が
刊
行
中
で
あ
り
、
『
法
の
原
理
』
は
ま
だ
未
刊
行
の
た
め
、
一
世
紀

以
上
前
の
テ
エ
ニ
ス
版
以
外
に
批
判
版
は
存
在
し
な
い
。
高
野
訳
は
一
八

八
九
年
刊
行
、
田
中
他
訳
は
一
九
二
七
年
刊
行
の
も
の
を
用
い
て
い
る
が
、

一
九
二
七
年
刊
行
の
も
の
は
刷
（im

pression

）
が
異
な
る
の
み
で
あ
り
、

そ
の
本
文
に
違
い
は
な
い
（
一
九
二
七
年
版
の
編
者
の
序
言
末
尾
に
説
明
が
あ

る
）
。
一
つ
し
か
批
判
版
が
な
い
以
上
通
常
な
ら
ば
問
題
に
な
ら
な
い
こ

と
を
あ
え
て
確
認
し
た
の
は
、
田
中
他
訳
が
副
題
で
「
人
間
の
本
性
と
政

治
体
」
と
つ
け
て
お
り
、
し
か
も
「
政
治
体
」
の
個
所
に
ル
ビ
で
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
と
付
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
田
中
他
訳
も
三
頁
目
に
英
語
の

原
題
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
はT

H
E ELEM

EN
T

S O
F LAW

/
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前
半
部
に
、
『
法
の
原
理
』
の
執
筆
を
巡
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

ホ
ッ
ブ
ズ
の
状
況
に
つ
い
て
簡
潔
な
説
明
が
あ
る
。
他
方
で
田
中
他
訳
は

解
説
の
個
所
で
、
『
法
の
原
理
』
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
至
る

ま
で
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
経
歴
や
そ
の
後
の
『
市
民
論
』
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
理
論
の
発
展
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
充
実
し

て
い
る
。
『
法
の
原
理
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
方
法
と
目
的
、
内
容

と
分
け
て
政
治
論
を
中
心
に
丁
寧
な
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
総
じ
て
田
中

他
訳
の
解
説
は
『
法
の
原
理
』を
中
心
と
し
た
一
つ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
評
者
に
は
、
こ
の
解
説
で
読
み
に
く
さ
を

感
じ
さ
せ
る
点
が
一
つ
存
在
し
た
。
そ
れ
は
鍵
括
弧
「
」
が
多
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
鍵
括
弧
は
、
ま
さ
に
多
用
さ
れ
て
い
る

た
め
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
葉
を
引
用
し
た
も
の
な
の
か
、
解
説
者
が
特
別

な
意
味
を
込
め
て
使
っ
た
言
葉
を
指
す
も
の
な
の
か
、
用
法
が
判
別
し
が

た
い
。
例
え
ば
、
三
八
二
頁
に
「
『
自
然
権
』
の
放
棄
と
『
自
然
法
』
に

よ
る
『
社
会
契
約
』
」
と
あ
る
。
前
半
の
「
自
然
権
」
と
「
自
然
法
」
は
ホ
ッ

ブ
ズ
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
後
半
の
「
社
会
契
約
」
は
、『
法
の
原
理
』

で
は
一
度
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
評
者
が
テ

ク
ス
ト
デ
ー
タ
上
でsocial contract

と
い
う
言
葉
を
検
索
し
て
も
一
致

な
し
だ
っ
た
。
そ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
個
所
の
鍵
括
弧
は
、
あ

え
て
ル
ソ
ー
の
言
葉
を
用
い
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
を
説
明
す
る
と
い
う
意

味
の
用
法
に
な
り
、
一
文
で
二
つ
の
用
法
の
鍵
括
弧
が
混
在
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
も
し
引
用
と
し
て
の
鍵
括
弧
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
翻
訳
の
何

頁
あ
る
い
は
ど
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
の
引
用
か
を
明
示
す
る
と
い
う
手
段

も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

N
AT

U
R

AL &
 PO

LIT
IC

と
記
さ
れ
て
い
る
。
田
中
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議

論
の
趣
旨
を
く
み
取
っ
て
副
題
の
訳
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
か
と
解
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
原
語
か
ら
若
干
離
れ
て
い
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
政
治
体
に
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
と
い
う
ル
ビ
を
付
す
点
に
も
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
は
国
家
を
指
す
言
葉
と
し
て
基

本
的
に
ホ
ッ
ブ
ズ
はC

om
m

on-w
ealth

を
用
い
て
お
り
、
『
法
の
原
理
』

で
もcom

m
onw

ealth
の
語
に
は
国
家
を
指
す
用
法
が
あ
り
、
こ
の
意
味

で
解
せ
ば
問
題
は
な
い
。
し
か
し
『
法
の
原
理
』
で
は
こ
の
語
は
別
の
用

法
も
持
つ
。
『
法
の
原
理
』
第
一
部
の
最
末
尾
で
、com

m
onw

ealth

と
い

う
語
に
は
よ
り
限
定
さ
れ
た
意
味
、
す
な
わ
ち
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で

言
う
と
こ
ろ
の
「
設
立
に
よ
る
国
家
（C

om
m

on-w
ealth by institution

）
」

を
指
し
、
「
獲
得
に
よ
る
国
家
（C

om
m

on-w
ealth by acquisition

）
」
と
区

別
さ
れ
る
用
法
も
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
法
の
原
理
』
で
は
こ
の

両
者
を
含
む
語
と
し
てbody politic

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
政
治
体
に

ル
ビ
を
付
す
の
で
あ
れ
ば
こ
ち
ら
で
は
な
い
か
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。

田
中
他
訳
で
も
本
文
で
はbody politic

に
「
政
治
体
」
の
訳
語
を
あ
て
、

com
m

onw
ealth

に
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
訳
語
を
あ
て
る
の
が
原
則
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
田
中
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
国
家
論
の
解

説
で
も
獲
得
に
よ
る
国
家
に
は
特
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
設
立
に
よ
る
国
家

を
強
調
す
る
立
場
か
ら
当
該
副
題
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
も
解
さ
れ

る
が
、
訳
者
の
真
意
は
今
ひ
と
つ
不
明
確
で
あ
る
。

（
2
）

　

次
に
解
説
・
訳
注
を
順
に
検
討
す
る
。
高
野
訳
で
は
訳
者
あ
と
が
き
の
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で
は
あ
る
が
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
研
究
へ
の
言
及
が
多
過
ぎ
る
余
り
に
バ

ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
確
か
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
研
究

は
非
常
に
重
要
で
あ
り
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
の
近
年
の
著
し
い
進
展
に
も
よ
り
目
配
り
し
、
翻

訳
が
存
在
し
な
い
と
は
い
え
、
こ
こ
二
〇
年
の
欧
米
の
代
表
的
な
ホ
ッ
ブ

ズ
解
釈
に
言
及
す
る
注
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

例
え
ば
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（Q

uentin Skinner

）
や
ジ
ョ
ン
・
パ
ー

キ
ン
（Jon Parkin

）
、
ノ
エ
ル
・
マ
ル
コ
ム
（N

oel M
alcolm

）
の
研
究
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。
三
つ
目
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
言
及
す
る
古
典
古
代
の
著
作
・

出
来
事
や
当
時
の
政
治
状
況
、
神
学
上
の
用
語
に
つ
い
て
典
拠
を
示
し
解

説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
底
本
の
テ
エ
ニ
ス
版
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ

い
て
の
解
説
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
原
典
で
読
む
者
に
と
っ
て
も
、

読
み
進
め
て
い
く
中
で
分
か
ら
な
い
事
項
に
出
く
わ
し
た
際
に
は
こ
の
訳

注
を
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
ま
た
古
典
古
代
な

ど
の
典
拠
に
つ
い
て
も
、
お
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
い
て
も
、
実
際
に
該
当

箇
所
が
示
し
て
あ
る
こ
と
で
参
照
が
非
常
に
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
総
じ

て
高
野
訳
の
訳
注
は
日
本
語
訳
の
読
者
に
は
も
ち
ろ
ん
原
典
で
研
究
す
る

専
門
家
に
も
価
値
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
）

　

こ
れ
ま
で
は
底
本
や
解
説
な
ど
周
辺
事
項
を
議
論
し
て
き
た
が
、
こ
こ

で
は
本
文
の
翻
訳
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
古
典
語
の

取
り
扱
い
、
原
語
の
表
示
、
文
体
、
訳
文
の
み
を
読
ん
で
論
理
を
辿
れ
る

か
、
と
い
っ
た
点
を
比
較
検
討
し
た
い
。

　

続
い
て
訳
注
を
見
て
み
よ
う
。
田
中
他
訳
で
は
基
本
的
に
訳
注
は
本
文

の
中
に
括
弧
で
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
必
要
最
小
限
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
訳
注
の
た
め
に
他
の
頁
を
参
照
す
る
必
要
が
な
く
、
訳
文
を

続
け
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

聖
書
引
用
や
『
法
の
原
理
』
内
の
他
の
個
所
の
参
照
で
ホ
ッ
ブ
ズ
が
誤
っ

て
い
る
場
合
も
正
し
い
引
用
箇
所
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
の
必

要
が
あ
る
際
に
も
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ホ
ッ

ブ
ズ
が
暗
黙
の
う
ち
に
聖
書
の
文
言
を
持
ち
出
し
て
い
る
際
に
も
、
該
当

す
る
聖
書
の
節
が
示
さ
れ
て
お
り
、
読
者
の
助
け
に
な
っ
て
い
る
。

　

高
野
訳
で
も
聖
書
引
用
に
関
す
る
同
様
の
注
が
あ
り
、
そ
れ
は
本
文
に

挿
入
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
高
野
訳
で
は
基
本
的
に
訳
注
は
訳
文
の
後
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
充
実
し
た
内
容
と
関
連
し
て
い
る
。

訳
注
の
中
身
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
目
は
『
法
の
原
理
』
か

ら
『
市
民
論
』
、
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
解
が
変
化
し
た

も
の
を
指
摘
す
る
訳
注
で
あ
る
。
田
中
他
訳
で
は
解
説
に
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
変
化
の
全
体
像
が
分
か
る
が
、
高
野
訳
で
は
訳
注
に
載
せ
ら
れ
て
い

る
関
係
上
、
個
別
の
論
点
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
解
の
変
化
を
把
握
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
二
つ
目
は
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
者
が
『
法
の
原
理
』
の
テ

キ
ス
ト
に
い
か
な
る
解
釈
を
施
し
た
か
を
紹
介
す
る
も
の
で
、
と
り
わ
け

レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
解
釈
を
紹
介
す
る
訳
注
が
多
い
。
普
段
思
想
史

の
研
究
者
は
研
究
書
を
読
み
進
め
て
い
く
中
で
参
照
さ
れ
て
い
る
思
想
家

の
原
典
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
の
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
本
文
を
読
み
進
め
て

い
く
中
で
当
該
箇
所
に
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
た
か
が
分
か

る
こ
の
訳
注
は
新
鮮
で
あ
る
。
他
面
で
、
訳
者
本
人
も
認
識
し
て
い
る
点
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ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
は
基
本
的
に
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
成
句
や
文
言
が
あ
る
。
こ
の
点
、
田
中

他
訳
で
は
、
基
本
的
に
原
語
は
示
さ
ず
日
本
語
に
訳
し
た
形
で
提
示
し
て

い
る
。
他
方
で
高
野
訳
で
は
古
典
語
が
登
場
し
た
時
に
は
原
語
が
何
か
を

示
し
て
い
る
。
田
中
他
訳
と
高
野
訳
の
相
違
は
、
日
本
語
で
の
完
結
性
を

重
視
す
る
か
、
日
本
語
に
反
映
し
き
れ
な
い
原
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
重
視

す
る
か
の
相
違
と
言
え
よ
う
。

　

同
様
の
対
比
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
定
義
し
た
言
葉
に
つ
い
て
の
対
処
に
も

み
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
幾
何
学
風
の
定
義
を
示
す
形
の
議
論
を
多
用
し

て
い
る
。
定
義
さ
れ
る
言
葉
は
原
文
に
お
い
て
大
文
字
で
書
か
れ
て
お
り
、

両
翻
訳
と
も
太
字
で
表
記
す
る
こ
と
で
こ
の
こ
と
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
高
野
訳
は
こ
れ
に
加
え
原
語
が
何
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
水
田
洋
訳
の
岩
波
文
庫
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
も
見
ら
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
高
野
訳
は
既
存
の
訳
し
方
を
踏
襲
し
た
と
言
え
る
。
ま
た
ル
ビ

も
使
用
し
て
い
る
。
田
中
他
訳
で
は
、
政
治
論
で
い
く
つ
か
の
言
葉
に
の

み
ル
ビ
を
ふ
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
。

　

文
体
に
関
し
て
、
田
中
他
訳
に
は
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
で

す
ま
す
調
の
翻
訳
で
あ
る
。
で
す
ま
す
調
は
献
辞
の
訳
で
は
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
が
、
本
文
で
は
珍
し
い
。
こ
れ
は
文
章
を
口
語
に
近
づ
け
て
お
り
、

読
者
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
に
親
し
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も

の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
田
中
他
訳
に
は
こ
の
文
体
の
選
択
に
関
し
て
何

の
説
明
も
無
い
。
こ
れ
は
『
法
の
原
理
』
を
ど
の
よ
う
な
性
質
の
作
品
と

理
解
す
る
か
と
い
う
解
釈
と
関
わ
る
た
め
に
、
以
下
の
点
で
説
明
が
必
要

で
あ
っ
た
と
評
者
は
判
断
す
る
。
第
一
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
の
著

作
の
既
存
の
翻
訳
で
は
、
で
す
ま
す
調
は
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
中
で
、

田
中
他
訳
が
な
ぜ
こ
の
文
体
を
新
た
に
採
用
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
二
に
、
『
法
の
原
理
』
の
献
辞
で
文
体
に
関
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
よ
り

も
論
理
を
重
視
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
で
あ
る
。
な

お
こ
の
点
の
判
断
に
関
し
て
さ
ら
に
参
考
に
資
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

岩
波
文
庫
で
他
の
翻
訳
を
二
つ
紹
介
し
た
い
。
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
作

品
の
原
田
純
訳
が
一
つ
の
好
例
で
あ
る
。
原
田
は
『
言
論
・
出
版
の
自
由
』

を
、
で
す
ま
す
調
で
訳
し
、
『
自
由
共
和
国
建
設
論
』
を
論
文
調
で
訳
す
。

こ
れ
に
関
し
て
原
田
自
身
が
巻
末
で
言
及
し
、
前
者
が
議
会
演
説
ス
タ
イ

ル
だ
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。も
う
一
つ
は
斎
藤
眞
・
中
野
勝
郎
訳
の
『
ザ
・

フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
案
へ

の
賛
同
を
求
め
新
聞
紙
上
で
発
表
さ
れ
た
論
文
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
各

篇
の
冒
頭
で
は
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
邦
の
皆
さ
ん
へ
」
と
、
読
者
に
語
り
か

け
る
体
裁
が
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
文
に
お
い
て
、
で
す
ま
す
調
は

取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
論
集
と
し
て
の
性
格
が
よ
り
強
く

顕
わ
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
に
示
し
た
よ
う
に
、
他
の
翻
訳
と
の
比
較
の

見
地
か
ら
し
て
も
、
田
中
他
訳
は
大
胆
な
立
場
を
取
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
、
訳
文
の
み
で
論
理
を
辿
れ
る
か
と
い
う
点
を
検
討
に
付
し
た

い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
非
常
に
論
理
を
重
視
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
献

辞
で
も
レ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
論
理
を
重
視
し
て
『
法
の
原
理
』
を
執
筆
し

た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
翻
訳
で
も
ホ
ッ
ブ
ズ
の
論
理
を

辿
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。
こ
の
点
評
者
は
、
高
野
訳
で
は
ほ
と

ん
ど
問
題
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
田
中
他
訳
で
は
各
章
で
一
か
ら
数
ヶ
所

に
渡
り
、
論
理
の
把
握
に
苦
労
す
る
点
が
存
在
し
た
。
こ
こ
で
は
『
法
の
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通
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
原
文
を
見
る
と
、“though they still follow

 
and change as reason requireth, yet it is not, as the reason of every 
private m

an (as in the law
 of nature), but as the reason of the G

eneral 
requireth ”

と
あ
り
、（　

）
の
挿
入
個
所
は
高
野
訳
の
よ
う
に
「
各
個
人
」

の
前
に
来
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
は
本
稿
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
田
中
他
訳
と
高
野
訳
を
対
比

し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
の
特
徴
を
示
す
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
し
か

し
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
法
の
原
理
』
に
は
も
う
一
つ
、
伊
藤
・
渡
辺
訳

も
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
上
記
二
作
品
と
比
較
し
て
伊
藤
・
渡
辺
訳
に
い

か
な
る
特
徴
が
あ
る
か
を
簡
単
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
第
一
が
底

本
の
選
択
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
野
訳
と
田
中
他
訳
の
双
方
と
も
テ

エ
ニ
ス
版
を
底
本
に
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
伊
藤
・
渡
辺
訳
は
底
本

と

し

て

一

六

五

〇

年

に

刊

行

さ

れ

たH
um

an N
ature: O

r, Th e 

fundam
ental Elem

ents of Policie

とD
e C

orpore Politico, O
r, Th e Elem

ents 

of Law

の
二
著
作
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
本
文
で
も
、
上
記
二
作

品
よ
り
も
、
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
体
だ
と
し
て
鍵
括
弧
で
く
く
ら
れ
て
い

る
個
所
が
非
常
に
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
著
作
の
刊
行
に
ホ
ッ
ブ
ズ

が
関
与
し
た
の
か
は
疑
わ
し
い
こ
と
が
テ
エ
ニ
ス
や
パ
ー
キ
ン
の
研
究
な

ど
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
テ
エ
ニ
ス
版
よ
り
も
こ
ち
ら
を
選
ぶ
根
拠
は
薄

弱
だ
と
評
者
は
考
え
る
。
評
者
は
『
法
の
原
理
』
の
手
稿
そ
れ
自
体
を
参

照
し
て
は
い
な
い
の
で
結
論
は
出
せ
な
い
が
、
こ
れ
に
関
わ
る
一
つ
の
論

点
は
、
伊
藤
・
渡
辺
訳
で
示
さ
れ
た
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
文
字
の
個
所
が
ど

れ
だ
け
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
意
図
を
反
映
し
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
伊

原
理
』
の
末
尾
近
く
か
ら
二
か
所
だ
け
取
り
上
げ
例
証
し
た
い
。
一
つ
は

恐
ら
く
原
文
に
問
題
が
あ
る
個
所
で
あ
る
。
第
二
部
第
八
章
第
五
節
で
、

平
和
な
統
治
に
矛
盾
す
る
見
解
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
田
中

他
訳
三
二
六
―
二
七
頁
で
は
、
そ
の
よ
う
な
見
解
の
一
つ
と
し
て
、
「
な

に
を
な
し
、
な
に
を
な
さ
な
い
か
を
決
め
る
ば
あ
い
、
良
心
の
判
断
な
ど

は
外
し
て
、
律
法
の
立
場
か
ら
結
論
を
出
す
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
事
の
判
断
の
際
に
個
人
の
良
心
で
は
な
く
法
に
従

う
べ
き
だ
と
い
う
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
解
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
、
平
和

な
統
治
に
矛
盾
す
る
見
解
に
は
見
え
な
い
。
原
文
で
も“that a m

an m
ay 

law
fully do or om

it any thing against his conscience ”

と
あ
る
。
こ
の

文
に
関
し
て
高
野
訳
は
、
訳
注
でm

ay
の
後
にnot

が
欠
け
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
示
唆
し
、
「
な
に
ご
と
を
行
い
、
あ
る
い
は
行
わ
な
い
に

し
て
も
、
み
ず
か
ら
の
良
心
に
反
し
た
こ
と
は
す
べ
て
合
法
的
で
は
あ
り

え
な
い
」
と
訳
し
て
い
る
。
田
中
他
訳
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
原
文
に
沿
っ
て
訳

し
た
よ
う
で
あ
り
、
一
つ
の
方
針
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
訳
文
を
提
示

す
る
の
み
で
は
読
者
が
困
惑
す
る
た
め
、
注
な
ど
で
一
言
断
る
必
要
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
第
二
部
第
一
〇
章
第
九
節
で
、

軍
事
法
が
自
然
法
か
市
民
法
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
市
民
法
だ
と
答
え
、

そ
れ
を
論
拠
付
け
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
田
中
他
訳
三
六
〇
―
六
一
頁
で

は
、「
た
し
か
に
、こ
の
法
〔
軍
事
法
―
―
評
者
〕
は
理
性
の
要
求
に
し
た
が
っ

て
変
化
い
た
し
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
各
個
人
の
私
的
な
理
性
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
（
自
然
法
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
）
将
軍
の
理
性
が
要
求
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
に
し
た
が
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
の
訳
文
か

ら
は
軍
事
法
が
自
然
法
に
近
い
性
質
の
も
の
に
読
め
て
し
ま
い
、
文
意
が
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藤
・
渡
辺
訳
も
無
論
の
こ
と
テ
エ
ニ
ス
版
を
参
照
し
て
お
り
、
変
更
・
追

加
は
各
章
ま
た
は
各
節
の
末
尾
に
示
し
た
と
記
し
て
い
る
。
高
野
訳
や
田

中
他
訳
に
は
無
い
、
伊
藤
・
渡
辺
訳
の
第
二
の
特
徴
は
、
豊
富
な
参
考
資

料
と
ホ
ッ
ブ
ズ
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
す
る
訳
者
注
解
で
あ
り
、
両
方

と
も
有
益
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
は
『
法
の
原
理
』
お
よ
び
ホ
ッ
ブ
ズ
の

哲
学
体
系
三
著
作
の
執
筆
に
関
連
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
書
簡
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
訳
者
注
解
で
は
あ
い
う
え
お
順
に
八
八
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
例
文
と
訳
者
の
解
釈
が

付
さ
れ
て
い
る
。
例
文
で
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
複
数
の
著
作
が
参
照
さ
れ
て
お

り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
間
の
相
違
が
認
識
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

『
法
の
原
理
』
は
翻
訳
が
容
易
で
な
い
。
政
治
哲
学
の
著
作
で
あ
り
、

し
か
も
十
七
世
紀
の
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
論
理
を
重
視
し
た
分
文
体

が
良
く
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
が
献
辞
で
述
べ
て
も

い
る
。
評
者
自
身
、
改
め
て
こ
の
著
作
を
読
み
直
し
た
際
に
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
議
論
を
把
握
す
る
の
に
苦
労
し
、
原
著
の
全
て
を
翻
訳
す
る
必
要
が

あ
る
翻
訳
者
の
困
難
が
察
せ
ら
れ
た
。
以
上
の
困
難
を
念
頭
に
置
け
ば
、

こ
の
著
作
の
翻
訳
が
三
つ
も
存
在
す
る
こ
と
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
状
況
で

あ
り
、
評
者
は
こ
の
状
況
を
築
い
た
各
翻
訳
者
の
多
大
な
労
力
と
貢
献
に

大
変
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
恵
ま
れ
た
状
況
は
同
時
に
、

ど
の
翻
訳
を
参
照
す
る
か
と
い
う
贅
沢
な
悩
み
を
読
者
に
強
い
る
。
本
稿

が
そ
の
判
断
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
お
か
だ
・
た
く
や
／
政
治
思
想
史
）

　

書
評
　

『
核
の
脅
威
―
―
原
子
力
時
代
に
つ
い
て
の
徹
底
的
考
察

』

（
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
著
、
青
木
隆
嘉
訳
、 

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
）

渡
名
喜
庸
哲

　

本
書
は
、
二
十
世
紀
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
思
想
家
ギ
ュ
ン
タ
ー
・

ア
ン
ダ
ー
ス
の
核
兵
器
に
関
す
る
理
論
的
な
省
察
を
ま
と
め
た
論
集
で
あ

る
。
ア
ン
ダ
ー
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
師
事
し
た
後
、
一

九
三
三
年
に
ユ
ダ
ヤ
系
の
出
自
ゆ
え
に
最
初
の
妻
で
あ
る
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
と
と
も
に
ま
ず
は
フ
ラ
ン
ス
に
、
そ
の
後
単
独
で
ア
メ
リ
カ
に
亡
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命
し
、
戦
後
ウ
ィ
ー
ン
に
て
い
わ
ば
「
在
野
」
の
立
場
か
ら
二
十
世
紀
の

さ
ま
ざ
ま
な
「
破
局
」
的
出
来
事
に
対
す
る
哲
学
的
な
省
察
を
続
け
た
人

物
で
あ
る
。
日
本
と
も
関
わ
り
が
深
く
、
一
九
五
八
年
に
来
日
し
、
広
島
・

長
崎
を
訪
問
し
、
そ
の
旅
行
記
『
橋
の
上
の
男
』
を
一
九
五
九
年
に
公
刊
、

さ
ら
に
広
島
に
原
爆
を
投
下
し
た
米
軍
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
一
人
で
あ
る
ク

ロ
ー
ド
・
イ
ー
ザ
リ
ー
と
の
往
復
書
簡
『
ヒ
ロ
シ
マ
わ
が
罪
と
罰
』
（
一

九
六
一
年
）
を
公
刊
し
て
い
る
。
理
論
的
な
著
作
と
し
て
は
、と
り
わ
け
『
時

代
お
く
れ
の
人
間
』
（
上
巻
一
九
五
五
年
、
下
巻
一
九
八
〇
年
）
が
あ
る
。
そ

の
ア
ン
ダ
ー
ス
が
、
広
島
・
長
崎
訪
問
以
降
、
東
西
の
強
国
が
核
兵
器
の

開
発
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
ゆ
く
文
字
通
り
「
原
子
力
時
代
」
に
あ
っ

て
、
核
＝
原
子
力
を
主
題
化
し
た
理
論
的
な
考
察
を
集
め
た
論
集
が
本
書

で
あ
る
。
一
九
七
二
年
に
初
版
が
公
刊
さ
れ
た
が
、
一
九
七
九
年
の
ス
リ
ー

マ
イ
ル
島
の
原
発
事
故
の
後
、
新
た
な
前
書
き
を
添
え
た
第
二
版
が
一
九

八
一
年
に
出
さ
れ
た
。
『
橋
の
上
の
男
』
お
よ
び
『
ヒ
ロ
シ
マ
わ
が
罪
と
罰
』

〔
原
題
は
『
良
心
の
オ
フ
・
リ
ミ
ッ
ト
』
〕
は
、
「
死
者
た
ち　

三
度
の
世
界
戦

争
に
つ
い
て
」
を
加
え
、
一
九
八
二
年
に
『
ヒ
ロ
シ
マ
は
い
た
る
と
こ
ろ

に
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
合
冊
本
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八

〇
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
時
代
お
く
れ
の
人
間
』
下
巻
に
は
上
巻
公
刊
以
降

に
書
か
れ
た
哲
学
的
人
間
学
の
分
野
の
い
っ
そ
う
理
論
的
な
論
考
が
含
ま

れ
て
い
る
。
核
＝
原
子
力
に
関
す
る
省
察
を
集
め
た
本
書
は
、
こ
れ
ら
二

書
と
合
わ
せ
ア
ン
ダ
ー
ス
三
部
作
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

日
本
と
の
関
わ
り
の
深
さ
ゆ
え
、
本
訳
書
に
は
、
公
刊
さ
れ
る
や
い
な

や
『
朝
日
新
聞
』
や
『
読
売
新
聞
』
の
書
評
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
ど

の
関
心
が
集
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
ア
ン
ダ
ー
ス
は
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
」
「
反
核
運
動
指
導
者
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
み
で
、
い
ま
だ
そ

の
思
想
的
な
意
義
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ち
な
み
に
こ

の
こ
と
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
か
ぎ
ら
れ
ず
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
っ
た
（
優
れ
た
例
外
と
し
て
、
訳
者
の
青
木
隆
嘉
氏
の
解
説
は
も

と
よ
り
、
佐
藤
嘉
幸
・
田
口
卓
臣
『
脱
原
発
の
哲
学
』
、
山
名
淳
「
広
島
の
ギ
ュ

ン
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ス
」
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
）
。
本
訳
書
の
公
刊
は
こ
う

し
た
こ
れ
ま
で
の
状
況
を
打
破
す
る
突
破
口
と
な
る
は
ず
だ
。
冷
戦
期
の

渦
中
に
あ
っ
て
、
つ
ね
に
時
流
に
さ
か
ら
い
反
時
代
的
考
察
を
続
け
て
い

た
こ
の
在
野
の
思
想
家
の
「
原
子
力
時
代
に
つ
い
て
の
徹
底
的
考
察
」
は
、

戦
争
概
念
そ
れ
自
体
が
変
容
し
て
い
る
今
日
の
よ
う
な
時
代
に
と
っ
て
も

色
褪
せ
な
い
力
強
さ
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

本
書
に
は
、
ア
ン
ダ
ー
ス
が
広
島
・
長
崎
を
訪
問
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
っ

た
直
後
の
五
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
講
演
や
論
文
が
一
一

篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
論
考
に
は
日
本
で
の
経
験
や
対
話
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
は
、
ジ
ャ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
が

『
ツ
ナ
ミ
の
小
形
而
上
学
』
で
紹
介
し
た
こ
と
で
有
名
に
な
っ
た
、
破
局

の
翌
日
か
ら
前
日
へ
と
舞
い
戻
る
ノ
ア
を
描
い
た
寓
話
「
哀
悼
さ
れ
る
未

来
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
、「
原
子
力
時
代
」
の
特
徴
を
「
全
能
性
」・

「
核
に
よ
る
全
体
主
義
」
・
「
政
治
的
な
も
の
の
終
焉
」
・
「
無
力
さ
」
に
見

る
論
考
「
激
変
」
が
続
く
。
第
三
章
「
今
日
に
お
け
る
責
任
に
つ
い
て
」

は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
批
判
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
科
学
者
の
責
任
」
を
行
為
、

悪
、
良
心
と
い
っ
た
倫
理
学
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

点
で
は
今
日
に
も
通
じ
る
射
程
を
持
っ
て
い
る
。
第
九
章
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
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ス
の
誓
い
」
と
合
わ
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
第
六
章
「
原
子
力
時

代
へ
の
提
言
」
は
、
核
＝
原
子
力
に
関
す
る
ア
ン
ダ
ー
ス
の
思
想
の
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
と
し
て
も
読
み
う
る
。
第
七
章
「
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
不
感
症
の
根

源
」
は
、
『
時
代
お
く
れ
の
人
間
』
上
巻
で
提
示
さ
れ
た
こ
の
概
念
に
関

す
る
補
足
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
第
八
章
「
矮
小
化
」
は
、
核
＝
原

子
力
の
危
険
を
低
く
見
積
も
る
手
口
が
い
か
な
る
も
の
か
を
考
察
す
る
点

で
、こ
れ
も
ま
た
今
日
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
第
一
〇
章
「
途

方
も
な
い
事
実
」
は
、
わ
ず
か
二
頁
足
ら
ず
の
短
さ
だ
が
、
ヒ
ロ
シ
マ
と

ナ
ガ
サ
キ
の
ち
ょ
う
ど
あ
い
だ
、
一
九
四
五
年
八
月
八
日
に
、
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
の
憲
章
の
な
か
に
「
人
道
に
反
す
る
罪
」
の
文
字

が
明
記
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
終
章
の
「
猶
予
期
間
」は
、う
っ

て
か
わ
っ
て
哲
学
的
に
「
終
わ
り
の
時
」
と
い
う
「
終
末
論
」
的
な
時
間

概
念
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
と
核
に

よ
る
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
を
対
比
さ
せ
る
こ
の
文
章
は
、
現
代
に
お
け
る
「
万

物
の
終
わ
り
」
（
カ
ン
ト
）
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
ア
ン
ダ
ー
ス
は
、
本
書
に
お
い
て
一
貫
し
て
核
に
よ
る
「
世

界
の
終
わ
り
」
が
技
術
的
に
可
能
に
な
っ
た
時
代
の
諸
問
題
を
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
破
局
」
論
に
対
し
、

拒
絶
反
応
が
出
る
の
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
黒
澤
明
『
生
き
も
の
の

記
録
』
か
ら
新
海
誠
『
君
の
名
は
。
』
に
い
た
る
ま
で
、
破
局
的
出
来
事

の
到
来
に
警
告
を
発
し
、
「
世
界
の
終
わ
り
」
を
触
れ
回
る
「
不
幸
の
予

言
者
」
の
姿
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
と
っ
て
は
狂
気
じ
み
た
も
の

と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ジ
ャ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
ピ
ュ

イ
が
ア
ン
ダ
ー
ス
の
影
響
を
多
分
に
受
け
た
自
ら
の
立
場
を
「
賢
明
な

0

0

0

＝

啓
蒙
的

0

0

0

破
局
論
」
と
名
付
け
た
と
こ
ろ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

う
し
た
「
破
局
」
に
つ
い
て
の
論
の
価
値
は
、
（
か
つ
て
の
宗
教
的
終
末
論

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
）
ど
れ
ほ
ど
人
々
の
恐
怖
心
に
訴
え
か
け
る
か
で

は
な
く
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
「
破
局
」
に
つ
い
て
の
合
理
的

0

0

0

な
省
察
を
提

示
し
て
い
る
か
で
推
し
量
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
で
、
ア
ン
ダ
ー
ス
の
議
論
を
「
原
子
力
時
代
」
に
お
け
る
哲
学

的
な
考
察
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
文
脈
に
置
き
な
お
す
作
業
は
い
ま
だ
求

め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
方
向
性
の
み
示
唆
し
て
お
く
と
、
第
一
に
、
ア
ン
ダ
ー
ス
が
本
書

に
お
い
て
も
繰
り
返
し
批
判
を
し
て
い
る
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る

『
原
爆
と
人
間
の
未
来
』
を
一
つ
の
典
型
例
と
す
る
、
五
〇
年
代
の
―
―

冷
戦
と
い
う
時
代
状
況
に
多
分
に
刻
印
さ
れ
た
―
―
核
兵
器
に
つ
い
て
の

哲
学
的
理
論
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
本
書
の
随
所
に
見
ら
れ
る

科
学
者
の
責
任
に
関
わ
る
議
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
＝

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
宣

言
は
も
と
よ
り
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
宣
言
と
関
連
づ
け
て
検
討
さ
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
の
も
と
で
も
、
自
ら
の
議

論
を
「
政
治
」
の
領
域
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
「
原
子
力
時
代
」
に
お

け
る
良
心
、
行
為
、
責
任
と
い
っ
た
「
倫
理
」
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念
の
変

容
を
つ
ぶ
さ
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
ア
ン
ダ
ー
ス
の
企
て
の
意
義
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
核
を
め
ぐ
る
哲
学
的
省
察
の
舞
台
が
ド
イ
ツ
語
圏
か
ら
英
語

圏
へ
と
移
り
、
戦
争
倫
理
学
の
な
か
で
正
戦
論
や
核
抑
止
論
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
こ
の
よ
う
な

ア
ン
ダ
ー
ス
の
倫
理
学

0

0

0

的
態
度
は
異
彩
を
は
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
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う
の
も
、
ア
ン
ダ
ー
ス
に
お
け
る
倫
理
学
は
、
従
来
の
戦
争
倫
理
学
に
お

け
る
よ
う
な
義
務
論
と
帰
結
主
義
の
対
立
に
回
収
さ
れ
な
い
道
筋
を
開
く

も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
ア
ン
ダ
ー
ス
が
、
手
段
と
目

的
、
利
益
と
損
失
の
比
較
考
量
に
基
づ
く
よ
う
な
帰
結
主
義
に
与
す
る
こ

と
が
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
義
務
論
的
立
場
か
ら
核
兵
器
を
道
徳
的

な
「
悪
」
と
評
価
す
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
べ
き

だ
ろ
う
。
自
転
車
の
乗
り
方
を
覚
え
た
者
が
（
若
干
勘
が
鈍
る
こ
と
は
あ
る

に
せ
よ
）
も
う
覚
え
る
前
の
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
戻
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
、
す
で
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
で

き
な
い
状
態
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
核
の
あ
る
時
代
」
か
ら
「
な

い
時
代
」
へ
と
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
ア
ン
ダ
ー
ス
の
根

底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
核
の
状
況
の
困
難
さ
は
わ
れ
わ
れ
が
克
服
で

き
な
い
類
い
の
困
難
さ
な
の
で
は
な
い
か
」
と
冒
頭
で
述
べ
る
ア
ン
ダ
ー

ス
は
、
こ
の
克
服
し
え
な
い
困
難
さ
、
解
消
し
え
な
い
「
核
の
状
況
に
固

有
の
ア
ポ
リ
ア
」
に
規
定
さ
れ
た
「
原
子
力
時
代
」
に
お
い
て
は
、
行
為
、

責
任
、
善
・
悪
、
そ
し
て
時
間
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
倫
理
学
的
・
道
徳

論
的
な
基
礎
概
念
が
い
ず
れ
も
「
時
代
お
く
れ
」
と
な
り
、
変
調
を
き
た

し
て
い
る
こ
と
へ
の
診
断
を
繰
り
返
し
発
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ア

ン
ダ
ー
ス
は
そ
こ
か
ら
新
た
な
る
鍵
概
念
や
行
動
指
針
を
提
示
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
う
し
た
後
ろ
向
き
と
も
見
え
る
姿
勢
を
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
す

る
向
き
も
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
少
な
く
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
ア
ン
ダ
ー

ス
の
身
振
り
は
、
「
原
子
力
時
代
」
に
お
け
る
人
間
の
生
息
条
件
と
い
う

意
味
で
の
「
エ
ー
ト
ス
」
に
つ
い
て
の
学
と
し
て
の
倫
理
学

0

0

0

と
み
な
す
こ

と
は
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ア
ン
ダ
ー
ス
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
以
降
に

「
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
「
わ
れ
わ
れ
の
形
而
上
学
的
な
状
態
」
の
分
析
・

記
述
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
示
唆
し
た
論
点
に
つ
い
て
は
今
後
仔
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
も
『
核
の
脅
威
』
は
、
こ
う
し
た
倫
理
学
的
概

念
の
変
容
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
も
言
え
る
『
橋
の
上
の
男
』
『
ヒ
ロ
シ

マ
我
が
罪
と
罰
』
ば
か
り
で
な
く
、
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
時
代
の
哲
学
的

人
間
学
」
を
試
み
た
『
時
代
お
く
れ
の
人
間
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
ま

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
場
合
に
、
先
に
ふ
れ
た
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
も
と
よ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ゲ
ー
レ
ン
、
ピ
ヒ
ト
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
ヨ
ー

ナ
ス
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
哲
学
思
想
と
の
対

照
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ア
ン
ダ
ー
ス
の
「
原
子
力

時
代
」
の
「
エ
ー
ト
ス
」
の
学
の
意
義
が
以
上
の
点
に
あ
る
と
す
れ
ば
、「
核

＝
原
子
力
の
状
況
の
困
難
さ
」
が
減
じ
た
ど
こ
ろ
か
、
一
方
で
は
原
子
力

の
平
和
利
用
と
い
う
か
た
ち
で
の
産
業
化
が
推
進
さ
れ
、
他
方
で
は
、
核

抑
止
の
理
論
が
戦
略
的
に
も
技
術
的
に
も
そ
の
位
置
付
け
を
大
き
く
変
え

て
ゆ
く
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
「
エ
ー
ト
ス
」
が
い
か
に
変
容
し
て
い
る

か
と
い
う
点
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
本
書
は
振
り
返
る
べ
き
参
照
項

の
一
つ
を
な
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

二
〇
一
二
年
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
際
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ア
ン
ダ
ー

ス
学
会
が
発
足
し
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
ク
リ
ス
チ
ア
ン
・
ド
リ
ー
ス

を
中
心
に
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
ア
ン
ダ
ー
ス
の
遺
稿
類
の
出
版
計
画
に
は
注
目
す
べ
き
も
の

が
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
公
刊
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
論
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
』
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を
皮
切
り
に
、
二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
六
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
ー
レ
ン
ト

に
関
す
る
論
考
お
よ
び
往
復
書
簡
が
公
刊
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
に
は
初
期

の
音
楽
哲
学
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
が
公
刊
さ
れ
た
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
ア
ン
ダ
ー
ス
へ
の
関
心
は
高
か
っ

た
が
、
英
語
圏
で
も
よ
う
や
く
い
く
つ
か
の
研
究
書
が
公
刊
さ
れ
、
徐
々

に
ア
ン
ダ
ー
ス
の
思
想
を
正
当
に
評
価
し
う
る
国
際
的
な
環
境
が
整
い
つ

つ
あ
る
。

　

最
後
に
、
日
本
に
お
け
る
ア
ン
ダ
ー
ス
の
紹
介
に
尽
力
し
た
訳
者
の
青

木
隆
嘉
氏
に
つ
い
て
触
れ
な
い
で
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
の
論
壇

や
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
ア
ン
ダ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
な
か
、

唯
一
そ
の
思
想
の
意
義
に
着
目
し
、
文
字
通
り
孤
軍
奮
闘
で
そ
の
著
作
の

邦
訳
の
ほ
と
ん
ど
を
手
が
け
て
き
た
青
木
氏
は
、
本
訳
書
の
あ
と
が
き
を

書
き
上
げ
た
あ
と
、
公
刊
を
待
た
ず
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
青
木
氏
が

い
な
け
れ
ば
日
本
に
お
け
る
ア
ン
ダ
ー
ス
の
受
容
は
あ
と
数
十
年
遅
れ
て

い
た
だ
ろ
う
。
氏
の
功
績
に
心
か
ら
の
賞
賛
を
送
り
た
い
。

 

（
と
な
き
・
よ
う
て
つ
／
フ
ラ
ン
ス
哲
学
）

　

書
評
　

『
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
坩る

つ
ぼ堝 

 

―
―
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
移
民
史

』

（
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ノ
ワ
リ
エ
ル
著
、
大
中
一
彌
・
川
﨑
亜
紀
子
・

太
田
悠
介
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
）

三
宅
芳
夫

　

本
書
の
著
者
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ノ
ワ
リ
エ
ル
（
一
九
五
〇
―
）
は
、
現

代
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
歴
史
家
・
歴
史
理
論
家
の
一
人
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
「
歴
史
学
」
と
言
え
ば
、
夙
に
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
と
リ
ュ

シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
始
ま
る
「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
が
日
本
の
み
な
ら
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ず
、
英
語
圏
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ノ
ワ
リ
エ
ル
は
、
フ

ラ
ン
ス
「
歴
史
学
」
界
に
お
け
る
「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
の
覇
権
を
―
―
「
集

団
的
実
体
と
し
て
の
国
民
の
脱
構
築
」
―
―
の
視
点
か
ら
批
判
的
に
対
象

化
・
相
対
化
し
つ
つ
、
「
移
民
史
」
と
い
う
「
問
題
構
制　

プ
ロ
ブ
レ
マ

テ
ィ
ー
ク
」
を
前
景
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

　

『
歴
史
学
の
〈
危
機
〉
』
の
著
者
と
し
て
、
「
歴
史
学
」
者
で
あ
る
と
同

時
に
「
歴
史
理
論
」
、
「
歴
史
認
識
論
」
に
極
め
て
自
覚
的
で
あ
る
ノ
ワ
リ

エ
ル
は
、
「
歴
史
」
に
つ
い
て
「
素
朴
」
な
「
実
証
主
義
」
の
立
場
を

―
―
当
然
の
こ
と
な
が
ら
―
―
採
用
し
な
い
。

　

「
歴
史
」
と
は
、
常
に

0

0

・
す
で
に

0

0

0

「
現
在
」
の
視
点
か
ら
再
構
成
さ
れ

る
「
構
造
化
」
さ
れ
た
「
記
述
」
の
集
積
で
あ
る
。
故
に
、
ア
プ
リ
オ
リ

に
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
い
う
「
集
合
的
実
体
」
を
措
定
し
て
し
ま
う
な
ら

ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
で
は
な
い
「
移
民
」
の
存
在
は
、
極
度
に
周
縁
化

さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
抹
消
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
実
際
抹
消
さ
れ
て
来

た
、
と
ノ
ワ
リ
エ
ル
は
主
張
す
る
。

　

ノ
ワ
リ
エ
ル
が
二
〇
〇
六
年
の
本
書
再
版
序
文
で
回
顧
し
て
い
る
よ
う

に
、
「
移
民
と
い
う
現
象
」
は
、
そ
の
「
比
類
の
な
い
重
要
性
」
に
も
関

わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
「
記
憶
の
場
」
に
属
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
、

研
究
分
野
・
対
象
と
し
て
も
一
九
八
〇
年
代
初
頭
ま
で
「
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
」
会
員
に
選
出
さ
れ
、「
不

死
の
人
々
」
の
一
人
と
な
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
責
任
編
集
の
『
記
憶
の

場
』
（
一
九
八
四
―
一
九
九
二
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
多
く
の
歴
史
家
を
結
集
し
て

い
る
）
を
参
照
し
て
も
、
「
移
民
の
記
憶
」
の
周
縁
化
と
い
う
「
フ
ラ
ン

ス
歴
史
学
」
の
傾
向
は
、
近
年
に
至
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
て
い
な

い
。
と
は
言
え
、『
記
憶
の
場
』
第
一
巻
序
文
に
お
い
て
、ノ
ラ
自
身
が
「
個

人
の
集
団
へ
同
一
化
を
は
っ
き
り
前
提
と
し
て
立
て
て
い
る
」
か
ら
に
は
、

そ
の
こ
と
も
ノ
ワ
リ
エ
ル
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
さ
し
て
驚
く
べ
き
こ
と

で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
に
お
け
る
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
」
と
結
合
し

た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
す
で
に
創
始
者
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
お
い
て
顕
著

に
観
察
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
占
領
下
の
パ
リ
、
一
九
四
二
―
四
三
年
度
の

フ
ェ
ー
ブ
ル
に
よ
る
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
「
近
代
世
界

の
形
成
―
―
ミ
シ
ュ
レ
と
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
」
は
、
近
代

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
結
合

を
劇
的
な
か
た
ち
で
達
成
し
た
J
・
ミ
シ
ュ
レ
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
講
義
は
、
い
わ
ば
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
―
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
」
下
に
お

け
る
、
―
―
専
門
分
野
あ
る
い
は
国
籍
を
異
に
す
る
と
は
言
え
―
―
フ
ィ

ヒ
テ
の
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
、
あ
る
い
は
普
仏
戦
争
直
後
の
―
―
ノ

ワ
リ
エ
ル
自
身
が
批
判
的
に
言
及
す
る
―
―
ル
ナ
ン
の
『
国
民
と
は
何
か
』

に
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
効
果
の
観
点
か
ら
は
、
か
な
り
の
程
度
類
似
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
場
合
、
「
国
民
国
家
」
の
時
代
は
す
で
に
終

わ
り
を
告
げ
つ
つ
あ
り
、
「
来
る
べ
き
」
戦
後
に
お
け
る
仏
独
連
携
を
軸

に
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
を
視
野
に
収
め
て
い
た
点
は
、
フ
ィ
ヒ
テ

や
ル
ナ
ン
と
は
異
な
る
。
こ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
へ
の
フ
ェ
ー
ブ
ル

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
「
パ
リ
解
放
」
直
後
の
、
一
九
四
四
―
四
五
年

度
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
「
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
と
は
何
か
」
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に
お
い
て
一
気
に
前
景
化
す
る
。

　

一
九
九
九
年
に
『
ア
ナ
ー
ル
』
共
同
主
幹
の
M
・
フ
ェ
ロ
ー
が
緒
言
で

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
と
っ
て
の
「
来
る
べ
き
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
と
は
、
ま
さ
に
第
二
次
大
戦
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
」
統
合
と
地
理
的
に
ほ
ぼ
重
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
時
に
か
つ

て
ロ
ー
マ
帝
国
に
含
ま
れ
て
い
た
ア
ナ
ト
リ
ア
、
北
ア
フ
リ
カ
、
レ
ヴ
ァ

ン
ト
な
ど
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
か
ら
除
外
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
歴
史
的

概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
生
き
る
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
が

滅
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
こ
で
の
フ
ェ
ー
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー

マ
帝
国
の
崩
壊
と
イ
ス
ラ
ム
の
征
服
に
と
も
な
う
「
マ
グ
レ
ヴ
の
裏
切
り

行
為
」
に
よ
っ
て
、
北
ア
フ
リ
カ
は
決
定
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
か
ら
離

脱
し
た
の
だ
。

　

ま
た
、
M
・
フ
ェ
ロ
ー
な
ど
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
F
・
ブ
ロ
ー

デ
ル
、
ル
・
ロ
ワ
・
ラ
デ
ュ
リ
ー
、
G
・
デ
ュ
ビ
ー
、
J
・
ル
・
ゴ
フ
、

M
・
ア
ギ
ュ
ロ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
並
び
に
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
と
い
っ
た
、
第

二
世
代
、
第
三
世
代
の
「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派
の
歴
史
家
の
多
く
が
、
「
フ

ラ
ン
ス
」
あ
る
い
は
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
い
う
概
念
の
「
自
明
性
」
を
問

い
直
す
こ
と
な
く
、
「
中
世
」
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
ま
で
の
「
近
世
」

（
と
り
わ
け
地
域
的
に
は
農
村
）
に
研
究
を
集
中
さ
せ
た
こ
と
が
、
「
移
民
」

と
い
う
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
「
抑
圧
」
あ
る
い
は
「
周
縁
化
」
と
連

動
す
る
結
果
を
招
い
た
。

　

「
ア
ナ
ー
ル
学
派
」
の
第
二
、
第
三
世
代
の
研
究
に
お
い
て
、
「
歴
史
人

口
学
」
に
代
表
さ
れ
る
数
量
史
的
な
方
法
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、

「
長
期
」
に
わ
た
る
「
フ
ラ
ン
ス
」
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
自
明

性
を
「
デ
ー
タ
」
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
「
錯
覚
」
効
果
を

加
速
さ
せ
た
。
ノ
ワ
リ
エ
ル
は
「
ア
ナ
ー
ル
学
派
」
の
こ
の
よ
う
な
傾
向

を
「
『
我
ら
が
祖
先
』
す
な
わ
ち
旧
体
制
化
の
農
民
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
」

に
よ
っ
て
、
「
移
民
」
の
「
記
憶
」
を
「
歴
史
」
か
ら
抹
殺
す
る
こ
と
に

加
担
し
て
き
た
、
と
か
な
り
手
厳
し
く
批
判
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

「
歴
史
学
」
が
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
あ
る
以
上
、
「
移
民
の
経
験
」
に
つ
い

て
語
る
た
め
に
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
農
村
史
の
最
良
の
専
門
家
た
ち
が
私
た

ち
に
慣
れ
さ
せ
た
、
農
民
的
な
長
期
持
続
に
固
有
の
無
難
な
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
と
手
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ノ
ワ
リ
エ
ル
は
断
言
す

る
。

　

こ
う
し
た
従
来
の
「
歴
史
学
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
抗
し
、
ノ
ワ
リ
エ
ル

は
「
近
現
代
」
の
「
工
業
化
」
に
お
け
る
「
労
働
力
」
の
在
り
方
に
焦
点

を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
移
民
」
の
「
記
憶
」
を
「
歴
史
」
と
し
て

再
定
位
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
際
、
興
味
深
い
の
は
、
ノ
ワ
リ
エ
ル
が
、

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
モ
デ
ル
と
は
明
確
に
異
な
る
、
十
九
世
紀
以
来
の
「
フ

ラ
ン
ス
」
型
「
工
業
化
」
に
お
け
る
「
労
働
力
」
の
必
要
性
と
関
連
づ
け

て
近
現
代
の
「
移
民
」
現
象
を
分
析
・
叙
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
古
典
的
な
名
と
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ポ

ラ
ン
ニ
ー
、
あ
る
い
は
近
年
で
は
P
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
「
近
代
化
」
に
つ
い
て
の
理
論
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
「
小
土
地
所

有
農
民
の
大
量
没
落
―
大
都
市
へ
の
流
入
」
―
―
つ
ま
り
「
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
」
モ
デ
ル
―
―
と
い
う
か
た
ち
で
は
、
「
近
代
的
工
業
」
に
必
要
と
さ

れ
る
「
労
働
力
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
確
保
さ
れ
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
近
世
以
来
の
傾
向
に
加
え
て
、
一
七
八
九
年
に
始
ま
る
フ
ラ
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ン
ス
革
命
が
、
小
土
地
所
有
農
民
の
立
場
を
決
定
的
に
強
化
し
、
「
大
量

没
落
」
に
よ
る
農
村
人
口
の
都
市
へ
の
人
口
流
入
は
―
―
少
な
く
と
も
十

九
世
紀
中
は
、
ま
た
二
十
世
紀
に
入
っ
て
も
緩
慢
に
し
か
―
―
起
こ
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
近
代
的
工
業
部
門
」
は
、
ま
ず
「
金

属
工
業
」
と
「
機
械
工
業
」
に
お
け
る
二
万
人
程
度
の
イ
ギ
リ
ス
人
技
術

者
か
ら
は
じ
ま
り
、
続
い
て
ベ
ル
ギ
ー
人
、
イ
タ
リ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

人
と
い
っ
た
「
繊
維
産
業
」
、
「
製
鉄
業
」
、
「
化
学
工
業
」
、
「
電
気
化
学
工

業
」
に
従
事
す
る
大
量
の
「
移
民
労
働
力
」
の
流
入
に
よ
っ
て
始
動
す
る

こ
と
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
第
二
次
大
戦
後
の
「
高
度
成
長
」

に
お
け
る
「
基
幹
産
業
」
と
な
っ
た
「
自
動
車
産
業
」
に
お
い
て
は
、
旧

植
民
地
地
域
で
あ
る
マ
グ
レ
ヴ
諸
国
か
ら
数
多
く
の
「
移
民
労
働
者
」
が

導
入
さ
れ
、
一
九
七
四
年
に
は
「
こ
の
分
野
の
労
働
者
の
三
分
の
一
が0

移

民
」
で
あ
っ
た
と
、
本
書
は
記
述
し
て
い
る
。

　

「
鉱
業
」
部
門
に
お
い
て
「
移
民
労
働
力
」
の
果
た
し
た
役
割
も
ま
た

決
定
的
で
あ
り
、
た
と
え
ば
一
九
二
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
は
鉄
鉱
石
生
産

に
関
し
て
ほ
ぼ
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
当
時
の
鉱
山

の
労
働
力
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
「
移
民
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
「
工
業
」
・
「
鉱
業
」
部
門
だ
け
で
は
な
く
、
「
農
業
」
あ
る
い

は
「
漁
業
」
部
門
で
も
「
移
民
労
働
力
」
の
貢
献
は
大
き
か
っ
た
。
プ
ロ

ヴ
ァ
ン
ス
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
、
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
、
ギ
ュ
イ
エ
ン
ヌ
な
ど
の

フ
ラ
ン
ス
南
部
、
南
西
部
に
お
け
る
、
オ
リ
ー
ブ
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
、
あ

る
い
は
ブ
ド
ウ
栽
培
な
ど
の
「
農
業
」
部
門
、
あ
る
い
は
マ
ル
セ
イ
ユ
に

お
け
る
「
漁
業
・
水
産
業
」
部
門
で
は
、
イ
タ
リ
ア
系
労
働
力
の
流
入
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
産
業
」
と
し
て
の
持
続
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
型
「
工
業
化
」
・
「
近
代
化
」
に
お
け
る
「
移
民
労

働
力
」
に
注
目
す
る
、
興
味
深
く
、
ま
た
「
厚
み
」
の
あ
る
記
述
の
数
々

は
、
一
九
八
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
労
働
者
た

ち　

十
九
―
二
十
世
紀
』
の
著
者
で
も
あ
る
ノ
ワ
リ
エ
ル
の
面
目
躍
如
と

い
っ
た
所
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
彼
自
身
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
フ

ラ
ン
ス
に
関
す
る
限
り
、
移
民
現
象
は
工
業
化
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ

い
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
工
業
化
」・「
近
代
化
」
に
お
け
る
必
要
な
「
労
働
力
」
を
「
移

民
」
に
頼
り
な
が
ら
も
、
経
済
の
「
下
降
局
面
」
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
社
会
内
部
で
、
―
―
と
り
わ
け
「
没
落
」
の
危
機
に
直
面
し
た
「
中
産

階
級
」
の
中
で
―
―
、
「
人
種
主
義
」
と
結
び
つ
い
た
「
グ
ゼ
ノ
フ
ォ
ビ

ア　

外
国
人
嫌
悪
」
が
反
復
し
て
せ
り
上
が
っ
て
く
る
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
「
人
種
主
義
」
的
「
グ
ゼ
ノ
フ
ォ
ビ
ア　

外
国
人
嫌

悪
」
の
「
爆
発
」
の
近
現
代
史
に
お
け
る
三
つ
の
波
に
着
目
し
、
「
三
つ

の
危
機
」
と
名
づ
け
て
い
る
。

　

「
三
つ
」
と
は
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
中
心
に
し
た
一
八
八
〇
年
代
、
ヴ
ィ

シ
ー
政
権
成
立
に
先
立
つ
一
九
三
〇
年
代
、
そ
し
て
「
国
民
戦
線 Front 

national

」
の
政
治
的
舞
台
へ
の
登
場
に
象
徴
さ
れ
る
一
九
八
〇
年
代
以

降
「
現
在
」
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
ノ
ワ
リ
エ
ル
本
人
を
は
じ
め
と
し
て
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
「
外
国
人
嫌
悪
」
・
「
人
種
主
義
」
を
批
判
す
る
言

説
・
運
動
は
常
に
存
在
は
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
「
危
機
」
を
収
束
さ

せ
る
こ
と
に
は
、
今
ま
で
の
所

0

0

0

0

0

「
成
功
」
し
た
と
は
―
―
控
え
め
に
表
現
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し
て
も
―
―
言
え
な
い
。

　

こ
の
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
「
現
在
」
ま
で
の
「
危
機
」
の
背
景
に
あ

る
の
が
、
「
通
常
」
の
「
景
気
循
環
」
に
お
け
る
「
下
降
局
面
」
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
「
下
降
局
面
」
を
超
え
た
「
資
本
主
義
」
シ
ス

テ
ム
自
体
の
分
岐
点
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
本
書
は
何
か
し
ら
の
示

唆
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
論
者
の
中
で
も
判
断
が
分
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

評
者
本
人
は
、
一
九
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
の
「
新
自
由
主
義
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
」
の
展
開
、
と
い
う
中
期
的
ス
ケ
ー
ル
の
「
世
界
資
本
主
義
」
の

再
編
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ま
た
二
〇
〇
八
年
の
「
世
界
金
融
危
機
」
以

降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
水
準
に
お
け
る
「
政
治
」
的
「
経
済
」
的
混
乱
、
と

い
っ
た
よ
り
短
期
的
な
「
状
況
」
か
ら
見
て
も
、
後
者
の
見
方
、
つ
ま
り

「
資
本
主
義
」
シ
ス
テ
ム
の
分
岐
点
の
可
能
性
と
い
う
見
方
に
傾
斜
し
て

い
る
。

　

最
後
に
、
き
わ
め
て
刺
激
的
か
つ
重
要
な
問
題
提
起
と
記
述
に
溢
れ
た

本
書
に
対
す
る
わ
ず
か
な
疑
問
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ノ
ワ
リ
エ
ル
は
、
「
移
民
」
と
い
う
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
排
除
・

抑
圧
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
言
説
に
対
置
し
て
、
シ
カ
ゴ
社
会
学
派

以
来
、
「
移
民
」
に
関
し
て
膨
大
な
研
究
蓄
積
の
あ
る
米
国
の
状
況
を
高

く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
対
比
に
関
し
て
は
、
あ
る
範
囲
内
で
は
評
者
も

同
意
す
る
が
、
「
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
で
さ
え
も
、

み
ず
か
ら
の
こ
と
を
『
移
住
者
』
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
」
と
い
う
一

節
に
は
や
は
り
違
和
感
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

　

南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
関
し
て
は
、
「
長
い
十
六
世
紀
」
の
「
近
代
世

界
シ
ス
テ
ム
」
成
立
に
際
し
て
、
「
中
心
」
で
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に

対
す
る
従
属
的
「
周
縁
」
と
し
て
根
本
か
ら
再
編
さ
れ
た
、
と
い
う
基
本

的
前
提
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

軍
事
的
・
「
疫
学
的
」
征
服
と
、
そ
れ
に
伴
う
先
住
者
の
大
量
殺
戮
及

び
徹
底
し
た
政
治
的
抑
圧
、
あ
る
い
は
北
米
に
お
け
る
よ
う
に
―
―
カ
リ

ブ
で
は
文
字
ど
お
り
ほ
ぼ
全
滅
―
―
殲
滅
か
排
除
に
よ
っ
て
再
起
動
し
た

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
人
支
配
社
会
と
し
て
「
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
」
は
「
近

代
史
」
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
―
―
「
ア
メ
リ
カ
大
陸
」
と
い
う

呼
名
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
―
―
先
住
者
で
あ
る
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」

及
び
「
奴
隷
」
と
し
て
大
西
洋
を
運
ば
れ
た
幾
千
万
の
「
黒
人
」
た
ち
を
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
系
移
民
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
、
や
は
り
無
理
が
あ

る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
？

　

こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
移
民
」
の
歴
史
を
分
析
・
叙
述
し

な
が
ら
も
、
旧
植
民
地
地
域
で
あ
る
「
マ
グ
レ
ヴ
」
、
あ
る
い
は
セ
ネ
ガ
ル
、

マ
リ
、
コ
ン
ゴ
な
ど
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
フ
リ
カ
」
か
ら
の
「
移
民
」
の
位

置
づ
け
に
関
し
て
、
「
植
民
地
主
義
」
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
へ
の
配
慮
が

弱
い
―
―
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
―
―
、
ま
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
や
や
「
フ
ラ
ン
ス
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

本
国
）
史
」
の
枠
に
収
斂
す
る
傾
向
が
垣
間
見
え
る
―
―
長
期
に
わ
た
っ

て
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
に
次
ぐ
「
海
外
植
民
地
帝
国
」
で
あ
り
続
け
た

「
フ
ラ
ン
ス
」
史
の
記
述
と
し
て
は
い
く
ら
か
疑
問
が
残
る
―
―
と
い
う

本
書
の
特
徴
と
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
論
点
に
関
し
て
は
、も
ち
ろ
ん
主
流
派
で
あ
る
「
ア
ナ
ー
ル
」

学
派
が
よ
り
敏
感
・
繊
細
な
感
覚
に
基
づ
い
て
「
歴
史
」
を
構
築
し
て
い
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る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
ノ
ワ
リ
エ
ル
が
批
判
す
る
『
フ
ラ
ン
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
』
の
ブ
ロ
ー
デ
ル
で
は
な
く
、
第
二
次
大
戦
中
「
捕
虜
収
容
所
」
内

で
「
記
憶
」
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
地
中
海
』
、
そ
し
て

畢
世
の
大
著
『
物
質
・
経
済
・
資
本
主
義
』
の
ブ
ロ
ー
デ
ル
か
ら
大
西
洋

を
横
断
し
て
I
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
、
G
・
ア
リ
ギ
、
A
・
G
・
フ

ラ
ン
ク
等
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
っ
た
、
―
―
他
な
る
「
ア
ナ
ー
ル
」
学
派

の
可
能
性
と
呼
ん
で
も
い
い
―
―
も
う
一
つ
の
思
考
の
系
譜
と
交
差
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
移
動
」
の
歴
史
学
も
「
一
国
史
」
を
超
え
た
「
世
界
史
」

へ
の
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
評
者
は
考
え
る
の

で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
み
や
け
・
よ
し
お
／
哲
学
・
社
会
思
想
史
）

　

書
評
　

『
イ
ン
デ
ィ
オ
の
気
ま
ぐ
れ
な
魂
』

（
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
、

近
藤
宏
・
里
見
龍
樹
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
五
年
）

崎
山
政
毅

　

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ペ
ッ
ソ
ア
が
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
皇
帝
」
と
呼
ん
だ

十
七
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ヴ
ィ
エ
イ
ラ
は
、
ブ
ラ
ジ

ル
の
先
住
諸
民
族
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
挑
発
的
な
言
辞
を
残
し
て

い
る
。
「
こ
の
土
地
の
民
は
、
全
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
な
か
で
最
も

無
作
法
で
、
最
も
恩
知
ら
ず
で
、
最
も
気
ま
ぐ
れ
で
、
最
も
へ
そ
曲
が
り
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で
、
最
も
教
え
難
き
者
た
ち
だ
」
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
国
民
主
義
＝
進
歩
史
観

の
歴
史
家
ジ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
レ
イ
レ
に
よ
っ
て
、
植
民
者
た
ち
の
性
（
生

殖
）
を
基
礎
と
し
た
「
国
民
形
成
」
の
主
要
素
の
ひ
と
つ
に
数
え
挙
げ
ら

れ
た
先
住
諸
民
族
は
、
で
は
、
い
っ
た
い
何
者
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
存

在
だ
っ
た
の
か
？

　

こ
の
よ
う
な
問
い
を
背
景
に
書
き
始
め
ら
れ
た
本
書
を
構
成
す
る
の
は
、

二
本
の
論
文
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
の
も
の
は
、
現
在
も
な
お
、
国
民
国
家
―
市
民
社
会
と
の
関

係
の
あ
り
よ
う
を
問
わ
れ
続
け
て
い
る
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
ア
マ
ゾ
ン
地
域
に

居
住
す
る
ト
ゥ
ピ
＝

グ
ア
ラ
ニ
ー
系
の
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
人
び
と
と
カ
ト

リ
ッ
ク
・
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
と
の
「
出
会
い
損
な
い
」
を
と
り
あ
つ
か
っ

た
「
十
六
世
紀
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
不
信
仰
の
問
題
」
で
あ
る
。
そ
し
て

第
二
の
も
の
は
、
徹
底
し
て
好
戦
的
で
食
人
習
慣
を
も
っ
て
い
る
「
野
蛮

人
」
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
改
宗
（
＝
食
人
の
放
棄
）
を
め
ぐ
る
、
神
父
た
ち

や
人
類
学
者
の
「
理
解
」
の
仕
方
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
「
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ

は
い
か
に
し
て
戦
争
に
負
け
た
／
戦
争
を
失
っ
た
か
」
で
あ
る
。

　

第
一
論
文
は
、
先
住
民
族
の
種
々
の
イ
メ
ー
ジ
（
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る

「
抵
抗
」
）
の
叙
述
を
導
入
項
と
し
て
い
る
。
「
抵
抗
」
は
好
戦
性
や
食
人

の
保
持
に
表
れ
出
る
。
だ
が
そ
れ
が
「
抵
抗
」
な
ど
で
は
な
く
、
ト
ゥ
ピ

ナ
ン
バ
が
保
持
す
る
自
己
破
壊
的
な
あ
る
種
の
「
宗
教
的
精
神
」
で
あ
り
、

ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
に
と
っ
て
は
宇
宙
論
的
・
存
在
論
的
・
神
学
的
・
人
類
学

的
な
「
信
念
体
系
」
で
あ
っ
た
ら
、ど
う
な
の
か
。
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
は
「
わ

れ
わ
れ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」
と
い
う

熱
意
を
見
せ
な
が
ら
、
福
音
を
す
ぐ
さ
ま
裏
切
る
。
こ
れ
を
ミ
ッ
シ
ョ
ナ

リ
ー
の
徒
輩
は
「
気

イ
ン
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

ま
ぐ
れ
」
と
呼
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
お
こ
な
っ

た
。
そ
の
場
合
の
問
題
は
、
他
者
（
植
民
者
）
に
な
ろ
う
と
切
望
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
当
の
他
者
か
ら
見
る
と
、
訳
の
分
か
ら
な
い

「
信
仰
な
き
信
念
」
の
中
で
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
固
有
の
仕
方
で
自
ら
を
他
者

化
し
よ
う
と
す
る
、
不
従
順
さ
＝
不
信
仰
で
あ
る
。

　

自
己
回
帰
的
で
主
権
的
な
同
一
性
を
他
者
を
《
鏡
》
と
し
て
介
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
受
け
取
る
と
い
う
、
自
己
―

他
者
の
二
項
関
係
に
基
礎
を
置

か
な
い
社
会
（
す
な
わ
ち
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
「
社
会
」
）
で
は
、
西
洋
が
非
―

西
洋
に
望
ん
で
や
ま
な
い
態
度
へ
の
拒
絶
が
、
そ
の
「
不
信
仰
」
の
さ
ま

に
如
実
に
表
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
十
六
世
紀
の
宣
教
師
の
テ
ク
ス
ト
に
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ

る
不
従
順
さ
を
再
構
成
し
た
上
で
、
人
類
学
者
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
の
問
い
が
介
入
す
る
。
不
従
順
な
の
は
、
服
従
が
不
在
で
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
の
か
？   

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
修
道
士
ア
ン
ド
レ
・
テ

ヴ
ェ
が
「
ピ
ン
ダ
ブ
ス
ゥ
」
と
表
記
し
た
、
先
住
民
の
「
社
会
体
」
の
頭

目
―
―
テ
ヴ
ェ
は
「
小
国
の
王
」
と
呼
ん
で
い
る
―
―
は
、
服
従
の
原
理

と
な
る
は
ず
の
全
面
的
包
含
を
、
「
た
っ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
を
除
い
て
」

受
け
容
れ
る
。
そ
の
拒
絶
さ
れ
た
唯
一
の
こ
と
と
は
、
「
敵
に
対
し
て
復

讐
を
し
な
い
」
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
そ
の
他
の
す
べ
て
の
教
え
（
キ
リ

ス
ト
教
）
は
、「
ピ
ン
ダ
ブ
ス
ゥ
」
が
率
い
る
（
？
）「
社
会
体
」
に
と
っ
て
、

大
変
重
要
な
利
便
を
供
与
し
て
く
れ
る
。
こ
の
「
小
国
の
王
」
は
わ
ず
か

二
日
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
す
べ
て
身
に
着
け
て
し
ま
う
才
幹
の
持
ち
主

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
王
」
は
、
復
讐
を
す
る
な
と
神
（
「
ト
ゥ
パ
ン
」

と
「
ピ
ン
ダ
ブ
ス
ゥ
」
は
呼
ぶ
）
に
命
じ
ら
れ
て
も
、
「
い
か
に
そ
れ
に
同
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意
し
う
る
の
か
」
が
分
か
ら
な
い
。
テ
ヴ
ェ
は
さ
ら
に
記
録
を
す
る
。
か

り
に
「
ピ
ン
ダ
ブ
ス
ゥ
」
が
「
何
ら
か
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
で
か
れ
が
同
意

し
た
な
ら
ば
、
彼
は
恥
の
た
め
に
死
の
報
い
を
受
け
て
も
お
か
し
く
な
い

だ
ろ
う
」
と
。
つ
ま
り
、
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
世
界
の
活
動
基
軸
に
あ
る
、

復
讐
の
連
鎖
た
る
戦
争
で
武
勇
を
誇
る
こ
と
は
死
ん
で
も
や
め
な
い
が
、

そ
れ
以
外
は
受
け
容
れ
よ
う
、
と
「
ピ
ン
ダ
ブ
ス
ゥ
」
は
真
剣
に
言
う
の

で
あ
る
。

　

こ
の
記
録
の
内
容
を
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
は
、
次
の

よ
う
に
受
け
と
め
る
。

　

「
こ
の
［
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
］
終
末
論
は
、
ま
さ
し
く
戦
争
に
お
け
る
武

勇
と
復
讐
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
勇
敢
な
者
に
は
楽
園
［
悪

な
き
大
地
］
が
、
臆
病
な
者
に
は
惨
め
な
地
上
で
の
存
在
が
運
命
づ
け
ら

れ
る
。
先
住
民
の
「
小
国
の
王
」
が
、
別
種
の
救
済
論
の
名
に
よ
る
キ
リ

ス
ト
教
的
な
ゆ
す
り
を
拒
絶
し
、
テ
ヴ
ェ
と
、
形
而
上
学
的
な
語
彙
で
は

な
く
倫
理
的
な
語
彙
で
、
定
言
命
法
に
よ
る
率
直
な
断
言
に
よ
っ
て
議
論

し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
な
の
は
、

彼
に
と
っ
て
は
〔
…
〕
復
讐
こ
そ
が
妥
協
し
え
な
い
論
点
で
あ
り
、
そ
れ

と
結
び
付
い
た
食
人
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
三
四
頁
）
。

　

じ
つ
に
興
味
深
い
事
象
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
不
可
視
の
ヴ
ァ
ル

キ
ュ
リ
ュ
ル
が
見
張
り
つ
つ
飛
び
回
る
戦
場
で
、
勇
猛
果
敢
に
戦
い
抜
い

て
斃
れ
た
者
だ
け
が
、
楽
園
た
る
ヴ
ァ
ル
ハ
ラ
に
迎
い
入
れ
ら
れ
る
と
信

じ
た
北
欧
の
荒
く
れ
民
族
を
も
吞
み
込
ん
で
き
た
、
最
終
的
救
済
を
ゆ
す

り
の
タ
ネ
と
す
る
教
義
が
、
ア
マ
ゾ
ン
の
「
小
国
の
王
」
に
よ
っ
て
留
保

付
き
で
拒
絶
さ
れ
、
そ
の
拒
絶
は
頑
固
に
保
た
れ
る
の
だ
。

　

そ
こ
で
再
解
釈
さ
れ
描
か
れ
出
さ
れ
る
の
は
、「
高
貴
な
野
生
人
」
で
も
、

イ
エ
ズ
ス
会
士
ホ
セ
・
デ
・
ア
コ
ス
タ
の
分
類
に
お
け
る
、
獣
と
同
様
の

半
人
間
た
る
「
第
三
級
の
野
蛮
人
」
で
も
な
い
。
こ
の
論
文
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ

イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
は
、
こ
う
結
論
付
け
る
。

　

「
〔
…
〕
白
人
の
よ
う
に
な
る
こ
と
―
―
そ
し
て
白
人
と
い
う
存
在
―
―

は
、
現
地
の
象
徴
性
の
市
場
に
お
い
て
こ
ぞ
っ
て
求
め
ら
れ
る
価
値
で

あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
道
具
は
、
そ
の
明
白
な
有
用
性
を
超
え
て
、

外
部
性
が
も
つ
力
の
記
号
で
あ
り
、
書
か
れ
た
も
の
、
衣
服
、
宣
教
師
の

身
振
り
で
あ
る
儀
式
的
な
お
辞
儀
や
、
彼
ら
が
広
め
る
風
変
わ
り
な
宇
宙

論
と
ま
さ
し
く
同
じ
よ
う
に
、
捉
え
、
取
り
込
み
、
流
通
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
［
戦
争
で
敗
北
し
た
結
果
］

む
さ
ぼ
り
食
わ
れ
た
敵
の
人
格
に
含
ま
れ
て
い
た
諸
価
値
と
ま
さ
し
く
同

じ
よ
う
に
―
―
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
は
、
つ
ね
に
「

消
ソ
シ
エ
ダ
ー
ジ
・
ジ
・
コ
ン
ス
ー
モ

費

社

会
［
＝
食
尽

社
会
］
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
ト
ゥ
ピ
の
人
々
に
お
け
る
、
他

ア
ロ
プ
ラ
ス
テ
ィ
コ

―

塑
的
あ
る
い

は
他ア

ロ
モ
ル
フ
ィ
コ

―

形
的
衝
動
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
疎
外
の
パ
ト
ス

や
〈
主
人
〉
と
〈
奴
隷
〉
の
鏡
像
関
係
か
ら
、
こ
れ
以
上
な
く
隔
た
っ
て

い
る
。
そ
の
衝
動
は
、
一
般
化
さ
れ
た
食
人
の
必
然
的
な
対
応
物
で
あ
る

が
、
西
洋
や
そ
の
他
の
帝
国
主
義
に
固
有
の
、
他
者
を
絶
滅
さ
せ
よ
う
と

す
る
狂
乱
的
な
態
度
と
は
、
根
源
的
に
区
別
さ
れ
る
。
〔
…
〕
他
者
を
取

り
込
む
こ
と
と
は
、
そ
の
他
者
性
を
引
き
受
け
、
身
に
帯
び
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
デ
ィ
オ
ら
し
く
気
ま
ぐ
れ
な
仕
方
で
。
〔
…
〕
」

（
七
一
―
七
二
頁
）
。

　

今
な
お
、
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
人
び
と
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
（
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
な
「
市
民
社
会
」
？
）
の
同
化
と
包
摂
の
圧
力
に
完
全
に
は
呑
み
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込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
国
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
共
有
さ
れ
て
い
る
国
民
国
家
＝
社
会
か
ら
も
隔
た
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
が
、
第
二
論
文
「
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
は
い
か
に
し
て
戦
争

に
負
け
た
／
戦
争
を
失
っ
た
か
」
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
は
、
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
戦
争
捕
虜

と
彼
を
犠
牲
と
し
て
殺
す
者
と
の
儀
礼
的
対
話
が
、「
論
理
的
」
「
食
人
的
」

と
い
う
明
確
に
区
別
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
次
元
で
行
な
わ
れ
た
と
す
る
。
そ

の
さ
い
、
「
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
食

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
ア
・
カ
ニ
バ
ー
ル

人
的
人
間
学
は
、
対

ア
ン
ト
ロ
ポ
フ
ァ
ジ
ー
ア
・
ジ
ア
ロ
ー
ジ
カ

話
的
な
人
肉
食
、

捕
虜
の
処
刑
と
い
う
儀
礼
的
ド
ラ
マ
の
な
か
で
主
役
た
ち
を
対
決
さ
せ
る
、

大
仰
な
言
葉
の
戦
い
に
よ
っ
て
こ
し
ら
え
ら
れ
て
い
た
」（
八
八
―
八
九
頁
）

と
い
う
。
こ
の
対
話
の
記
録
こ
そ
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
（
一

五
八
〇
年
）
中
に
収
め
ら
れ
た
「
食
人
種
に
つ
い
て
」
の
騎
士
道
的
読
解

の
源
泉
で
あ
っ
た
（
八
九
頁
）
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
そ
こ
で
、
殺
す
者
＝

勝
利
者
と
殺
さ
れ
食
さ
れ
る
者
＝
敗
者
の
捕
虜
と
の
対
話
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル

流
の
承
認
を
求
め
る
た
た
か
い
、
す
な
わ
ち
語
り
と
い
う
境
域
内
に
閉
じ

込
め
ら
れ
た
生
死
を
賭
し
た
闘
争
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
と
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
は
言
う
。

　

「
こ
れ
ら
の
対
話
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
言
葉
は
、
論
者
た
ち
が
見
逃
し

て
き
た
あ
る
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間

0

0

に
つ
い
て

で
あ
る
」
（
同
上
、
強
調
は
原
文
）
。

　

捕
虜
を
殺
す
直
前
の
儀
礼
的
対
話
を
要
約
や
自
由
間
接
話
法
で
「
記
録
」

し
た
テ
ク
ス
ト
の
著
述
者
た
ち
は
、
「
捕
虜
は
、
自
分
を
殺
そ
う
と
す
る

者
に
対
し
、
自
分
は
す
で
に
復
讐
を
遂
げ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
う
の
で
あ
る
」
（
九

四
頁
、
強
調
は
原
文
）
。
過
去
時
制
と
未
来
時
制
の
み
を
含
む
語
り
と
し
て
、

こ
の
記
録
は
時
間
に
意
味
―
―
否
定
さ
れ
る
現
在
―
―
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
。

　

だ
が
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
は
、
そ
の
逆
を
強
調
す
る
。

　

「
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
対
話
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
現
在
と
は

正
当
化
の
時
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
復
讐
の
時
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

時
間
を
肯
定
す
る
時
で
あ
る
。
捕
虜
と
殺
し
手
の
間
の
対
話
と
対
決
は
、

戦
士
の
二
つ
の
時
間
相
［
「
論
理
」
と
「
食
人
」
］
を
不
可
分
に
結
び
合
わ
せ

る
。
そ
れ
ら
の
時
間
相
は
互
い
に
聴
き
、
応
答
し
合
い
、
問
い
と
答
え
は

互
換
的
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
過
去
と
未
来
の
関
係
を
可
能

に
し
て
い
る
の
だ
。
殺
そ
う
と
し
て
い
る
者
と
死
の
う
と
し
て
い
る
者
だ

け
が
、
実
際
に
現
在
に
あ
る

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
生
き
て
い
る
」
（
九
五
頁
、
強
調

は
原
文
）
。

　

こ
の
時
間
性
を
め
ぐ
っ
て
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
を
一

躍
有
名
に
し
た
「
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
モ
」
―
―
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
『
意
味
の
論
理
学
』
や
「
生
成
変
化
」
か
ら
着
想
し
た
―
―
の
分
析

叙
述
が
繰
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

「
復
讐
の
複
合
は
、
原
初
的
な
全
体
性
を
回
復
す
る
装
置
、
す
な
わ
ち

生
成
を
否
定
す
る
装
置
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
言
葉
に
よ
る
闘
争
を
通

じ
て
時
間
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
儀
礼
は
大
い
な
る
〈
現

在
〉
を
な
し
て
い
た
」
（
同
上
）
。

　

「
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
に
お
け
る
戦
士
の
復
讐
が
、
こ
の
社
会
の
枢
要
な
価

値
と
し
て
構
成
さ
れ
る
時
に
表
現
し
て
い
た
の
は
、
根
源
的
な
（
存
在
論
的
）

不
完
全
性
、
根
源
的
に
肯
定
的
な
不
完
全
性
で
あ
っ
た
。
一

コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

定
性
と

気イ
ン
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア

ま
ぐ
れ
さ
、
開
放
性
と
頑
固
さ
は
、
単
一
の
真
実
の
二
つ
の
顔
で
あ
っ
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た
。
そ
の
真
実
と
は
す
な
わ
ち
、
他
者
の
絶

イ
ン
ジ
ス
ペ
ン
サ
ビ
リ
ダ
ー
ジ

対
的
必
要
性
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
〈
他
者
〉
な
き
世
界
の
思イ

ン
ペ
ン
サ
ビ
リ
ダ
ー
ジ

考
不
可
能
性
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
」
（
九
九
―
一
〇
〇
頁
、
ル
ビ
は
原
文
、
文
中
（　

）
は
原
文

で
の
訳
者
に
よ
る
補
足
）
。

　

こ
う
し
た
「
古
い
法
」
は
、
植
民
者
に
と
っ
て
忌
む
べ
き
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
ら
先
住
諸
民
族
に
対
す
る
無
慈

悲
な
植
民
者
た
ち
の
戦
争
が
仕
掛
け
ら
れ
、
先
住
諸
民
族
を
打
ち
負
か
し
、

彼
ら
の
社
会
の
生
成
の
枢
軸
た
る
戦
争
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
（
こ
れ
が

lost the w
ar

の
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
）
。

　

最
後
に
残
さ
れ
た
「
野
蛮
」
は
、
食
人
で
あ
る
。
こ
の
西
洋
社
会
に
と
っ

て
の
心
底
か
ら
の
忌
避
は
、
復
讐
＝
戦
争
総
体
か
ら
す
れ
ば
絶
対
に
必
要

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
（
九
九
頁
以
降
）
、
い
く
つ
か
の
社
会
集
団
に
対

し
て
は
総
督
指
揮
下
の
殲
滅
戦
を
も
っ
て
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
習

慣
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
子
供
た
ち
を
親

か
ら
強
制
的
に
引
き
離
し
て
「
文
明
生
活
」
を
教
導
す
る
こ
と
で
、
食
人

習
慣
を
根
絶
せ
し
め
ん
と
し
た
。
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
は

「
ト
ゥ
ピ
ナ
ン
バ
の
子
供
た
ち
を
誘
拐
す
る
と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
戦

略
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
た
研
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」

（
一
三
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
西
洋
覇
権
の
植
民
地
化
で

は
避
け
得
な
か
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
事
態
は
、
白
豪
主

義
下
で
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
子
供
た
ち
、
ス
イ
ス
全
土
で
二
十
世
紀
の
数
十

年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
シ
ン
テ
ィ
＝

ロ
マ
ー
ニ
の
子
供
た
ち
の
強
制

拉
致
・
教
導
、
ア
マ
ゾ
ン
上
流
プ
ト
ゥ
マ
ヨ
河
流
域
で
の
「
ペ
ル
ー
・
ア

マ
ゾ
ン
・
ゴ
ム
会
社
」
に
よ
る
先
住
民
労
働
者
の
子
供
た
ち
の
隔
離
と
同

族
嫌
悪
や
殺
傷
の
「
無
罪
感
覚
」
を
す
り
こ
ん
だ
強
制
的
な
洗
脳
―

共
同

生
活
な
ど
と
並
ん
で
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
思
想
史
と
し
て
も
考
察
さ
れ
る

べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

『
イ
ン
デ
ィ
オ
の
気
ま
ぐ
れ
な
魂
』
は
小
さ
な
本
だ
が
、
新
大
陸
植
民

地
化
の
時
と
場
に
翻
案
さ
れ
た
、
『
チ
ー
ズ
と
う
じ
虫
』
と
言
え
る
（
よ

り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
出
会
い
損
い
」
が
描
か
れ
て
は
い
る
が
）
。
そ
れ
ゆ
え
『
チ
ー

ズ
と
う
じ
虫
』
と
同
様
の
高
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
書
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
人
類
学
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
社
会
思
想
史
・

人
種
主
義
史
・
植
民
地
研
究
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
研
究
な
ど
と
密
接
に
連
関

し
て
い
る
。
訳
者
・
近
藤
宏
の
剴
切
な
解
題
が
、
そ
の
事
実
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
ヴ
ィ
ヴ
ェ
イ
ロ
ス
＝

デ
＝

カ
ス
ト
ロ
の
「
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ズ
モ
」

（
英
語
風
に
言
え
ば
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ズ
ム
）
を
は
じ
め
、
本
書
の
方
法
論

や
解
釈
も
議
論
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
現
在
も
継
続
し
て
い
る
、
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
）
。
社
会
思
想
史
研
究
の
視
点
か
ら
も
、
こ
の
書
に
批

判
的
に
光
を
当
て
て
然
る
べ
き
で
あ
る
、
と
評
者
は
確
信
す
る
。

 

（
さ
き
や
ま
・
ま
さ
き
／
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
思
想
史
、
現
代
資
本
主
義
論
）
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書
評
　

『
世
界
史
の
な
か
の
世
界 

 
―
―
文
明
の
対
話
、
政
治
の
終
焉
、
シ
ス
テ
ム
を
越
え
た
社
会

』

（
汪
暉
著
、
丸
川
哲
史
訳
、
青
土
社
、
二
〇
一
六
年
）

山
下
範
久

　

「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
国
家
で
あ
る
中
国
で
は
、
政
治
的
対
立
の
ス

ペ
ク
ト
ラ
ム
を
表
す
左
と
右
の
意
味
が
独
特
の
ね
じ
れ
を
帯
び
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
市
場
社
会
を
肯
定
す
る
右
派
が
、
自
由
や
人
権
と

い
っ
た
西
欧
的
価
値
に
基
づ
い
て
し
ば
し
ば
政
府
を
批
判
す
る
の
に
対
し

て
、
平
等
を
追
求
す
る
左
派
は
そ
の
よ
う
な
西
欧
的
価
値
の
押
し
付
け
に

批
判
的
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
毛
沢
東
時
代
を
理
想
化
す
る
傾
向
を
帯
び
る
。

中
国
の
文
脈
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
新
右
派
」
、
「
新
左
派
」
と
呼
ば
れ
る
。

今
日
の
日
本
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ベ
ラ
ル
」
―
―
日
本
の
言
論
空

間
に
お
け
る
こ
の
言
葉
の
意
味
価
の
変
化
も
激
し
い
が
―
―
な
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
急
激
な
経
済
発
展
に
と
も
な
う
格
差
の
拡
大
や
共
産
党
幹
部
の

汚
職
な
ど
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
突
き
つ
け
る
新
左
派
に
一
定
の
シ
ン

パ
シ
ー
は
感
じ
て
も
、
そ
の
新
左
派
が
毛
沢
東
を
賛
美
し
、
少
数
民
族
問

題
な
ど
の
「
人
権
イ
シ
ュ
ー
」
に
対
し
て
、
む
し
ろ
権
力
の
立
場
を
擁
護

す
る
か
に
見
え
る
さ
ま
に
接
す
る
と
困
惑
を
隠
せ
な
い
こ
と
が
多
い
。
特

に
今
日
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
て

い
た
先
進
諸
国
に
お
い
て
も
、
排
外
主
義
や
人
種
主
義
を
伴
う
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
が
力
を
増
し
て
い
る
状
況
は
、
「
リ
ベ
ラ
ル
」
の
関
心
を
近
代
市
民

社
会
の
規
範
の
護
持
に
向
け
さ
せ
、
そ
の
延
長
上
で
中
国
の
新
左
派
の
論

理
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
は
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

本
書
の
著
者
の
汪
暉
は
一
般
に
中
国
の
新
左
派
を
代
表
す
る
哲
学
者
と

し
て
、
中
国
国
内
の
み
な
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
参
照
さ
れ
て
い
る
。
日

本
で
も
つ
と
に
紹
介
は
進
ん
で
お
り
、
『
思
想
空
間
と
し
て
の
現
代
中
国
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
、
『
近
代
中
国
思
想
の
生
成
』
（
岩
波
書
店
、
二

〇
一
一
年
）
の
邦
訳
が
あ
る
ほ
か
、
日
本
版
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
『
世

界
史
の
な
か
の
中
国
』
（
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
）
、
『
世
界
史
の
な
か
の
東

ア
ジ
ア
』
（
青
土
社
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
本
書
は
―
―
翻
訳
の
底
本

や
成
り
立
ち
に
つ
い
て
の
は
っ
き
り
し
た
説
明
は
な
い
が
―
―
こ
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
の
系
列
に
連
な
る
作
品
と
し
て
、
二
〇
一
一
～
二
〇
一
五
年
に

書
か
れ
た
汪
暉
の
歴
史
論
・
政
治
論
を
集
め
て
作
ら
れ
た
よ
う
だ
。
編
訳
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者
の
丸
川
哲
史
の
あ
と
が
き
に
は
「
汪
暉
氏
は
…
…
毀
誉
褒
貶
の
渦
中
に

あ
る
人
物
」
で
あ
り
、
「
そ
の
波
は
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
…
…
日
本
の
中

国
関
係
の
書
籍
に
お
い
て
、
同
氏
を
批
判
的
に
捉
え
た
文
章
が
載
っ
た
本

も
既
に
出
版
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
汪
暉
の
受
容
が
、

上
述
の
よ
う
な
中
国
新
左
派
に
対
す
る
批
判
的
な
受
け
止
め
の
文
脈
に
あ

る
こ
と
が
唆
か
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
丸
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
紋

切
型
の
新
左
派
理
解
に
汪
暉
の
議
論
を
押
し
込
め
て
解
釈
す
る
の
は
、
単

に
生
産
的
で
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
根
本
的
に
的
を
外
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

汪
暉
の
議
論
の
力
強
さ
は
、
世
界
史
を
見
る
枠
組
み
そ
の
も
の
を
揺
さ
ぶ

る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
シ
リ
ー
ズ
の
邦
題
に
繰
り
返
し
「
世
界
史
の
な
か
の
～
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
冠
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
所
以
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
日
本
に
も
か
つ
て
日
本
資
本
主
義
論
争
や
「
近
代
の
超
克
」

論
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
非
西
欧
に
お
け
る
近
代
化
は
、
そ
の
経
験
を
い
か

に
概
念
化
す
る
か
を
め
ぐ
る
自
意
識
を
膨
ら
ま
せ
る
。
近
代
の
概
念
が
本

質
的
に
西
欧
の
経
験
の
抽
象
で
あ
る
以
上
、
非
西
欧
の
「
近
代
化
」
は
近

代
概
念
に
収
ま
り
き
ら
な
い
要
素
を
必
ず
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た

要
素
は
、
な
ん
ら
か
の
欠
落
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
種
の

過
剰
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
を
「
近

代
化
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
欠
落
／
過
剰
を
持
つ
経
験
が
収
ま
る

よ
う
に
、
近
代
概
念
自
体
を
更
新
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
の
中
国
の
発
展
も
、
そ
れ
を
「
近
代
化
」
の
尺

度
で
捉
え
る
こ
と
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
そ
う
し
た
近
代
概
念
の
更
新
を

促
す
契
機
と
な
る
。
た
と
え
ば
中
国
型
政
治
制
度
の
西
欧
型
民
主
主
義
に

対
す
る
現
代
的
優
位
を
説
い
たD

aniel A. Bell

のTh e C
hina M

odel

な

ど
は
、
そ
の
素
朴
な
表
れ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

汪
暉
の
世
界
史
論
も
こ
う
し
た
文
脈
の
上
に
あ
っ
て
、
ご
く
フ
ラ
ッ
ト

に
言
え
ば
、
現
代
中
国
か
ら
見
た
世
界
史
の
読
み
替
え
の
試
み
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
西
欧
を
基
準
に
し
た
近
代
を
尺
度
に
中
国
の

後
進
性
を
断
ず
る
議
論
に
汪
暉
が
与
し
な
い
の
は
当
然
と
し
て
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
汪
暉
が
単
純
に
（
西
欧
近
代
と
は
異
な
る
）
中
国
型
の
近
代
が
あ

る
と
か
、
ま
し
て
中
国
文
明
が
西
欧
近
代
を
超
克
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な

主
張
を
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
本
書
に
お
い
て
彼
が

行
お
う
と
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
視
点
を
中
国
に
置
き
な
が
ら
、
西
欧

近
代
と
中
国
文
明
と
が
対
置
で
き
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
な
時
空
の

分
節
化
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
分
節
化
に
よ
っ
て
不
可
視
化

さ
れ
た
も
の
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
西
欧

近
代
は
も
ち
ろ
ん
批
判
さ
れ
相
対
化
さ
れ
る
が
、
中
国
が
そ
の
ま
ま
肯
定

（
あ
る
い
は
否
定
）
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
中
国
」
に
お
い
て

隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
本
書
は
、
す
で
に
『
思
想
空
間
と
し
て
の
現
代
中
国
』
に
そ

の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
「
方
法
と
し
て
の
中
国
」（
溝
口
雄
三
）
の
ア
プ
ロ
ー

チ
―
―
中
国
の
歴
史
に
即
し
て
中
国
の
発
展
を
見
る
こ
と
を
通
じ
て
近
代

の
多
元
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
―
―
を
、
中
国
の
立

場
か
ら
「
中
国
」
そ
の
も
の
を
ひ
ら
く
よ
う
な
か
た
ち
で
、
よ
り
ラ
デ
ィ

カ
ル
に
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
に
は
五
つ
の
講
演
／
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
扱
わ
れ
て
い
る
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素
材
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
理
論
的
主
題
は
大
き
く
「
平
等
」
の
問
題
と

「
歴
史
に
お
け
る
反
復
」
と
い
う
二
つ
の
系
に
括
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
二
つ
の
系
は
い
ず
れ
も
「
シ
ス
テ
ム
を
越
え
る
社
会
」
／

「
社
会
を
越
え
る
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
着
眼
に
発
す
る
。

　

人
間
集
団
に
引
か
れ
る
分
割
線
は
多
元
的
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
社
会

を
同
定
し
て
も
、
そ
の
内
部
に
は
異
質
性
が
孕
ま
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の

社
会
へ
の
統
合
よ
り
も
強
く
、
外
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
契
機

が
生
じ
る
。
で
は
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
こ
そ
が
基
層
的
な
実
体
な

の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
逆
に
内
部
に
異
質
性
を
孕
ん
だ
諸
社
会
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
社
会
は
つ
ね
に
「
社
会
を
越

え
る
シ
ス
テ
ム
」
に
横
断
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ス
テ
ム
も
本
来
「
シ
ス
テ

ム
を
越
え
る
社
会
」を
条
件
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
社
会
の
共
同
性
は
画
一

性
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
画
一
性
に
お
い
て
社
会
の
共
同
性

を
実
質
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
社
会
を
破
壊
す
る
と
汪
暉
は
指
摘
す
る
。

　

こ
の
着
眼
は
、
歴
史
を
交
通
空
間
―
―
異
質
性
が
出
会
う
場
所
―
―
か

ら
見
る
視
角
へ
と
人
を
誘
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
た
近
代
の
歴
史
に
お

い
て
交
通
空
間
と
い
え
ば
海
で
あ
っ
た
。
海
を
特
権
的
な
交
通
空
間
と
み

な
す
歴
史
観
は
、
陸
を
画
一
的
な
国
民
国
家
で
塗
り
つ
ぶ
す
発
想
と
表
裏

一
体
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
汪
暉
は
第
一
章
で
清
末
の
思
想
家
龔
自
珍

を
取
り
上
げ
、
（
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
を
裏
返
し
に
想
起

さ
せ
る
よ
う
な
手
つ
き
で
）
陸
の
交
通
空
間
か
ら
の
海
の
交
通
空
間
を
相
対

化
し
つ
つ
包
摂
す
る
視
点
の
可
能
性
を
提
起
し
、
「
シ
ス
テ
ム
を
越
え
る

社
会
」
／
「
社
会
を
越
え
る
シ
ス
テ
ム
」
の
着
眼
が
世
界
史
の
見
方
を
ど

う
変
え
る
か
、
そ
し
て
海
の
交
通
空
間
の
延
長
に
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
ど
う
想
像
す
る
か
を
例
示
し
て
見
せ
る
。

　

つ
づ
く
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
こ
の
「
シ
ス
テ
ム
を
越
え
る
社
会
」

／
「
社
会
を
越
え
る
シ
ス
テ
ム
」
の
着
眼
か
ら
派
生
す
る
一
方
の
主
題
系
、

す
な
わ
ち
平
等
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
汪
暉
は
、
ま
ず
第
二
章
で
既
存
の

平
等
論
―
―
再
分
配
的
正
義
を
説
く
も
の
で
あ
れ
、
機
会
の
平
等
を
説
く

も
の
で
あ
れ
―
―
の
ほ
と
ん
ど
が
、
人
間
の
あ
い
だ
の
平
等
を
し
か
考
え

て
い
な
い
と
指
摘
し
、
清
末
民
初
の
思
想
家
・
革
命
家
で
あ
る
章
太
炎
（
章

炳
麟
）
の
「
斉
物
平
等
」
の
概
念
を
引
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
の
平
等
を

説
く
。
汪
暉
は
驚
く
ほ
ど
直
截
に
、
人
間
と
非
人
間
（
＝
モ
ノ
）
の
分
割

を
私
的
所
有
制
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
お
り
、
人
間
と
モ
ノ
の
存
在
論

的
非
対
称
性
を
明
示
的
に
せ
よ
黙
示
的
に
せ
よ
前
提
と
し
た
「
平
等
」
は
、

所
詮
人
間
と
い
う
同
質
性
の
な
か
の
平
等
で
し
か
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
斉
物
平
等
」
と
は
、
人
間
と
非
人
間
の
区
別
の
な
い
と
こ
ろ
、

所
有
す
る
も
の
と
所
有
さ
れ
る
も
の
の
非
対
称
性
を
脱
し
た
と
こ
ろ
で
の
、

異
質
な
も
の
、
多
元
的
な
も
の
の
あ
い
だ
の
平
等
と
い
う
理
念
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

　

第
三
章
で
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
「
階
級
政
治
の
衰
微
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
。
汪
暉
は
そ
こ
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
で
の
中
国
の
経
済

発
展
が
、
二
種
類
の
「
プ
ア
」
集
団
を
生
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
。
ひ
と

つ
は
い
わ
ゆ
る
「
農
民
工
」
（
彼
は
「
ニ
ュ
ー
ワ
ー
カ
ー
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
Z
・
バ
ウ
マ
ン
を
引
き
つ
つ
彼
が
「
ニ
ュ
ー
プ
ア
」
と
呼

ぶ
、
過
剰
な
選
択
肢
（
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
自
己
責
任
）
に
さ
ら
さ
れ
て

尊
厳
を
損
な
わ
れ
て
い
る
都
市
の
中
・
下
層
消
費
者
で
あ
る
。
汪
暉
は
、

こ
の
二
つ
の
「
プ
ア
」
集
団
の
間
に
連
帯
の
契
機
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
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そ
れ
が
階
級
政
治
を
封
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
だ
が
「
斉
物
平
等
」

の
観
点
に
た
つ
と
き
、
こ
の
二
つ
の
集
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
で
、

ど
ち
ら
も
「
モ
ノ
に
さ
れ
た
人
間
」
と
し
て
共
通
の
声
を
上
げ
る
べ
き
存

在
で
あ
る
。
い
わ
ば
平
等
概
念
の
貧
困
が
階
級
政
治
へ
の
回
路
を
閉
ざ
し

て
い
る
の
だ
。
こ
こ
か
ら
汪
暉
は
、
私
的
所
有
の
揚
棄
を
通
じ
た
多
元
性

の
承
認
を
求
め
る
闘
争
と
し
て
、
階
級
政
治
を
「
再
形
成
」
し
よ
う
と
す
る
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
「
再0

形
成
」
と
い
う
課
題
と
も
共
鳴
し
つ
つ
、
本
書

の
の
こ
る
二
つ
の
章
は
、
「
シ
ス
テ
ム
を
越
え
る
社
会
」
／
「
社
会
を
越

え
る
シ
ス
テ
ム
」
の
着
眼
か
ら
派
生
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
系
、
す
な

わ
ち
歴
史
に
お
け
る
反
復
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
内
に
多
元
的
で
、
外

に
多
孔
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
社
会
を
捉
え
る
こ
と
は
、
言
い
方

を
変
え
れ
ば
、
痕
跡
に
お
い
て
歴
史
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
は
、
特
定
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
同
一
性
を
固
定
化
す
る
よ

う
な
か
た
ち
で
過
去
と
現
在
を
結
ぶ
。
し
か
し
現
実
の
国
民
国
家
は
多
元

性
に
横
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
元
性
こ
そ
が
歴
史
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
歴
史
の
痕
跡
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
、
固
定
化
さ
れ
た
現
在
を

未
来
に
む
か
っ
て
拓
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ネ
イ
シ
ョ
ン
に
か
ぎ
ら
ず
、
共
産
党
で
も
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
で
も
、
歴
史

の
痕
跡
を
消
去
し
、
歴
史
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
力
の
磁
場
は
そ
こ
こ

こ
に
あ
る
。
汪
暉
は
、
そ
の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
た
歴
史
、
繰
り
返
し
同

一
性
が
確
認
さ
れ
る
歴
史
を
「
記
念
碑
の
歴
史
」
と
呼
ん
で
忌
避
し
つ
つ
、

「
等
価
物
で
は
評
価
で
き
な
い
も
の
」
を
掘
り
当
て
る
こ
と
で
、
「
被
抑
圧

者
の
回
帰
を
通
じ
た
未
来
の
創
造
」
は
可
能
に
な
る
と
説
く
。
南
ア
ジ
ア

に
お
け
る
毛
沢
東
主
義
を
素
材
と
す
る
第
四
章
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
様
々

な
レ
ベ
ル
で
グ
ロ
ー
バ
ル
に
刻
ま
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
歴
史
の
痕
跡
を

汪
暉
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
邂
逅
の
旅
路
に
映
し
出
す
第
五
章
は
、
「
記
念

碑
の
歴
史
」
を
迂
回
し
よ
う
と
す
る
汪
暉
の
実
践
の
一
部
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

第
五
章
の
末
尾
に
、
汪
暉
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
引
い
て
、
反
復
を
循
環
か

ら
区
別
し
、
反
復
の
な
か
の
非
反
復
性
、
す
な
わ
ち
現
象
の
相
似
性
が
隠

す
事
件
の
独
自
性
へ
の
洞
察
こ
そ
が
未
来
を
創
る
と
強
調
し
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
「
記
念
碑
」
が
押
し
付
け
る
受
動
的
な
記
憶
を
、
能

動
的
な
忘
却
に
転
換
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

本
評
の
冒
頭
に
立
ち
返
れ
ば
、
「
近
代
化
」
こ
そ
循
環
の
相
で
捉
え
ら

れ
た
「
歴
史
」
の
最
た
る
も
の
、
最
大
の
「
記
念
碑
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

非
西
欧
の
諸
近
代
の
固
有
性
は
―
―
突
き
詰
め
れ
ば
西
欧
に
お
け
る
近
代

化
の
固
有
性
も
―
―
過
剰
や
欠
落
と
し
て
し
か
表
象
さ
れ
な
い
抑
圧
の
も

と
に
あ
る
。
汪
暉
を
新
左
派
の
ラ
ベ
ル
に
押
し
込
め
る
理
解
の
な
か
で
は
、

二
十
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
の
重
心
を
東
方
に
ず
ら
し
て
語
り
、
毛
沢

東
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
リ
テ
ィ
を
説
き
、
龔
自
珍
や
章
太
炎
を
召
喚
し
て
西

欧
近
代
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
示
唆
す
る
汪
暉
の
行
論
は
、
「
す
べ
て
が

中
国
に
あ
る
（
あ
っ
た
）
」
と
言
い
立
て
、
西
欧
に
替
え
て
中
国
を
基
準

と
し
た
普
遍
性
を
主
張
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な

読
み
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
た
一
つ
別
の
「
記
念
碑
」
を
打
ち
立

て
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
彼
の
主
張
は
む
し
ろ
「
中
国
」
が
抑
圧
す

る
そ
れ
自
身
の
多
元
性
や
多
孔
性
を
、
循
環
的
な
近
代
化
の
反
復
か
ら
救

い
出
す
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
歴
史

を
未
来
へ
と
接
続
す
る
こ
と
、
未
来
を
拓
く
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
の

意
味
で
あ
ろ
う
。 

（
や
ま
し
た
・
の
り
ひ
さ
／
歴
史
社
会
学
）
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二
〇
一
六
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
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【
著
書
】

青
木
孝
平
『
「
他
者
」
の
倫
理
学
―
―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
親
鸞
、
そ
し
て
宇
野
弘
蔵

を
読
む
』
社
会
評
論
社

荒
井
智
行
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済
学
の
再
生
―
―
デ
ュ
ガ
ル
ド
・
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
の
経
済
思
想
』
昭
和
堂

植
村
邦
彦
『
ロ
ー
ザ
の
子
供
た
ち
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
の
不
可
能
性
―
―
世
界

シ
ス
テ
ム
の
思
想
史
』
平
凡
社

梅
森
直
之
『
初
期
社
会
主
義
の
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

形
学
―
―
大
杉
栄
と
そ
の
時
代
』
有
志
舎

大
黒
弘
慈
『
マ
ル
ク
ス
と
贋
金
づ
く
り
た
ち
―
―
貨
幣
の
価
値
を
変
え
よ
〈
理
論

篇
〉
』
岩
波
書
店

太
田
仁
樹
『
論
戦 

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
史
研
究
』
御
茶
の
水
書
房

大
津
真
作
『
異
端
思
想
の
5 

0 

0
年
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

川
合
大
輔
『
土
田
杏
村
の
思
想
と
人
文
科
学
―
―
一
九
一
〇
年
代
日
本
思
想
史
研

究
』
晃
洋
書
房

倉
島
隆
『
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
制
度
』
時
潮
社

倉
田
稔
『
ア
ジ
ア
紀
行
』
小
樽
社
会
史
国
際
研
究
所

小
島
秀
信
『
伝
統
主
義
と
文
明
社
会
―
―
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
政
治
経
済
哲

学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

佐
藤
嘉
幸
・
田
口
卓
臣
『
脱
原
発
の
哲
学
』
人
文
書
院

杉
田
聡
『
福
沢
諭
吉
と
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
花
伝
社

平
子
友
長
・
橋
本
直
人
・
佐
山
圭
二
ほ
か
『
危
機
に
対
峙
す
る
思
考
』
梓
出
版
社

平
子
友
長
ほ
か
『
資
本
主
義
を
超
え
る
マ
ル
ク
ス
理
論
入
門
』
大
月
書
店

高
草
木
光
一
『
岡
村
昭
彦
と
死
の
思
想
―
―
「
い
の
ち
」
を
語
り
継
ぐ
場
と
し
て

の
ホ
ス
ピ
ス
』
岩
波
書
店

高
草
木
光
一
『
ベ
平
連
と
市
民
運
動
の
現い

ま在
―
―
吉
川
勇
一
が
遺
し
た
も
の
』
花

伝
社

高
橋
義
彦
『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
と
危
機
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
―
―
世
紀
末
・
世
界

大
戦
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版

竹

永

進 Susum
u Takenaga (ed., tra.), Tokuzo Fukuda, H

ajim
e K

aw
akam

i, 

Shinzo K
oizum
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Th e Public Sphere for Religions Jumping over the Boundaries: 
On Charles Taylor’s Secularism

Ikuo TSUBOKO

　　Recent debates over the conception of “secularism” have received wide 
attention among various academic disciplines, including philosophy, sociology, 
political science, and studies of religion. In this article, we take a look into a 
redefinition of secularism offered by Charles Taylor, who is one of the insightful 
critics of this problematic concept.
　　Examining the arguments which are gathered in the volume titled Power of 

Religion in the Public Sphere, we try to illuminate two features of the secularism 

redefi ned by Taylor. First, his conception of secularism itself can well be understood 
in terms of the Catholic religiosity, which defines Taylor’s own moral-spiritual 
source. Second, his religiously motivated secularism, however, does not show 
narrowness or exclusiveness to non-Catholic others. Taylor insists that secularist 
societies should refrain from treating religion as a special problem. While this claim 
would be rooted in the Christian faith as his deepest motivation, it also incorporates 
a certain logic of universalization, which enables Taylor himself to transcend his 
own particularity. At the conclusion of this article, we articulate how the public and 
the religious are interwoven in Taylor’s discourse on secularism.

Keywords: Public Religion, Secularism, Catholicism
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Reconstructive Critique as the Methodology of Critical Th eory: 
Th eoretical Framework in Habermas’s Social Th eory

Hiroki NARITA

Th is article demonstrates that “reconstructive critique” is the consistent framework 
and the methodology of Habermas’s social theory. Reconstruction in reconstructive 
critique, on the one hand, distills from the perspective of participants normalcy 
conditions of participants’ praxis, and that conditions become criteria of critique. 
Critique, on the other hand, from the perspective of theoretician analyzes social 
pathologies that distort the praxis. By using the “immanent” criteria, critique 
eff ectively exposes the pathologies to the participants. Examining his three major 
works, “Knowledge and Human Interests,” “Th e Th eory of Communicative Action” 
and “Between Facts and Norms”, I elucidate that the unseparable division of labor 
between reconstruction and critique constitutes the framework of the three works. 
Previous researches often discuss “linguistic turn” in the 1970’s and interpret the 
turn as withdrawing critique from the components of his social theory. And they 
argue that by presenting abstract democracy theory, BFN retreat from “Critical” 
social theory. Against them, by showing reconstructive critique as the framework of 
Habermas’s critical social theory, this article interprets the turn as refinement of 
reconstructive critique and demonstrates the method of critique not only in KHI, 
but also in TCA and BFN.

Keywords:  Jürgen Habermas, Critical Theory, reconstructive critique, the 
methodology of critical theory
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Realism for Social-Democratic Reform: Th e Political Th eories of 
Keiichi Matsushita and Younosuke Nagai Concerning Mass Society

Kenta ONODERA

　　Th e purpose of this article is to illustrate some key features of Japanese postwar 
political thought, with special focus on two political scholars’ ideas from the 
perspective of theories of mass society—those of Keiichi Matsushita (1929 − 2015) 
and Younosuke Nagai (1924 − 2008).
　　First, I examine the general characteristics of theories of mass society. These 
theories emphasized some aspects of “mass society” compared to modern “civil 
society.” In these theories, autonomy was the keyword, of which there were two 
types. One emphasized that political autonomy in mass society were deteriorated by 
national inclusion of intermediate spheres such as labor unions; the other argued 
that people in mass society were subordinate to the intermediate spheres’ norms.
　　Keiichi Matsushita used theories of mass society to illustrate its positive and 
negative eff ects upon political autonomy. Importantly, he noted the signifi cance of 
not only independence from nation but also obtaining social welfare through 
reforming labor movements.
　　Younosuke Nagai, on the other hand, dealt with political consciousness in mass 
society. He determined that political consciousness was a signifi cant factor in the 
politics of mass society. Based on Nagai’s idea, it can be concluded that the 
changing political consciousness is benefi cial for social minorities.
　　This article analyzes the critical outcomes of the political thoughts of 
Matsushita and Nagai via theories of mass society, emphasizing the necessities of 
social democracy (by Matsushita) and political realism (by Nagai). I conclude that 
we can unite their political thoughts and interpret them as realistic thinking for the 
political reform in social democracy in the present age.

Keywords:  the theories of mass society, the theories of civil society, Japanese postwar 
politics
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Th e Dilemma and the Struggle of the 20th Century Intellectuals: 
Th e Case of H. Laski

Akai OHI

　　Intellectuals in the 20th century had shared one dilemma: while they were 
passively produced in the educational system established by the ruling class, once 
they obtained their intellectual resources, they also began to critically scrutinize the 
asymmetrical educational structure and use their intelligence for the sake of the least 
advantaged people. In this sense, the social and political commitments of the 
representative intellectuals in the 20th century can be seen as their struggles to 
overcome this contradiction in their own contexts.
　　Th is paper focuses on the British political thinker Harold Laski (1893-1950) 
and argues that Laski tried to solve this dilemma by (1) strenuously scrutinizing the 
academic institution and its ‘impartiality’, (2) getting access with the working class 
movement, (3) representing the unprivileged and the forgotten people, and (4) 
trying to nurture the intellectuals within the working class people themselves.
　　Th rough these considerations, this paper concludes that the role of the ‘public 
intellectuals’ in the 20th century was not only to recognize their contemporary 
society but also to show the hope for the alternatives.

Keywords: Intellectual, A. Gramsci, J. P. Sartre
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Ideological Confl ict over the Development of “Économie Sociale” 
in the Early French Th ird Republic: 

Focusing on the Arguments of Gide, Mabilleau, and Bourgeois

Kazumu NOZUE

　　This paper aims to display the kind of problems the French Third Republic 
faced over the establishment of “économie sociale” (social economy), by exploring the 
conflict between “republican solidarisme” (L. Bourgeois, L. Mabilleau) and 
“coopératisme” (C. Gide).

　　Several researchers have attempted to extract the conceptual framework of 
“économie sociale” from the history of social thought. Although their studies assist us 

in classifying various ideological currents based on whether or not they played a key 
role in organizing “économie sociale,” the competitive relationship between those 
currents classified as “économie sociale” organizers has not been investigated 
suffi  ciently.
　　Furthermore, in the early 20th century, the attempt to reach a consensus on 
“économie sociale” generated a philosophical conflict, continuing the institutional 

rupture between cooperative society and mutual aid associations. Both “republican 

solidarisme” and “coopératisme” placed a high value on private initiatives or 

associations, as they were considered effective in improving existing solutions to 
social problems. However, a confl ict of opinion on liberty and duty arose between 
the two ideological currents. Th e former considered the mutual aid association as a 
new avenue for citizens to fulfi ll social duty, requiring governmental intervention 
for reinforcing public-private sector partnerships. However, according to the latter, 
the application of “republican solidarisme” to social reform might endanger the 
principle of modern solidarity that was based on private initiative or association.

Keywords: social economy, association, solidarisme, coopératisme.
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A Transatlantic Resonance: 
Th e Th eories of Multicultural Symbiosis of Alfred Zimmern and 

Horace Kallen

Tomohito BAJI

　　Between the late nineteenth and early twentieth centuries, the Atlantic 
countries were characterized by a number of remarkable congruities in the discourse 
of political thought. This essay examines one such transatlantic congruence, 
focusing on two parallel schemes for multinational coexistence devised by Alfred 
Zimmern (1879-1957), a notable British international thinker on the one hand, 
and an American cultural pluralist Horace Kallen (1882-1974) on the other. In 
analysing their resonating schemes, the essay advances three main arguments. First, 
Zimmern and Kallen both crafted a theory of multinational and multicultural 
symbiosis under the infl uence of the leading cultural Zionist Ahad Ha’am. Second, 
the dense intellectual communication between Zimmern and Kallen across the 
Atlantic helped these two thinkers formulate their similar projects of multicultural 
symbiosis. Finally, the two thinkers proposed such projects as an ideal for 
reorganizing their respective political communities: the British Empire for one, and 
American civil society for the other. The essay concludes that Zimmern’s and 
Kallen’s schemes of multicultural symbiosis prefigured contemporary liberal 
multiculturalism, albeit with a marked diff erence. Unlike contemporary theories, 
they were both characterized by an organic integration of nationalism and 
internationalism.

Keywords:  transatlanticism, multicultural symbiosis, cultural Zionism, Alfred 
Zimmern, Horace Kallen
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Market and Its Outside World
––Nature and Peasant Powers––

Tomonaga TAIRAKO

　　In this paper, the author consider the capitalist market from the Marxian idea 
on the market as an economic system capable to gratuitously take advantage of 
natural and cultural potentialities existing outside the market for the sake of profi t 
maximization. According to Marx, profi t maximization not only derives from the 
exploitation of surplus-labor from workers but also from the gratuitous use of 
nature. What characterizes “productive powers of capital” consists in its power to 
transform natural resources and laws existing outside the market into productive 
factors that make continuous technological revolution possible. Such natural power 
is called “gratis natural power of capital” by Marx. By this concept, Marx tries to 
explain that the market is not a closed self-regulating economic system but an open 
one that depends upon various possibilities to make gratuitous use of external 
economic potentialities.
　　Th e idea on “gratis natural power of capital” is applicable not only to natural 
environment but also to cultural and historical conditions that coexist with the 
market. In this context, the author considers Marx’s idea on peasants and their 
mode of production in terms of their historical contribution to capitalist formation 
and development. Th e author tries to demonstrate that Marx well understood the 
indispensable role of peasants in the historical formation of capitalist system.
　　Finally, the author tries to explain the incredibly rapid economic development 
of Chinese Republics in the recent forty years by applying Marx’s ideas on peasants 
and their inexhaustible potentialities.
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manageability (or regulability) of market is a mere daydream, and we will never 
manage, regulate, or control the runaway market, other than try and explore an 
entirely new alternative to abolish Global Capitalism.
　　Reaching 150th anniversary of the fi rst edition of Das Kapital (Band I), we need 
carefully, minutely but daringly discuss the contemporary phase of Capital and 
Market.
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Th e Impossible regulability (manageability) of Global 
Financialized Market: 

Th e Error of “Cognitive Capitalism” Th eory

Masaki SAKIYAMA

　　My brief paper does not aim to respond directly to Prof. Yamada’s presentation. 
The paper, however, criticizes Franco-Italian “Cognitive Capitalism”, which is 
sharing a strange conception of ‘(Post-) Fordism’ with French Régulation School, 
that at last has come up with the denial of Marxian Wertsubstanz (Cf. Orléan, André, 
L’empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Seuil, 2011).

　　Simulteneously, my paper criticizes a tendency which has ignored Marxian 
concept of das fi ktiv Kapital, e.g. moneyed (monied) Capital posed in Marx’s 1863-65 

Manuskripte titled ‘Das zinstragende Kapital’, and which has stressed ‘Knowledge- 

Cognition-Linguistic’ bias.
　Focusing on my paper, the essential points against “Cognitive Capitalism” are as 
follows: ① Th e authors of “Cognitive Capitalism” arbitrarily pick up parts of Marx’s 
descriptions in Gruntrisse, Resultate des unmittelbaren Produktionsprocesses and Das 

Kapital Band I (Engels’s edition). Th en their ‘theory’ is an embarassing, awkward, 

and chimerical ‘patch’ swelled out of ‘Marx-like terms’. ② Their claim of the 
‘dialectical pair’, e.g., ‘material Labor – immaterial labor’, is never dialectical 

because the ‘pair’ can not really be posed.
　　The authors of “Cognitive Capitalism”, as well as the theorocrats of the 
“Régulation” school, believe in the mana-geability (or, regulability) of European 

fi nancialized market (not the global one). Th eir belief, however, can not be realized 
under the domination of accelerating global movements of Fictitious Capital. Th e 
reason is: today’s dominant situation of market is nothing other than a series of 
financial trading events within nano-seconds, and tends to sweep human 
interactions, using machine trading and the High Frequency Trading - 
computational program. In other words, the idea of human-centralized 
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How to Coordinate the Market Economy?

Toshio YAMADA

　　As a term that indicates the modern socio-economy, the word “market 
economy,” in place of “capitalism,” became widespread from the 1990s. While 
“market economy” depicts modern economy as a horizontal relationship among free 

and equal members, “capitalism” besides implies a vertical relationship especially 
between capital and labor. Even when we use here the word “market economy,” we 
refer to “capitalism.”
　　How to coordinate/regulate the market economy? Th is is the central question 
of the French Régulation School. This school, succeeding Marx’s historical, and 
Keynes’ institutional points of view, approaches the market economy from an 
analytical angle of “social regulation of capitalism.” Th is is of course a critique to 
the auto-regulating view of market by neoclassicals.
　　Th e question of social coordination/regulation of capitalism also constituted an 
original subject of the Japanese thought of civil society, represented by Yoshihiko 
Uchida. Th e development of capitalism does not necessarily realize a penetration of 
the law of value for the labor-force as a commodity. Th at is, one cannot expect the 
civil-socialization of the wage-labor nexus on the so-called logic of market alone. 
After grappling with Kazuo Okochi’s social policy theory, Uchida opened up a 
viewpoint that a normal development of market requires an institutionalization and 
coordination/regulation from the side of “society.”
　　From these reflections, we can point out two principles that consist in the 
modern socio-economy: market principle and society principle. The two are 
conflicting and also complementary. A particular market economy is formed by 
their concrete combinations, and this is why there were/are so many varieties of 
market economy in the history and in the contemporary world.
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Governing for market, governing against market

Sonoe OMODA

　　This paper examines how governmentality has changed in the past decade. 
Since the 1980s, we have experienced the hegemony of economic liberalism (or 
neo-liberalism) and the spread of globalization. But at the beginning of 21st century, 
and especially over the past 10 years, politicians’ way of discussing these issues has 
changed and supporters of a kind of anti-globalism or skepticism of free market 
society have considerably increased.
　　Th ere are several arguments for the support of market mechanisms and market 
society. Among them, I examine the concepts of ‘trickle-down’ theory, ‘limited 
government’ and ‘doux commerce.’ Th ese ideas are becoming more and more dubious 
and the distrust of the global market system has given birth to a big wave of new 
political movements (both conservative and liberal). I show that this kind of distrust 
has a long history and even at the birth of market theory, judicious thinkers like 
Jean-Jacques Rousseau radically criticized market-oriented society. 
　　To understand and evaluate new political trends more concretely, it is useful to 
consider Michel Foucault’s idea of governmentality and Karl Polanyi’s scheme of 
market versus society. Recent political demands can be seen as a revolt against 
market-oriented governmentality and a refl ection of the serious need to create a new 
governmentality that can regulate and moderate the severe eff ects of global market 
forces. 
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ル
で
添
付
す
る
こ
と
。

（
1
）
編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番

号
、E-m

ail

ア
ド
レ
ス
、
執
筆
者
名
の
読
み
（
ひ
ら
が
な
）
、
執
筆

者
の
専
門
領
域
（
な
る
べ
く
簡
潔
に
）
を
明
記
す
る
。

（
2
）
英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
二
〇

〇
語
程
度
の
抄
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
別
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら

五
を
付
す
。

六
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。

七
、
論
文
の
採
否
は
、
公
募
論
文
審
査
規
程
に
基
づ
き
、
編
集
委
員
会
が
決
定
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を
除
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い

る
が
、
部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や
編
集

委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

B
の
下
：
論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
編
集
委
員
会
の

指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に

す
る
。

C
：
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
2
）
（
査
読
）
査
読
者
は
、
審
査
論
文
を
四
段
階
で
評
価
し
、
査
読
報

告
を
学
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。

（
3
）
（
編
集
委
員
会
の
審
査
）
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
の
査
読
報
告

に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
論
文
を
審
査
し
て
、
合
議
に
よ
っ
て
四
段
階

で
評
価
を
確
定
す
る
。
査
読
者
の
い
ず
れ
か
が
C
評
価
を
下
し
た
論

文
は
、
審
査
に
お
い
て
原
則
と
し
て
不
採
用
と
す
る
。
編
集
委
員
会

は
、
審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

四
、
審
査
結
果
通
知
と
再
審
査

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
結
果
を
通
知
す
る
際
、
査
読
者

の
名
を
伏
せ
た
査
読
報
告
を
付
し
て
、
審
査
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

程

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
に
査
読
を
委
嘱
し
、
論
文
の
内

容
・
構
成
・
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に
書
き
直
し
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
査
読
者
の
委
嘱

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
一

篇
に
つ
き
複
数
名
の
査
読
者
を
選
任
し
て
、
査
読
を
委
嘱
す
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な

い
よ
う
、
慎
重
に
配
慮
す
る
。

（
2
）
査
読
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
間
お
よ

び
査
読
者
相
互
間
は
匿
名
と
し
、
査
読
者
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事

後
に
も
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
1
）
（
評
価
区
分
）
審
査
過
程
に
お
い
て
、
査
読
者
や
編
集
委
員
会
は

そ
れ
ぞ
れ
、
論
文
を
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
四
段
階
に
区
別

し
て
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

A
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報

掲
載
に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
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る
。

（
2
）
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
投
稿
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
論
文

を
書
き
直
し
て
再
提
出
し
、
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
は
、
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
箇
所
の
他
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
編
集
委
員
会
は
、
再
提
出
さ
れ
た
論
文
を
審
査
報
告
に
照
ら
し
て

再
審
査
し
、
論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
再

審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

五
、
個
人
情
報
の
保
護

査
読
者
、
編
集
委
員
会
、
学
会
事
務
局
、
幹
事
会
は
、
公
募
論
文
の
審
査

過
程
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
。
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執 

筆 

要 

領

■
表
　

記

1　

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

2　

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

（
例
）　

故
に
→
ゆ
え
に　

所
謂
→
い
わ
ゆ
る　

然
る
に
→
し
か
る
に

　

等

3　

引
用
文
は
「　
　

」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『　
　

』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
一
字
下
げ
と
し
、
括
弧
は
用
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
行
目

は
さ
ら
に
一
字
下
げ
と
す
る
。

4　

数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

［
1
］
一
般
の
数
（
基
数
詞
の
類
）
に
つ
い
て
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
入
れ
ず
四

桁
目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入

れ
る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

（
例
）　

一
億
八
三
六
万
二
〇
〇
〇
円　
　

二
四
万
二
六
三
人

［
2
］
千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位

語
を
使
用
。

（
例
）　

六
千
万
年　

六
百
年

［
3
］
暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ

を
使
用
し
な
い
。

（
例
）　

一
九
六
五
（
昭
和
四
十
）
年

［
4
］
年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
一
月
十
八
日
で
三
十
一
歳
に
な
る

［
5
］
数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

（
例
）　

三
四
〇
─
四
八
〇
円　
　

一
九
六
〇
─
六
五
年

［
6
］
分
数
・
小
数
の
表
記
。

（
例
）　

三
分
の
一　
　

一
二
分
の
五　
　

五
二
・
三

［
7
］
紀
元
前
・
後
の
表
記
。

（
例
）　

前
二
二
─
後
三
二
年

［
8
］
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
九
世
紀　

二
十
一
世
紀　

ル
イ
十
四
世

5　

中
略
は
三
点
リ
ー
ダ
ー
二
文
字
分
を
亀
甲
括
弧
で
括
り
、
「
〔
…
…
〕
」
の

よ
う
に
記
す
。

■
翻
訳
上
の
記
号
の
置
換

お
お
よ
そ
、
次
の
様
な
要
領
に
て
置
換
す
る
。

［
1
］
原
文
中
の
引
用
符　

《　

》　

“　
　

”　

等
は
「　
　

」
に
。
引
用
符
中

の
引
用
符
は
『　
　

』
あ
る
い
は
〈　
　

〉
に
し
て
統
一
的
に
処
理
。

［
2
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
は
、
書
名
・
作
品
名
・
紙
誌
名
の
場
合
『　
　

』

で
括
る
。

［
3
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
強
調
な
い
し
概
念
表
現
で
あ
る
場
合
、
傍
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点
を
付
す
。

［
4
］
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
が
、
単
に
原
文
に
対
す
る
外
国
語
で
あ
る
が

故
に
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
は
何
も
し
な
い
。
或
い
は
必
要
に
応
じ
片

仮
名
で
ル
ビ
表
記
を
す
る
。

［
5
］
原
文
に
あ
る
［　
　

］
（
原
著
者
が
引
用
し
た
も
の
に
対
す
る
原
著
者

の
補
足
・
注
記
な
ど
）
は
そ
の
ま
ま
［　
　

］
に
。

［
6
］
訳
者
に
よ
る
訳
註
な
ど
の
補
足
は
〔　
　

〕
で
括
る
。

［
7
］
原
文
の
（　
　

）
は
そ
の
ま
ま
（　
　

）
に
。

［
8
］〝
意
味
の
纏
ま
り
な
ど
を
表
現
す
る
上
で
頗
る
効
果
的
で
あ
る
〞
な
ど

の
意
識
的
な
判
断
に
よ
っ
て
、
原
文
に
は
な
い
「　
　

」
（　
　

）
な
ど

を
敢
え
て
多
用
す
る
場
合
は
、
凡
例
な
い
し
訳
者
後
書
で
そ
の
む
ね
説
明

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

■
構
　

成

1　

本
文
中
に
節
を
設
け
る
場
合
は
、
一　

二　

三　

…
と
し
、
さ
ら
に
項
を

立
て
る
場
合
は
、
1　

2　

3　

…
と
す
る
。
そ
れ
以
上
の
細
分
は
避
け

る
こ
と
。
ま
た
、
節
の
見
出
し
を
「
は
じ
め
に
」
や
「
お
わ
り
に
」
等
と

す
る
場
合
に
は
、
数
字
は
不
要
と
す
る
。
な
お
、
節
や
項
を
設
け
た
場
合

は
、
そ
の
見
出
し
の
前
を
一
行
空
け
る
こ
と
。

2　

本
文
以
外
の
補
足
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
注
、
参
考
文
献
の
順
と
す
る
。

参
考
文
献
リ
ス
ト
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
な
お
、
注
と
参
考
文
献

リ
ス
ト
も
原
稿
枚
数
に
含
む
。
本
文
、
注
、
参
考
文
献
リ
ス
ト
の
間
も
一

行
空
け
る
こ
と
。

■
注

1　

注
は
、
本
文
の
該
当
箇
所
に
（
1
）
（
2
）
（
3
）
…
と
記
し
、
稿
末
に
注

を
纏
め
番
号
順
に
配
列
す
る
。
注
番
号
は
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
使
用
せ
ず

に
、
英
数
半
角
で
普
通
の
入
力
で
お
こ
な
う
。
ま
た
引
用
の
場
合
に
は
引

用
カ
ッ
コ
の
す
ぐ
後
に
、
文
章
注
の
場
合
に
は
句
読
点
の
前
に
入
力
す
る
。

稿
末
に
配
列
す
る
注
に
は
そ
れ
ぞ
れ
（
1
）
、
（
2
）
…
…
と
表
記
す
る
こ

と
。例

：　

例
：　
「　
　

」
（
1
）　
　

『　
　

』
（
2
）
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
す
で
に
多
く
の
分
析
が
あ
る
（
3
）
。

2　

注
の
内
、
引
用
文
献
は
次
の
要
領
で
表
記
す
る
。
参
考
文
献
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
記
。
（
参
考
文
献
の
配
列
の
基
本
は
、
和
文
の
場
合
は
五
十
音

順
に
、
欧
文
の
場
合
は
ロ
ー
マ
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
と
す
る
）
。

3　

表
記
す
る
情
報
は
、
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／
論
文
名
、

（
論
文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発
行
所
或
い
は

発
行
者
名
、
刊
行
年
。

4　

和
書
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
『　
　

』
で
括
り
、
論
文
名
は

「　
　

」
で
括
る
。

5　

欧
文
文
献
の
場
合
、
雑
誌
を
含
め
た
書
物
名
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、

ま
た
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
付
し
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
原
稿
に
も
、

そ
の
箇
所
を
手
書
き
赤
線
で
「
イ
タ
リ
ッ
ク
」
と
指
示
す
る
。

［
和
書
の
場
合
］

（
例
）

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五

二
年
、
一
二
二
─
二
五
頁
。
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丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波

書
店
、
一
九
四
六
年
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版　

現
代
政

治
の
思
想
と
行
動
』
、
未
來
社
、
一
九
六
四
年
。

某
「
論
文
名
」
某
編
（
或
い
は
監
修
等
）
『
論
文
所
収
書
名
』
、
出
版
社

名
、
刊
行
年
。

［
和
訳
書
の
場
合
］

（
例
）

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
─
─
社
会
的
判
断

力
批
判
Ⅰ
Ⅱ
』
、
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
Ⅰ
、

五
六
七
頁
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ャ

ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
─
─
認
識

論
上
の
前
提
条
件
』
、
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九

九
四
年
。

［
外
国
語
文
献
］

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
、, . : 

な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず
に

入
力
し
、, . :　

の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／
論
文
名
、
（
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
（
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
）
。

（
例
）

Bobbio, N
orberto, G

ram
sci and the concept of civil society, in 

C
hantal M

ouffe, ed., G
ram

sci and M
arxist T

heory, London: 
Routledge 1979, p.30.

W
ittig, M

onique, 

“Th e M
ark of G

ender,

” Fem
inist Issues, Vol.5, 

N
o. 2, Fall 1985, p.4.

H
obson, Barbara 

（1996

）: Frauenbew
egung für Staatsrechte. In: 

Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in: ders., D

ie 
nachholende Revolution, Frankfurt am

 M
ain 

（Suhrkam
p

） 1990, S. 
149.

 

（
以
上
）



281　●　〈執筆要領〉

　
　

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
程
の
改
正
は
、
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。



　
　

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

社
会
思
想
史
が
学
界
で
市
民
権
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
え
っ

て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
接
近
に
意
見
交
流
の
場
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

へ
の
関
心
を
核
と
し
た
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
思
想
史
的
関
心
を
お

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。 

（
一
九
七
六
年
）
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編
集
後
記

　

昨
年
度
に
新
し
く
編
成
さ
れ
た
社
会
思

想
史
学
会
幹
事
会
の
も
と
で
の
編
集
委
員

会
か
ら
、
第
四
十
一
号
を
お
届
け
い
た
し

ま
す
。
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
幹
事
の
う
ち
学
会
の

大
会
を
担
当
す
る
以
外
の
メ
ン
バ
ー
が
編

集
委
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

三
号
に
わ
た
り
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
で
編
集

に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
は
「
市
場
経
済
の
思
想

―
―
市
場
と
資
本
主
義
を
考
え
る
」
と
題

し
、
市
場
を
め
ぐ
る
熱
い
議
論
が
交
わ
さ

れ
た
二
〇
一
六
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
登
壇
者
か
ら
の
御
論
考
が
揃
い
ま
し
た
。

本
学
会
に
は
経
済
思
想
史
を
専
門
領
域
と

す
る
多
く
の
学
会
員
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
経
済
思
想
が
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
直
接
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
こ

と
は
意
外
と
少
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
特

集
巻
頭
に
あ
り
ま
す
と
お
り
、
市
場
の
意

味
や
問
題
は
社
会
思
想
史
に
と
っ
て
も
現

代
世
界
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
で

す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
本
学
会
の
特

色
で
あ
る
多
様
な
経
済
思
想
や
政
治
思
想

の
立
場
か
ら
、
ま
た
本
学
会
と
は
異
な
る

理
論
的
立
場
か
ら
充
実
し
た
大
会
報
告
や

コ
メ
ン
ト
、
議
論
が
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら

さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
刺
激
的
な
考
察
を
寄

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

公
募
論
文
、
書
評
に
は
、
比
較
的
現
代

に
近
い
時
代
や
新
し
い
問
題
関
心
を
扱
っ

た
も
の
が
多
く
並
び
ま
し
た
。
こ
れ
も
現

在
の
社
会
思
想
史
研
究
の
動
向
を
反
映
し

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
他
方
書
評
で

は
近
代
社
会
思
想
の
手
堅
い
諸
研
究
も
扱

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
次
号
か
ら
公
募
論
文
の
締
め
切
り

が
一
か
月
前
倒
し
と
な
り
ま
す
が
、
今
後

も
変
わ
ら
ず
会
員
の
み
な
さ
ま
の
活
発
な

ご
投
稿
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

（
編
集
主
任　

中
山
智
香
子
）







ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
│
│
差
異
の
神
義
論=

正
義
論

ロ
ー
ル
ズ
は
、〈
差
異
〉
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
望
み
う
る
最
善
社
会
の
前
提
で
あ

る
と
考
え
、
一
貫
し
て
「
差
異
を
解
消
す
る
の
で
は
な
い
社
会
統
合
は
い
か
に
し
て

可
能
か
」
を
自
ら
の
最
重
要
課
題
と
し
て
い
た
。

田
中
将
人
著 

４
５
０
０
円

妥
協
の
政
治
学
│
│
イ
ギ
リ
ス
議
会
政
治
の
思
想
空
間

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を〈
単
な
る
数
の
問
題
〉に
堕
さ
し
め
な
い
た
め
に
。

一九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
政
治
的
民
主
化
の
潮
流
の
中
、フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
後
の
大
混

乱
を〈
他
山
の
石
〉と
し
て
、〈
多
様
性
の
維
持
〉に
こ
そ
政
治
の
要
諦
を
見
出
し
た
思
想

家
た
ち（
ウ
ィッ
グ
）の
場
合
は…

…
。〔
選
書〈
風
の
ビ
ブ
リ
オ
〉５
〕

遠
山
隆
淑
著 

１
９
０
０
円

タ
ッ
ク
ス・ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
│
│
税
の
政
治
哲
学

税
を
語
る
時
に
い
わ
れ
る〈
公
平
〉や〈
公
正
〉の
背
後
に
あ
る
社
会
観
や
人
間
観
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
って
哲
学
的
に
考
え
る
。税
を
通
し
て
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
社
会
を
作
ろ
う

と
し
て
い
る
の
か
。〔
選
書〈
風
の
ビ
ブ
リ
オ
〉４
〕

伊
藤
恭
彦
著 

１
８
０
０
円

◆
２
０
１
７
年
度 

読
売
・
吉
野
作
造
賞
受
賞
！

集
団
的
自
衛
権
の
思
想
史
│
│
憲
法
九
条
と
日
米
安
保

集
団
的
自
衛
権
は
違
憲
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
や
独
特
の
理
路
を
、
戦
後
史

に
お
け
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
分
岐
点
を
た
ど
り
つつ
詳
細
に
検
討
。背
後
に
日
本
憲
法

学
の
特
徴
を
見
出
す
。〔
選
書〈
風
の
ビ
ブ
リ
オ
〉３
〕

篠
田
英
朗
著 

１
９
０
０
円

政
治
理
論
と
は
何
か

「
政
治
理
論
は
死
ん
だ
」
と
い
わ
れ
た
状
況
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
登
場
に
よ
っ
て
一
変

し
、
今
や
政
治
理
論
は
百
家
争
鳴
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
政
治
理
論
の
内
外
か
ら

多
角
的
な
反
省
を
加
え
、
そ
の
さ
ら
な
る
深
化
発
展
を
期
す
。

井
上
彰
・
田
村
哲
樹
編 

３
２
０
０
円

＊
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
《
書
店
で
は
購
入
出
来
ま
せ
ん
。小
社
直
販
の
み
》

『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
│
│「
近
代
」
へ
の
反
逆
』
竹
島
博
之
著

『
世
俗
と
宗
教
の
あ
い
だ
│
│
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
政
治
理
論
』
高
田
宏
史
著

『
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
』
住
吉

雅
美
著 

各
６
０
０
０
円

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町３－26－20
TEL. & FAX. 03-6672-4001　http://www.fuko.co.jp　［価格は本体価格］風行社
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◇　

◇
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日本総代理店

大英図書館バーニー・コレクションと双璧をなす新聞コレクションをデジタル化

オックスフォード大学ボドリアン図書館所蔵

17-18 世紀ニコルズ新聞コレクション
17th and 18th Century Nichols Newspapers Collection.
オックスフォード大学ボドリアン図書館所蔵のニコルズ新聞コレクションは、新聞約
300 紙のほか、パンフレット、一枚刷りも含み、約 15 万ページにおよびます。収録年
代は 1672 年から 1737 年。この度初めてデジタル版として利用可能となります。
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・
・
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古
代
か
ら
現
代
ま
で「
男
ら
し
さ
」の
変
容
の
歴
史
を
描
く
。

男
ら
し
さ
の
歴
史 

（
全
三
巻
）

Ⅰ 

男
ら
し
さ
の
創
出 

古
代
か
ら
啓
蒙
時
代
ま
で

Ⅱ 

男
ら
し
さ
の
勝
利 

19
世
紀

Ⅲ 

男
ら
し
さ
の
危
機
？ 

20-

21
世
紀

男
ら
し
さ
は
古
く
か
ら
の
伝
統
を
刻
印
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
単
に
男
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
男
性
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
り
、

男
性
の
最
も
「
高
貴
な
」
部
分
を
指
す
。
社
会
的
・

文
化
的
に
作
ら
れ
た
男
ら
し
さ
の
歴
史
を
描
き

出
す
大
企
画
！ 

Ａ
５
上
製　

各
巻
八
八
〇
〇
円

 

Ⅰ 

七
九
二
頁
（
口
絵
四
八
頁
）
Ⅱ 

六
六
四
頁

 

（
口
絵
三
二
頁
）
Ⅲ 

七
五
二
頁
（
口
絵
一
六
頁
）

　

好
評
既
刊
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

〝
感
性
の
歴
史
家
〟
コ
ル
バ
ン
に
よ
る
構
想
10
年
の
記
念
碑
的
著
作
。

身
体
の
歴
史 

（
全
三
巻
）

Ⅰ 

16-

18
世
紀 

ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
啓
蒙
時
代
ま
で

Ⅱ 

19
世
紀 

フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で

Ⅲ 

20
世
紀 

ま
な
ざ
し
の
変
容

身
体
を
認
識
す
る
し
か
た
は
個
人
、
社
会
、
時
代

に
よ
っ
て
異
な
る
。
科
学
・
医
学
が
捉
え
る
身
体
、

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
芸
術
と
関
わ
る
身
体
な
ど

の
テ
ー
マ
で
、
十
六
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
現

代
ま
で
の
身
体
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

Ａ
５
上
製　

各
巻
六
八
〇
〇
円

 

Ⅰ 

七
〇
四
頁
（
口
絵
四
八
頁
）
Ⅱ 

五
〇
四
頁

 

（
口
絵
三
二
頁
）　

Ⅲ
六
二
四
頁
（
口
絵
八
頁
）

好　評　既　刊

「
ア
ナ
ー
ル
」
派
80
年
間
の
最
重
要
論
文
71
篇
を
精
選
！

叢
書『
ア
ナ
ー
ル1929-2010

』

 

歴
史
の
対
象
と
方
法　
（
全
五
巻
）

監
修
＝ 

Ｅ
・
ル
＝

ロ
ワ
＝

ラ
デ
ュ
リ

 

Ａ
・
ビ
ュ
ル
ギ
エ
ー
ル 

監
訳
＝
浜
名
優
美
　

ア
ナ
ー
ル
派
重
鎮
に
よ
る
世
界
に
先
駆
け
た
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
企
画
！

第
Ⅰ
巻 1929-1945 

六
八
〇
〇
円

　

編
集
・
序
文
＝
Ａ
・
ビ
ュ
ル
ギ
エ
ー
ル

第
Ⅱ
巻 1946-1957

 

六
八
〇
〇
円

　

編
集
・
序
文
＝
Ｌ
・
ヴ
ァ
ラ
ン
シ

第
Ⅲ
巻 1958-1968 

八
八
〇
〇
円

　

編
集
・
序
文
＝
Ａ
・
ビ
ュ
ル
ギ
エ
ー
ル

第
Ⅳ
巻 1969-1979 

八
八
〇
〇
円

　

編
集
・
序
文
＝
Ｅ
・
ル
＝

ロ
ワ
＝

ラ
デ
ュ
リ

第
Ⅴ
巻 1980-2010

 

八
八
〇
〇
円

　

編
集
・
序
文
＝
Ｊ
‐
Ｙ
・
グ
ル
ニ
エ

日
本
の
科
学 

近
代
へ
の
道
し
る
べ

山
田
慶
兒 

Ａ
５
上
製　

三
一
二
頁　

四
六
〇
〇
円

日
本
思
想
の
古
層

梅
原
猛
・
川
勝
平
太 

Ｂ
６
変
上
製　

二
二
四
頁　

一
八
〇
〇
円

コ
ル
バ
ン
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
・

ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
監
修

小
倉
孝
誠
・
鷲
見
洋
一
・

岑
村
傑
監
訳

コ
ル
バ
ン
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
・

ク
ル
テ
ィ
ー
ヌ
監
修

小
倉
孝
誠
・
鷲
見
洋
一
・

岑
村
傑
監
訳


