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第 7 回（2017 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 41 号掲載）

　　馬路智仁

　　　「 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」

〈選考経過〉

　2017 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 41 号の公募論文には 17 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。

　馬路論文は、19 世紀末から 20 世紀はじめにかけての英米にまたがる多文化「共生」

の問題を、アルフレッド・ジマーン、ホラス・カレンとシオニズム思想にひきつけ

て具体的に検討し、時代と思想の位置を浮き彫りにしている。文化シオニズム思想

に関する、（日本ではほとんど知られていない）3 人の重要な思想家について、豊富な情

報を駆使しつつ、それぞれの立場の違いをくっきりと輪郭づけることに成功している。

　同論文は、先行研究のあまり無い分野で、アクチュアルな論点とも通じる思想展

開を提示していることに加え、問題設定の明確さ、論述の整合性、テクストや先行

研究との関連性の適切さ、対象となる思想の理解の深さの点において高く評価され

るものである。さらに、個人の思想の探求や、二人の思想家の比較ではなく、大西

洋をこえた「共鳴」という問題設定を行ったことに新しさがあり、空間移動に伴う

意味変容のプロセスを描くことで、グローバルな思想史の可能性を拓いたと言える

という評価もなされた。

　今後さらに、ジマーンとカレンが、ナチズムという経験をどのように受け止めた

のか、といったさらなる問いを誘発せずにはおかず、馬路氏の研究の深化・発展が

期待される。

　以上の報告に基づき、2017 年 11 月 3 日の幹事会は、馬路会員に第 7 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。

 2017 年 11 月 4 日　

 社会思想史学会　
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過
去
数
十
年
の
間
に
、
宗
教
を
め
ぐ
る
社
会
思
想
的
言
説
は
大
き
く
変
化
し
た
。
か
つ
て
近
代
化
と
は
す
な
わ
ち
世
俗
化
で
あ
り
、
脱
宗
教
化

で
あ
る
と
語
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
今
日
、
根
本
的
な
再
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
九
七
九
年
、
イ
ラ
ン
で
は
ホ
メ
イ
ニ
を
精
神
的
指
導
者
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
革
命
が
起
き
た
。
同
じ
年
に
は
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
を

機
に
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
の
ゲ
リ
ラ
運
動
が
活
発
化
し
て
い
る
。
思
え
ば
こ
の
時
期
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
台
頭
が
世
界
の
各
地
で
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
二
〇
一
一
年
の
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
よ
る
民
主
化
と
そ
の
動
揺
以
降
、「
イ
ス
ラ
ム
国
」
の
台
頭
を
含
め
、
イ

ス
ラ
ム
の
存
在
感
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
二
〇
一
五
年
に
は
一
月
に
シ
ャ
ル
リ
・
エ
ブ
ド
事
件
、
十
一
月
に
は
パ
リ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
が
起
き
る
な
ど
、
世
界
各
地
に
お
け
る

「
宗
教
的
」
過
激
派
組
織
に
よ
る
活
動
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
は
た
し
て
犯
行
実
行
犯
を
テ
ロ
へ
と
駆
り
立
て
た
の
が
、本
当
に
「
宗
教
」

で
あ
っ
た
の
か
を
含
め
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
が
、
あ
ら
た
め
て
宗
教
と
は
何
か
、
宗
教
の
持
つ
意
味
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

宗
教
を
め
ぐ
る
新
た
な
動
き
は
、
い
わ
ゆ
る
周
辺
地
域
の
事
情
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
的
右
派
勢
力
の
台
頭
な
ど
、
先

進
国
に
お
け
る
社
会
の
中
心
領
域
に
お
い
て
も
ま
た
、
宗
教
的
な
動
き
が
見
ら
れ
る
。
日
本
で
も
、
多
数
の
宗
教
団
体
を
傘
下
に
収
め
る
日
本
会

議
の
活
動
が
話
題
と
な
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
は
や
単
純
に
世
俗
化
を
前
提
に
し
た
議
論
は
成
り
立
た
ず
、「
ポ
ス
ト

世
俗
化
社
会
」（
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
を
我
々
は
生
き
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
社
会
思
想
史
研
究
は
宗
教
と
い
う
主
題
に
い
か
な
る
光
を
投
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
翻
っ
て
、
こ
れ
ま
で

の
社
会
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
宗
教
を
め
ぐ
る
西
欧
中
心
主
義
的
な
偏
り
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
特
集
の
原
型
と
な
っ
た
の
は
、二
〇
一
七
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
社
会
思
想
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
思
想
史
に
お
け
る
宗
教
」（
報

告
者
は
池
内
恵
（
東
京
大
学
）、
森
本
あ
ん
り
（
国
際
基
督
教
大
学
）
の
両
氏
）
で
あ
る
。
お
二
人
と
も
非
会
員
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
思
想
、

ア
メ
リ
カ
宗
教
思
想
の
専
門
家
と
し
て
寄
稿
を
依
頼
し
た
。本
特
集
で
は
さ
ら
に
、当
日
討
論
者
を
つ
と
め
た
髙
山
裕
二
氏
に
も
寄
稿
し
て
も
ら
っ

た
。

　

池
内
論
文
は
近
代
ア
ラ
ブ
思
想
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
と
限
界
を
論
じ
、
森
本
論
文
は
現
代
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
「
自
分
よ

り
大
き
な
も
の
へ
の
献
身
の
感
覚
」、
す
な
わ
ち
代
替
宗
教
と
し
て
の
一
面
を
見
出
し
て
い
る
。
髙
山
論
文
は
ミ
シ
ュ
レ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、

よ
り
直
接
的
に
社
会
思
想
史
研
究
に
お
け
る
宗
教
の
欠
落
を
論
じ
て
い
る
。

　

な
お
、
関
連
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
特
集
に
あ
た
っ
て
は
、
討
論
者
の
お
一
人
で
あ
る
髙
山

氏
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
編
集
員
会
と
し
て
は
元
来
、
報
告
者
の
お
二
人
か
ら
の
み
ご
寄
稿
い
た
だ
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
髙
山

氏
か
ら
論
文
執
筆
の
お
申
し
出
を
受
け
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
（
こ
の
点
に
関
し
て
、
も
う
お
一
人
の
討
論
者
で
あ
る
有
江
大
介
氏
に
も

ご
了
解
い
た
だ
い
た
）。 

（
宇
野
重
規
・
山
岡
龍
一
）



9　●　〈論文〉冷戦後の社会思想史における「アラブ世界のイスラーム教」という問題――池内恵

は
じ
め
に

　

社
会
思
想
史
と
は
そ
も
そ
も
何
を
扱
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
、

あ
え
て
宗
教
を
社
会
思
想
史
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意

味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
社
会
思
想
史
の
記
述
・
分
析
の
中
に

ア
ラ
ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
対
象
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
思
想
史
に
い
か
な
る
新
機
軸
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
の
筆
者
の
問
題
意
識

は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

）
1
（

。

　

本
稿
で
取
り
組
む
時
代
は
「
冷
戦
後
」
の
時
代
、
す
な
わ
ち
一
九
八

〇
年
代
末
か
ら
現
在
ま
で
の
約
三
〇
年
間
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
ま

ず
、
三
〇
年
の
期
間
に
つ
い
て
、
ま
ず
社
会
思
想
史
で
問
わ
れ
て
き
た
、

あ
る
い
は
、
よ
り
明
示
的
に
問
わ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
課
題
の
大
枠
の
部

分
に
つ
い
て
、
見
解
を
示
そ
う
。
そ
の
上
で
、
こ
の
問
い
に
関
係
す
る

冷
戦
後
の
三
〇
年
の
国
際
社
会
の
展
開
、
特
に
そ
の
中
で
の
ア
ラ
ブ
世

界
と
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
の
展
開
を
振
り
返
り
、
「
冷
戦
後
社
会
思
想

史
」
の
叙
述
へ
の
一
助
と
し
た
い
。
ア
ラ
ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
思

想
史
の
展
開
・
帰
趨
が
、
中
東
研
究
や
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
研
究
と
い
っ

た
専
門
的
で
個
別
の
分
野
に
お
い
て
持
つ
重
要
性
は
言
わ
ず
も
が
な
だ

が
、
そ
れ
ら
の
「
特
殊
」
な
研
究
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
社
会
思
想
史

一
般
の
普
遍
的
な
記
述
・
分
析
に
お
い
て
も
一
定
の
位
置
を
占
め
る
こ

と
を
、
示
し
て
み
た
い
。

〈
特
集
〉
社
会
思
想
史
に
お
け
る
宗
教　

〈
論
文
〉

冷
戦
後
の
社
会
思
想
史
に
お
け
る�

「
ア
ラ
ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
」と
い
う
問
題

池
内 

恵
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一　

 「
フ
ク
ヤ
マ
―

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
問
題
」 

 

―
―
冷
戦
後
社
会
思
想
史
の「
最
大
の
物
語
」

　

ま
ず
、
巨
視
的
な
観
点
か
ら
、
「
冷
戦
後
」
と
い
う
時
代
を
社
会
思

想
史
に
お
い
て
記
述
・
分
析
す
る
際
の
主
要
な
問
題
構
図
（
と
筆
者
が

考
え
る
も
の
）
を
、
提
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
、
冷
戦
後
の
社
会

思
想
史
に
お
け
る
支
配
的
な
枠
組
み
を
、
一
歩
引
い
た
、
巨
視
的
な
視

座
か
ら
と
ら
え
て
み
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
細
や
か
さ
や
慮
り
を
犠
牲
に
す

れ
ば
、
冷
戦
後
の
社
会
思
想
史
の
大
枠
、
特
に
国
際
社
会
を
形
成
す
る

規
範
を
め
ぐ
る
、
あ
る
い
は
世
界
秩
序
を
決
定
づ
け
る
支
配
的
原
理
を

め
ぐ
る
思
想
史
に
お
い
て
は
、
フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の
終
わ
り
」
論
と
、

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
論
が
提
示
し
た
相
互
に
相
容
れ
な

い
二
つ
の
強
力
な
説
の
競
合
こ
そ
が
、
そ
の
中
心
の
軸
で
あ
っ
た
と
論

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
冷
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
「
歴
史
の

終
焉
」
論
と
「
文
明
の
衝
突
」
論
と
い
う
二
つ
の
「
大
き
な
物
語
」
の

競
合
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
ど
ち
ら
が
現
実
の
展
開
に
よ
っ
て
よ
り

妥
当
性
が
あ
る
と
認
定
す
る
か
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で

の
大
き
な
物
語
、
言
い
換
え
れ
ば
「
最
大
の
物
語
」
と
し
て
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る

）
2
（

。

　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
は
、
一
九
八
九
年
の
夏
に
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

イ
ン
タ
レ
ス
ト
』
誌
に
寄
稿
し
た
論
考
「
歴
史
の
終
わ
り

）
3
（

？
」
で
、
リ

ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
体
制
理
念
と
し
て
、
競
合
す
る
理
念
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
最
終
的
に
勝
利
し
た
と
す
る
説
を
打
ち
出
し
て
世
界
的

な
議
論
を
喚
起
し
た
。
一
九
九
二
年
に
は
こ
の
説
を
拡
張
・
補
強
し
て

『
歴
史
の
終
わ
り

）
4
（

』
を
刊
行
し
た
。
フ
ク
ヤ
マ
は
こ
れ
ら
の
論
文
・
著

書
で
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
君
主
政
治
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
共

産
主
義
、
独
裁
制
な
ど
の
競
合
す
る
体
制
理
念
を
こ
と
ご
と
く
退
け
た

「
あ
る
べ
き
政
権
の
普
遍
的
か
つ
唯
一
の
基
準
」で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
、

と
主
張
し
た
。
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
体
制
理
念
と
し
て
唯
一

の
普
遍
的
な
基
準
な
の
で
あ
れ
ば
、
冷
戦
後
は
世
界
各
国
が
こ
の
理
念

に
基
づ
く
体
制
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の
終
焉
」
論
に
対
す
る
最
も
有
力
な
反
論
と
留

保
を
提
示
し
た
の
が
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝

突
」
論
だ
ろ
う
。
冷
戦
が
西
側
の
自
由
主
義
陣
営
に
よ
る
勝
利
で
終
結

し
よ
う
と
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
最
中
に
フ
ク
ヤ
マ
が
リ
ベ
ラ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
と
全
世
界
の
そ
れ
へ
の
収
斂
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
提
示
し
た
の
に
対
し
、
イ
ラ
ク
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
と
湾
岸
戦
争
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
裂
と
内
戦
と
い
っ
た
冷
戦
終
結
直
後
に
民
族

紛
争
が
多
発
し
た
後
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
一
九
九
三
年
に
『
フ
ォ
ー
リ

ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
』
誌
に
論
考
「
文
明
の
衝
突

）
5
（

？
」
を
寄
稿
し
、
冷

戦
後
の
世
界
が
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
収
斂
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
文
明
を
単
位
と
し
て
分
裂
し
、
文
明
間
の
摩
擦
や
衝
突
が
生
じ

て
い
く
と
い
う
将
来
像
を
描
い
た
。
こ
れ
に
加
筆
し
て
一
九
九
六
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
文
明
の
衝
突

）
6
（

』
で
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
国
際
政
治
の
重
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要
な
要
素
と
し
て
文
化
に
由
来
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
性
を

論
じ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
す
る
基
盤
と
し
て
文
明
の
概
念
を

敷
衍
し
て
提
唱
し
た
。
米
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
に
由

来
す
る
西
欧
文
明
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明

と
中
華
文
明
が
挑
戦
す
る
潜
在
的
な
脅
威
と
な
り
う
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
た
。

　

フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
い
ず
れ
の
所
説
が
、
冷
戦
後
の
世
界

秩
序
の
原
理
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
こ
れ
は
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
現
在
ま
で
の
、
「
冷
戦
後
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
を
社
会
思
想
史

と
し
て
叙
述
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
か
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
試
み
に
社
会
思
想
史
の
記
述
の
上
で
の

「
フ
ク
ヤ
マ
―

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
問
題
」
と
で
も
呼
ん
で
お
こ
う
。
冷
戦

後
の
国
際
政
治
や
国
際
社
会
の
発
展
の
中
で
生
じ
て
来
た
様
々
な
事
象

の
多
く
は
、
フ
ク
ヤ
マ
の
い
う
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
収
斂

の
一
過
程
と
し
て
、
あ
る
い
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
い
う
文
明
の
衝
突
の

表
れ
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
支
配
的
な
「
大
き
な
物
語
」

の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
問
題
は
こ
の
二
つ
の
「
大
き
な
物
語
」

が
、
相
互
に
相
容
れ
な
い
世
界
認
識
と
将
来
像
を
想
定
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
冷
戦
後
の
国
際
社
会
の
中
で
生
じ
て
き
た
ど
の
事
象
を
特
に

取
り
上
げ
る
か
、
そ
れ
ら
を
フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
ど
ち
ら
の

説
を
参
照
し
て
解
釈
し
て
み
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
冷
戦
後
の
世
界
秩
序

を
め
ぐ
る
社
会
思
想
史
記
述
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
「
フ
ク
ヤ
マ
―

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
問
題
」
は
、
一
九
八
〇
年
代
末

か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
双
方
の
説
が
提
示
さ
れ
た
時
点
で
は
、
決

着
が
つ
き
よ
う
も
な
い
問
題
だ
っ
た
。
フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の
終
わ
り
」

と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
の
両
説
は
、
論
文
と
単
著
と
し

て
の
刊
行
の
際
に
、
い
ず
れ
も
大
き
な
反
響
を
呼
び
覚
ま
し
、
一
般
的

に
は
幅
広
く
受
容
さ
れ
主
要
概
念
が
人
口
に
膾
炙
し
た
が
、
同
時
に
、

個
々
の
論
点
に
関
し
て
専
門
家
か
ら
強
い
批
判
を
受
け
も
し
た
。
し
か

し
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
あ
る
い
は
仮
説
の
成
否
や
、
両
者
の
現
実
妥
当
性

に
関
す
る
評
価
を
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
段
階
で
結
論
づ
け
る
こ

と
は
困
難
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
冷
戦
後
の
国
際
政
治
と
社
会
が
実
際

に
ど
の
よ
う
な
理
念
と
制
度
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
の
か
、
分
析

と
評
価
を
行
っ
た
上
で
な
け
れ
ば
、
冷
戦
後
の
世
界
秩
序
の
背
後
に
あ

る
支
配
的
な
理
念
を
半
ば
投
機
的
に
構
想
し
た
フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
の
所
説
の
価
値
は
、
定
ま
り
よ
う
も
な
か
っ
た
。

　

冷
戦
終
結
後
の
、
三
〇
年
に
及
ぼ
う
と
す
る
月
日
は
、
こ
の
検
証
を

可
能
に
す
る
に
十
分
な
長
さ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
の
現
実
の
国
際
政

治
の
展
開
と
国
際
社
会
の
変
貌
を
対
象
化
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
理
念

を
摘
出
し
、
あ
ら
た
め
て
フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
冷
戦
終
結
直

後
に
展
開
し
た
議
論
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
、
フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
が
提
示
し
た
、
世
界
秩
序
の
理
念
に
関
す
る
相
対
立
す
る
説
の
い

ず
れ
が
正
し
か
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
な
時
期
に
来
て
い

る
。
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二　

鍵
と
な
る
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史

　

フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
い
ず
れ
が
冷
戦
後
の
世
界
秩
序
を
形

作
る
原
理
を
正
し
く
示
し
て
い
た
か
。
い
わ
ば
「
答
え
合
わ
せ
」
を
行

う
に
あ
た
っ
て
、
特
に
重
要
性
を
持
つ
の
が
、
ア
ラ
ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー

ム
教
思
想
史
の
展
開
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
の
双
方
の
説
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
思
想
の
現
状

を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
そ
し
て
冷
戦
後
の
文
脈
に
お
い
て
ア
ラ

ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
妥
当
性
が
評
価
・
検
証
さ
れ
う
る
形
式
の

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
世
界
に
も
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
が
普
及
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
が
西
欧
と
「
衝

突
」
す
る
の
か
。
ア
ラ
ブ
世
界
と
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
の
展
開
が
、
フ

ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
共
に
普
遍
性
を
主
張
す
る
相
容
れ
な
い
二

つ
の
理
論
を
検
証
す
る
試
金
石
と
し
て
の
意
味
を
、
少
な
く
と
も
潜
在

的
に
は
、
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の
終
焉
」
論
で
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
の
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
が
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
が
、
リ

ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
文
化
や
宗
教
を
超
越
し
た
普
遍
妥
当
性
を

論
証
す
る
際
の
、
最
後
の
難
関
、
あ
る
い
は
解
け
な
い
謎
と
な
っ
て
い

た
。
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
君
主
政
治
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
共
産

主
義
な
ど
の
競
合
す
る
体
制
理
念
を
退
け
た
と
主
張
し
た
フ
ク
ヤ
マ
だ

が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
潜
在
的
に
挑
戦

し
競
合
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
を
否
定
し
き
れ
な
い
。
フ

ク
ヤ
マ
は
「
イ
ス
ラ
ム
教
が
自
由
主
義
や
共
産
主
義
と
同
様
、
独
自
の

道
徳
律
や
政
治
的
・
社
会
的
正
義
の
教
え
を
も
と
に
体
系
的
か
つ
一
貫

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
イ
ス
ラ

ム
教
は
、
特
定
の
人
種
や
民
族
集
団
の
構
成
員
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
全

世
界
の
人
々
を
と
ら
え
る
だ
け
の
潜
在
的
な
魅
力
を
も
っ
て
い
る
。
し

か
も
こ
の
宗
教
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
各
地
で
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義

を
現
実
に
打
ち
破
り
、
直
接
に
そ
の
政
治
的
影
響
力
が
及
ば
な
い
国
に

と
っ
て
も
自
由
主
義
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
と
な
っ
て
き
た

）
7
（

」
と
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
上
で
、
フ
ク
ヤ
マ
は
さ
ほ
ど
根
拠
を
示

さ
ず
に
、
「
実
際
、
長
い
目
で
見
れ
ば
む
し
ろ
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
方
が

自
由
主
義
の
理
念
に
膝
を
屈
し
つ
つ
あ
る
」
と
断
定
し
て
し
ま
う

）
8
（

。
フ

ク
ヤ
マ
は
、
当
時
ま
だ
記
憶
に
新
し
か
っ
た
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
革

命
の
よ
う
な
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
基
づ
く
政
治
勢
力
の
台
頭
も
ま
た
「
あ

る
意
味
で
、
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ム
社
会
が
自
由
主
義
に
も
と
づ
く
西
欧

的
価
値
観
の
大
き
な
脅
威
を
認
識
し
て
き
た
結
果
」
で
あ
り
「
最
近
に

な
っ
て
イ
ス
ラ
ム
教
が
そ
の
勢
い
を
回
復
し
、
ど
れ
ほ
ど
の
力
を
見
せ

つ
け
た
と
し
て
も
、
こ
の
宗
教
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏

以
外
の
地
域
で
は
実
質
的
な
影
響
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
と
強

弁
す
る
。
「
十
億
に
近
い
人
々
―
―
世
界
人
口
の
五
分
の
一
―
―
が
イ
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ス
ラ
ム
文
化
に
属
し
て
は
い
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
理
念
水
準
に
お
い
て
、

リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
に
は
到
底
太
刀
打
ち
で
き
て
い
な
い
」
と
あ
る

よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
側
と
い
う
よ
り
は
そ
れ
を
見
る
欧
米
の

側
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
、
フ
ク
ヤ
マ
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

へ
の
挑
戦
者
と
し
て
の
可
能
性
を
否
定
す
る

）
9
（

。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ク
ヤ
マ
の
認
識
と
理
論
化
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
、

そ
も
そ
も
フ
ク
ヤ
マ
が
こ
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
た
一
九
八
〇
年
代
末

か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
を

検
討
し
て
現
状
分
析
と
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
か
否
か
を
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
共
に
、
そ
の
後
の
三
〇
年
近
い
年
月
の
中
で
、

リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
体
制
理
念
が
ア
ラ
ブ
世
界
へ
予
想
通
り

広
が
っ
た
の
か
否
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
を
見
て
い

く
こ
と
で
も
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
で
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
論
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
の
規
範
理
念
を
核
と
し
た
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
結

ば
れ
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
」
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
成
立
し
得

な
か
っ
た
こ
と
は
自
明
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
後
の
冷
戦
後
の
国

際
社
会
の
形
成
と
発
展
に
お
い
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
」
は
実
際
に
存

在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
形
で
存

在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
と
そ
の
他
の
文
明
の
間
に
は

ど
の
よ
う
な
「
衝
突
」
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三　

 

過
激
派
と
軍
人
の
間
で 

 

―
―
ア
ラ
ブ
世
界
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
苦
衷

　

冷
戦
後
の
ア
ラ
ブ
世
界
の
三
〇
年
余
り
の
展
開
は
、
フ
ク
ヤ
マ
と
ハ

ン
チ
ン
ト
ン
の
ど
ち
ら
の
説
の
妥
当
性
を
証
明
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ

う
か
。
い
ず
れ
の
説
も
、
冷
戦
後
の
時
代
の
一
定
の
時
期
に
、
ア
ラ
ブ

世
界
の
今
後
の
方
向
性
を
決
定
的
に
示
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
一
瞬

が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
普
遍
性
が
結
局
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
と

言
っ
て
良
い
。

　

フ
ク
ヤ
マ
が
冷
戦
終
結
直
後
に
表
明
し
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
強
く

信
奉
さ
れ
る
ア
ラ
ブ
世
界
で
す
ら
も
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
「
膝

を
屈
す
る
」
と
い
う
信
念
は
、
唯
一
の
超
大
国
と
な
っ
た
米
国
の
外
交

政
策
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
共
有
さ
れ
る
通
念
と
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
中

東
政
策
が
様
々
に
展
開
さ
れ
た
。
湾
岸
戦
争
で
圧
倒
的
な
軍
事
力
・
技

術
力
を
見
せ
つ
け
た
米
国
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
H
・
W
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領

は
新
世
界
秩
序
構
想
を
掲
げ
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
普
遍
・

共
通
規
範
と
す
る
世
界
秩
序
の
中
に
、
中
東
を
包
摂
す
る
こ
と
を
目
指

し
、
そ
の
た
め
に
マ
ド
リ
ー
ド
会
議
な
ど
で
中
東
和
平
を
進
め
る
と
共

に
、
ア
ラ
ブ
諸
国
に
民
主
化
を
促
す
こ
と
を
政
策
課
題
と
し
た
。
こ
れ

は
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
に
も
引
き
継
が
れ
、
一
九
九
三
年
の
オ
ス
ロ
合

意
に
支
持
を
与
え
る
と
共
に
、
和
平
を
可
能
に
す
る
た
め
の
条
件
整
備

と
し
て
の
民
主
化
・
市
民
社
会
支
援
が
米
国
の
中
東
政
策
の
核
と
な
っ
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た
。
民
主
主
義
国
同
士
は
戦
争
を
し
に
く
い
と
い
う
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ

ク
・
ピ
ー
ス
」
理
論
を
前
提
に
、
そ
の
論
理
を
反
転
さ
せ
、
ア
ラ
ブ
世

界
を
民
主
化
す
れ
ば
、
民
主
主
義
国
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
戦
争
は

終
結
す
る
と
い
う
仮
定
の
上
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
民
主
化
支
援
政

策
は
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
民
主
党
政
権
に
お
け
る
中
東
民
主

化
支
援
政
策
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
本
来
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
リ
ベ

ラ
ル
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
米
国
の
リ
ベ
ラ
ル
派
に
共
有
さ
れ
る
固

有
の
信
念
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
及
び
そ

の
後
の
オ
バ
マ
政
権
で
は
、
米
国
と
政
策
的
に
は
協
調
し
同
盟
関
係
に

も
し
ば
し
ば
あ
る
ア
ラ
ブ
諸
国
の
権
威
主
義
的
な
体
制
と
の
関
係
を
継

続
し
つ
つ
も
、
弾
圧
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
を
穏
健
で
民
主
的
な
イ

ス
ラ
ー
ム
主
義
の
担
い
手
と
み
な
し
期
待
を
か
け
、
接
近
を
試
み
る
傾

向
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

　

し
か
し
ア
ラ
ブ
世
界
の
政
治
の
展
開
は
、リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
受
容
し
実
践
す
る
と
い
う
に
は
程
遠
か
っ
た
。
ア
ラ
ブ
世
界
の
知
識

層
・
エ
リ
ー
ト
層
の
中
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
普
遍
的
な

規
範
と
し
て
受
容
す
る
層
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
民
主
化
を

目
指
し
、
自
由
主
義
的
な
思
想
解
釈
を
提
唱
す
る
リ
ベ
ラ
ル
派
知
識
人

は
存
在
し
た
。
し
か
し
彼
ら
は
社
会
の
多
数
を
占
め
て
は
お
ら
ず
、
国

家
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
社
会
の
多
数
を
占

め
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
教
義
を
絶
対
視
す
る
層
か
ら
の
迫
害
・
攻
撃
を

受
け
、
非
民
主
的
な
独
裁
者
の
庇
護
を
受
け
な
け
れ
ば
存
在
を
維
持
で

き
な
い
、
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。
ア
ラ
ブ
世
界
に
お
け
る
自

由
主
義
は
、
民
衆
の
支
持
を
受
け
た
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
立
場
か
ら
の
、

自
由
主
義
を
イ
ス
ラ
ー
ム
法
か
ら
の
逸
脱
と
す
る
非
難
に
晒
さ
れ
た
時

に
無
力
さ
を
露
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
由
主
義
を
宗
教
的
な
規
範
に

基
づ
く
攻
撃
か
ら
守
る
の
は
、
し
ば
し
ば
民
主
的
で
は
な
い
独
裁
的
な

政
権
で
あ
り
、
軍
人
で
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
の
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
へ
の
リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
普
及
と
い
う
、
フ
ク
ヤ
マ
の
二
〇
年
以
上
前
の
予
言

を
、
つ
い
に
実
現
す
る
か
の
よ
う
に
、
一
時
は
思
わ
れ
た
。
し
か
し
こ

こ
で
も
ま
た
、
選
挙
を
通
じ
て
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
が
台
頭
し
、
二
〇
一

二
年
に
は
政
権
を
掌
握
し
た
。
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
支
配
の
恒
久
化
を

恐
れ
る
諸
勢
力
は
二
〇
一
三
年
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
を
支
持
し
た
が
、
そ

こ
に
は
多
く
の
リ
ベ
ラ
ル
派
知
識
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　

エ
ジ
プ
ト
で
ク
ー
デ
タ
に
よ
り
政
権
を
掌
握
し
た
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
元

帥
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
絶
対
王
政
に
お
い
て
父
親
か
ら
指
名
さ
れ
て

全
権
を
掌
握
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ビ
ン
・
サ
ル
マ
ー
ン
皇
太
子
が
代
表

的
だ
が
、
近
年
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
お
け
る
権
威
主
義
的
な
政
治
支
配
者

が
上
か
ら
の
「
宗
教
改
革
」
を
主
張
す
る
傾
向
が
目
立
つ

）
10
（

。

　

ア
ラ
ブ
世
界
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
派
の
苦
衷
は
、
し
か
し
冷
戦
後
の

時
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
冷
戦
後
の
米
一
極
集
中
の
状
況
に
お

い
て
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
馴
致
を
目
指
す
中
東
政
策
が
実

施
さ
れ
た
時
代
と
同
様
の
強
い
西
洋
化
圧
力
の
下
に
あ
っ
た
時
代
と
し
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て
比
較
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年

代
に
か
け
て
の
ア
ラ
ブ
諸
国
の
独
立
・
建
国
期
に
お
い
て
も
、
表
面
上

は
広
め
ら
れ
た
自
由
主
義
の
規
範
と
制
度
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
固
有

の
（
か
つ
普
遍
性
を
広
く
認
め
ら
れ
た
）
価
値
規
範
と
違
背
す
る
局
面
に

お
い
て
、
リ
ベ
ラ
ル
派
は
し
ば
し
ば
容
易
に
固
有
の
価
値
観
の
前
に
膝

を
屈
し
、
抑
圧
的
な
政
治
支
配
者
の
庇
護
の
元
で
か
ろ
う
じ
て
生
き
延

び
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ウ
ィ
ル

フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
の
『
現
代
に
お
け
る
イ
ス
ラ

ム
）
11
（

』
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
ラ
ブ
思
想
史
の

主
要
課
題
を
「
自
由
主
義
者
の
少
数
者
支
配
」
の
問
題
と
し
て
提
起
す

る
。
「
少
数
で
は
あ
る
が
、
自
由
主
義
者
は
大
な
り
小
な
り
現
代
の
ム

ス
リ
ム
世
界
を
通
じ
て
、
少
数
者
支
配
に
近
い
地
位
に
あ
る
。
も
し
自

由
主
義
者
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
な
ら
、
な
ぜ
自
由
主
義
は
弱
い
の
だ

ろ
う
か

）
12
（

」
。
ス
ミ
ス
は
ア
ラ
ブ
世
界
の
自
由
主
義
的
な
改
革
の
脆
弱
さ

の
特
徴
と
し
て
「
有
効
な
体
系
的
理
論
が
欠
け
て
い
た
」
こ
と
を
挙
げ

る
）
13
（

。
社
会
の
自
由
主
義
的
な
指
導
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
生
活
や
思
想
に

ふ
さ
わ
し
い
宗
教
的
な
基
盤
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
か
っ
た
。
彼
ら

の
方
は
現
代
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
進
ん
だ
の
に
、
イ
ス
ラ
ム
の
枠

組
み
は
彼
ら
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
他
人
に
伝
達
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
苦
境
に
際
し
て
は
自

ら
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
守
っ
て
戦
い
抜
く
に
必
要
な
勇
気
と
誠
意

を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

）
14
（

。

　

ス
ミ
ス
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
を
ア
ラ
ブ
世
界
の
根
無
し
草
的
自
由
主

義
者
と
対
照
的
に
論
じ
る
。
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
は
「
ま
っ
た
く
反
動
的

な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
誤
り

）
15
（

」
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
そ

こ
に
は
ま
た
、
過
去
か
ら
の
伝
統
の
中
に
保
持
さ
れ
て
き
た
最
良
の
価

値
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
正
義
と
人
間
性
の
基
礎
に
立
っ
て
、
近
代
社
会

を
建
設
し
よ
う
と
す
る
賞
賛
に
値
す
る
建
設
的
な
努
力
も
作
用
し
て
い

る
か
ら
で
」
あ
り
、
こ
れ
は
「
重
要
な
発
展
で
あ
る
」
と
ス
ミ
ス
は
評

価
す
る

）
16
（

。
わ
れ
わ
れ
の
判
断
で
は
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら

に
代
る
よ
う
な
も
の
が
何
か
な
け
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
社
会
は
実
際
に

は
前
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
程
度
の
共
通
の
士
気
と
人

を
駆
り
立
て
る
力
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
具
体
的
な
実
現
の
機
会
を

求
め
る
あ
る
種
の
実
際
的
な
理
想
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
最
良
の

社
会
的
な
い
し
は
国
民
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
机

上
の
プ
ラ
ン
に
終
わ
り
、
ア
ラ
ブ
人
の
生
活
は
夢
想
家
の
失
敗
に

留
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
胞
団
の
主
張
の
一
部
が
訴
え
る
力

を
も
つ
理
由
は
、
共
同
体
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
幾
つ
か
の
問
題
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に
対
し
て
前
述
の
よ
う
な
形
式
で
適
切
な
答
え
を
与
え
よ
う
と
し

て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
真
剣

に
取
り
組
む
意
志
を
も
っ
た
別
の
集
団
が
出
現
す
る
ま
で
は
、
い

く
ら
弾
圧
さ
れ
て
も
同
胞
団
は
存
続
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う

）
17
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
を
高
く
評
価
す
る
の
だ
が
、

同
時
に
そ
れ
は
二
つ
の
「
欠
陥
」
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
。
第
一
は
「
近

代
国
家
あ
る
い
は
そ
の
社
会
の
も
つ
現
実
の
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
を

解
決
す
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、
そ
れ
を
現
実
主
義
的
に
認
識
す
る
と
い

う
こ
と
が
嘆
か
わ
し
い
ほ
ど
み
ら
れ
な
い

）
18
（

」
こ
と
だ
と
い
う
。
ム
ス
リ

ム
同
胞
団
は
「
た
だ
保
守
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」
と
い
う
。

し
か
し
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

　

彼
ら
は
自
ら
所
有
し
経
営
す
る
近
代
工
業
を
自
分
た
ち
で
建
設

し
た
り
、
労
働
組
合
を
組
織
し
た
り
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
出

版
す
る
資
料
か
ら
は
、
近
代
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
責
任
あ
る
行
為
は
何
か
、
と
い
う
よ
り
錯
綜
し
た
問
題
に
対
す

る
理
解
が
見
ら
れ
な
い

）
19
（

。

　

こ
の
欠
陥
を
ス
ミ
ス
は
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
形
容
す
る
。

真
に
問
題
に
な
る
の
は
、
同
胞
団
に
は
、
自
分
た
ち
は
近
代
の
政

治
・
社
会
・
経
済
問
題
に
対
し
て
詳
し
い
答
え
を
出
す
す
べ
を
知

ら
な
い
、
と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
適
当
な
回
答
は
過
去
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は

ア
ズ
ハ
ル
大
学
が
出
す
も
の
だ
と
彼
ら
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
政
策
は
充
分
に
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
彼
ら
が
確
か
に
示
唆
し
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
そ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
歴
史
上
の
イ
ス
ラ
ム
は
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対

し
て
正
確
な
解
答
を
用
意
し
て
い
る
と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
い

る
。
現
実
に
対
し
て
よ
り
目
醒
め
た
他
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
、
近

代
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
倫
理
的
に
は
傲
慢

で
あ
る
と
同
時
に
、
実
際
的
に
は
悲
惨
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

）
20
（

。

　

ス
ミ
ス
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
も
う
一
つ
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
。
こ

ち
ら
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団

を
含
む
社
会
に
広
く
共
有
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
第
二
の

失
敗
は
こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
は
運
動
と
し
て

の
同
胞
団
の
失
敗
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
活
動
舞
台
と
な
っ
た

社
会
の
失
敗
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
社
会
は
、
も
は
や
暴
力
が
ほ
と

ん
ど
避
け
ら
れ
な
い
地
点
ま
で
悪
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
胞
団
が
そ
れ
を
救
済
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
、
そ
の
暴
力
に
機
会

を
与
え
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う

）
21
（

」
。

　

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
は
必
ず
し
も
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
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に
固
有
の
も
の
と
は
言
え
ず
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
そ
の
も
の
に
す
べ
て

の
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
ア
ラ
ブ
世
界
の
社

会
全
体
の
抱
え
た
問
題
を
反
映
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
指
摘
す
る
「
欠

陥
」
は
、
冷
戦
後
、
あ
る
い
は
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
後
の
ア
ラ
ブ
世
界
が

た
ど
っ
た
奇
跡
の
中
で
現
れ
た
政
治
的
・
思
想
的
課
題
と
、
ほ
ぼ
同
一

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
両
大
戦
間
期

の
ア
ラ
ブ
世
界
の
政
治
・
思
想
問
題
の
描
写
は
、
今
現
在
の
ア
ラ
ブ
世

界
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
全
く
不
思
議
が
な
い
も
の
で
あ

る
。

そ
こ
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
現
代

生
活
で
の
失
敗
に
立
ち
向
か
う
努
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
克
す

る
こ
と
に
は
成
功
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
幸
に
し
て
、
同
胞
団
の

あ
る
成
員
た
ち
、
さ
ら
に
は
彼
ら
に
同
調
し
た
り
、
ま
た
彼
ら
と

同
じ
道
を
た
ど
る
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
ム
の

再
確
認
は
、
納
得
の
い
く
よ
う
な
プ
ラ
ン
、
周
知
の
目
的
、
あ
る

い
は
せ
め
て
切
実
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
理
想
に
基
づ
く
建
設
的
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
感
情
の
は
け
口

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
永
い
間
、
貧
困
、
無
能
、
恐
怖
の
餌
食
と
な
っ

て
い
た
人
々
の
憎
悪
、
欲
求
不
満
、
虚
栄
、
破
壊
的
暴
力
の
表
現

で
あ
っ
た
。
近
代
的
世
界
に
は
も
う
飽
き
飽
き
し
て
い
る
人
々
の

不
満
は
、
す
べ
て
同
胞
団
の
よ
う
な
運
動
に
そ
の
行
動
と
充
足
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

）
22
（

。

　

非
民
主
主
義
的
な
政
治
支
配
者
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
た

れ
る
欧
米
的
な
自
由
主
義
者
と
、
民
主
的
だ
が
自
由
主
義
的
で
は
な
い

ム
ス
リ
ム
同
胞
団
な
ど
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
が
対
峙
す
る
と
い
う
の

が
、
ア
ラ
ブ
世
界
の
近
代
史
に
お
け
る
「
通
奏
低
音
」
と
も
言
え
る
基

本
構
図
。
冷
戦
後
の
唯
一
の
超
大
国
・
米
国
の
圧
倒
的
な
力
に
よ
る
中

東
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
こ
の
構
図
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四　
「
ま
だ
ら
状
の
秩
序
」―
―
分
裂
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明

　

フ
ク
ヤ
マ
の
描
い
た
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
お
い
て
も
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
勝
利
す
る
と
い
う
未
来
像
が
潰
え
た
と
す
れ
ば
、
勝
利
し

た
の
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
論
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
、
冷
戦
後
の
ア
ラ
ブ
世
界
の
政
治
と
思
想
、
そ
し
て
国
際
関
係
の
展

開
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
表
面
上
は
「
文
明
の
衝
突
」
論
は
優
勢
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
事
件
は
象
徴
的
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
選
挙

で
の
ハ
マ
ー
ス
の
勝
利
、
そ
し
て
二
〇
一
一
年
の
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
後

の
民
主
化
の
試
み
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
勝
利
な
ど
に
よ
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
基
づ
い
た
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
性
が
、
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民
主
的
な
制
度
の
元
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
有
効
性
を
示
し
、
そ
の
度

に
自
由
主
義
の
劣
勢
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
描
い
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
が
文
明
と
し
て
一
体
と
な
っ
て
欧
米
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
対
峙

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
言
説
は
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
勢
力
と
欧
米
の
保
守
派
の
双
方
に
お
い
て
一
定
の
否
定
で
き
な
い
強

い
影
響
力
を
保
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
東
の
実
態
を
正
確
に
写
し
取
っ

た
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
内
部
で
の
分
裂
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
社
会
の

内
部
に
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
過
激
主
義
と
穏
健
・
漸
進
主
義
の
対
立
が

存
在
し
て
お
り
、
イ
ラ
ン
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
覇
権
競
争
を
背
景
に

し
て
中
東
国
際
政
治
が
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ニ
派
に
大
ま
か
に
色
分
け
さ

れ
陣
営
が
分
か
た
れ
て
い
く
。
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
は
一
定
の
理
念
的

な
吸
引
力
を
中
東
各
地
に
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
強
く
対
峙

す
る
の
は
中
東
各
国
の
政
府
や
、
政
府
と
対
立
あ
る
い
は
距
離
を
置
く

非
国
家
主
体
（
ク
ル
ド
民
族
勢
力
な
ど
）
で
あ
る
。
「
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
」

に
共
通
す
る
政
治
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
見
出
し
に
く
く
、
一
つ
の
支

配
的
な
体
制
理
念
は
提
示
さ
れ
広
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

三
〇
年
に
及
ぼ
う
と
す
る
「
冷
戦
後
」
の
時
代
に
お
い
て
、
ア
ラ
ブ

世
界
に
徐
々
に
現
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
フ
ク
ヤ
マ
や
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の

説
が
一
面
的
に
通
用
す
る
秩
序
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
あ
る
い
は

宗
派
・
民
族
・
部
族
・
地
域
主
義
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
原
初
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
を
基
に
し
て
文
化
的
な
帰
属
意
識
の
対
象
を

再
構
成
し
よ
う
と
す
る
各
種
の
非
国
家
主
体
の
集
合
で
あ
る
。
そ
の
中

に
飛
び
地
の
よ
う
に
親
欧
米
的
あ
る
い
は
自
由
主
義
的
で
民
主
主
義
的

な
勢
力
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
「
ま
だ
ら
状
の
秩
序

）
23
（

」
と
呼
ん
で
も
い

い
か
も
し
れ
な
い
。
「
ま
だ
ら
状
の
秩
序
」
は
、
フ
ク
ヤ
マ
あ
る
い
は

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
的
な
一
様
な
秩
序
に
移
行
す
る
ま
で
の
過
渡
期
的
な
状

態
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
成
立
と

「
米
国
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
外
交
安
全
保
障
政
策
が
本
格
的
に
発
動
さ
れ

る
中
で
、
中
東
の
一
面
的
な
秩
序
化
を
外
側
か
ら
影
響
づ
け
る
米
国
の

圧
力
は
減
退
し
、
い
っ
そ
う
「
ま
だ
ら
状
の
秩
序
」
の
拡
散
と
持
続
を

も
た
ら
し
て
い
き
そ
う
で
あ
る
。

 

（
い
け
う
ち
・
さ
と
し
／
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

本
稿
は
二
〇
一
七
年
十
一
月
四
日
に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
社
会
思
想

史
学
会
二
〇
一
七
年
度
研
究
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
社
会
思
想
史
に
お
け

る
宗
教
」
で
行
っ
た
報
告
「
ア
ラ
ブ
社
会
思
想
史
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
―
―
革
新
と
復
古
の
力
学
」
の
主
要
部
分
、
特
に
冷
戦

後
社
会
思
想
史
の
枠
組
み
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

フ
ク
ヤ
マ
と
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
競
合
す
る
説
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の

評
価
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
池
内
恵
「
米
国
オ
バ
マ
政
権
末
期
に
お
け
る

イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
の
新
潮
流
―
―
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
の
衝
撃
を
受
け
て
」

『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
の
第
一
節
で
考
察
を
行
っ

て
お
り
、
本
稿
は
一
部
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
発
展
さ
せ
て
い
る
。
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（
3
） Francis Fukuyam

a, “T
he End of H

istory? ” T
he N

ational Interest, 
N

um
ber 16, Sum

m
er 1989, pp. 3-18.

（
4
） 

フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
『
歴
史
の
終
わ
り
』
上
・
下
巻
、
渡
部
昇
一
訳
、

三
笠
書
房
、
一
九
九
二
年
。

（
5
） Sam

uel P. H
untington, Th

e C
lash of C

ivilizations and the Rem
aking of 

W
orld O

rder, Sim
on &

 Schuster, 1996.

（
6
） 

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
『
文
明
の
衝
突
』
鈴
木
主
税
訳
、
集
英
社
、

一
九
九
八
年
。

（
7
） 

フ
ク
ヤ
マ
、
上
巻
、
九
七
―
九
八
頁
。
な
お
邦
訳
書
を
引
用
す
る
際
の
「
イ

ス
ラ
ム
」
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
の
表
記
は
邦
訳
書
に
準
拠
し
、
こ
の
論
文
内
で

統
一
を
図
っ
て
い
な
い
。
以
下
同
じ
。

（
8
） 

フ
ク
ヤ
マ
、
上
巻
、
九
八
頁
。

（
9
） 

フ
ク
ヤ
マ
、
上
巻
、
九
八
頁
。
フ
ク
ヤ
マ
の
記
述
の
論
理
矛
盾
に
つ
い
て

は
、
池
内
恵
「
米
国
オ
バ
マ
政
権
末
期
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
の
新
潮

流
」
を
参
照
。

（
10
） 

池
内
恵
「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
宗
教
改
革
は
必
要
か
、
そ
し
て
可
能
か
」

『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
』
第
一
二
号
、
二
七
―
三
二
頁
、
池
内
恵
「
『
啓

蒙
専
制
君
主
』
の
時
代
に
『
イ
ス
ラ
ー
ム
国
』
消
滅
後
の
中
東
」
『
季
刊
ア

ラ
ブ
』
二
〇
一
八
年
冬
号
・
通
巻
第
一
六
二
号
、
二
―
四
頁
。

（
11
） W

ilfred C
antw

ell Sm
ith, Islam

 in M
odern H

istory, Princeton 
U

niversity Press, 1957; 

ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス

『
現
代
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
』
（
中
村
廣
治
郎
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七

四
年
）
、
『
現
代
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
』
（
中
村
廣
治
郎
訳
、
中
公
文
庫
、
上
・

下
巻
、
一
九
九
八
年
）
。

（
12
） 

ス
ミ
ス
『
現
代
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
』
上
巻
、
一
〇
九
頁
。

（
13
） 

同
、
一
一
六
頁
。

（
14
） 

同
、
一
一
七
頁
。

（
15
） 

同
、
二
五
七
頁
。

（
16
） 

同
右
。

（
17
） 

同
右
。

（
18
） 

同
、
二
五
八
頁
。

（
19
） 

同
、
二
五
八
―
二
五
九
頁
。

（
20
） 

同
、
二
五
九
頁
。

（
21
） 

同
、
二
五
九
―
二
六
〇
頁
。

（
22
） 

同
、
二
六
〇
頁
。

（
23
） 

池
内
恵
『
シ
ー
ア
派
と
ス
ン
ニ
派
―
―
中
東
大
混
迷
を
解
く
』（
新
潮
選
書
、

二
〇
一
八
年
五
月
）
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ア
ラ
ブ
思
想
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
、
冷
戦
後
、
フ
ク
ヤ
マ
、
歴
史

の
終
焉
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
、
文
明
の
衝
突
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は
じ
め
に

　

社
会
思
想
史
学
会
の
方
々
に
と
っ
て
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
シ
ュ
マ

ン
の
『
情
念
の
政
治
経
済
学
』
（
原
著
一
九
七
七
年
出
版
）
は
、
古
典
と

い
う
よ
り
は
、
少
々
古
す
ぎ
る
本
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ

た
し
に
と
っ
て
は
非
常
に
示
唆
に
富
む
著
作
で
、
今
日
的
現
象
と
し
て

の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
も
有
意
義
と
思
わ
れ
る
の

で
、
ま
ず
は
こ
の
論
攷
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
問
い
は
、
古
代
中
世
を
通
じ
て
七
つ
の
大
罪
の
う

ち
も
っ
と
も
醜
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
「
貪
欲
」
な
い
し
「
金
銭
欲
」

（avarice

）
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
に
は
他
の
悪
し
き
情
念
を
抑
え

る
と
い
う
善
き
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
原
題
に
掲
げ
ら
れ
たTh

e Passions and the Interests

つ
ま
り
「
情
念
」

と
「
利
益
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は
、
か
つ
て
は
同
じ
範
疇
に
属
す
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
対
立
す
る
も
の
と
な
り
、
あ
ま
つ

さ
え
そ
の
一
つ
が
他
の
情
念
を
制
御
す
る
能
力
を
も
っ
た
善
な
る
衝
動

だ
、
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
書
は
、
そ
の
経
緯
を
ウ
ェ
ー

バ
ー
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
思
想
史
的
に
跡
づ
け
て
お
り
、
ま
こ
と
に

ス
リ
リ
ン
グ
で
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
議
論
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
情
念
」
と
「
利
益
」

と
い
う
二
つ
の
言
葉
で
あ
る
。
各
々
別
の
理
由
で
興
味
深
い
の
だ
が
、

最
初
に
「
情
念
」
に
つ
い
て
、
次
に
「
利
益
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

〈
特
集
〉
社
会
思
想
史
に
お
け
る
宗
教　

〈
論
文
〉

代
替
宗
教
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

森
本
あ
ん
り
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一　

情
念
の
氾
濫

　

ま
ず
「
情
念
」
で
あ
る
が
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
利
益
に
よ
っ

て
情
念
を
押
さ
え
込
む
、
と
い
う
近
代
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
資
本
主

義
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
現
在
の
人
間
像
の
理
想
が
か
つ
て
と
正
反
対
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
、と
い
う
事
情
が
あ
る
。
か
つ
て
情
念
に
溢
れ
た
「
豊

か
な
人
間
性
」
は
、
危
険
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
近
代

の
入
り
口
に
立
っ
た
経
済
的
人
間
は
、
ひ
た
す
ら
合
理
的
に
計
算
可
能

な
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
悪
し
き
情
念
を
抑

え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
利
益
追
求
は
、
た
と
え
単
調
で

一
面
的
で
は
あ
っ
て
も
、
性
欲
や
権
力
欲
と
い
っ
た
余
分
な
情
念
に
心

を
奪
わ
れ
る
暇
を
与
え
な
い
こ
と
で
、
無
害
で
ま
っ
と
う
な
人
間
を
作

る
―
―
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
資
本
主
義
が
発
達
し
て
み
る
と
、
利
益
追
求
と

そ
の
結
果
得
ら
れ
た
経
済
成
長
は
、
む
し
ろ
他
の
情
念
を
刺
激
し
て
、

抑
え
る
ど
こ
ろ
か
爆
発
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た

）
1
（

。
貧
富
の
差
は

拡
大
し
、
人
び
と
は
第
一
次
的
な
生
活
基
盤
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
根
無

し
草
の
よ
う
に
漂
流
す
る
孤
独
な
大
衆
と
な
り
、
そ
し
て
周
期
的
な
不

況
と
構
造
的
な
失
業
に
見
舞
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
人
び
と
は
ま
す
ま

す
怒
り
、
失
望
し
、
疎
外
さ
れ
、
恨
み
つ
ら
み
と
い
っ
た
情
念
を
暴
力

的
に
膨
ら
ま
せ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
の
底

流
を
形
作
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
門
外
漢
で
あ
る
わ
た
し
の
読
み
な
の
で
、
専
門
の

方
々
か
ら
見
る
と
と
ん
で
も
な
い
誤
解
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
り
わ
け
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

跳
梁
が
、
資
本
主
義
の
発
展
期
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
成
熟
期
な

い
し
調
整
期
に
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
で
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象

が
発
生
し
た
歴
史
的
な
基
礎
与
件
を
理
解
す
る
助
け
に
は
な
る
は
ず
で

あ
る
。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
発
生
経
路
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
特
に
そ
れ
を

社
会
思
想
史
と
い
う
文
脈
で
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
情
念
」
と
い

う
も
の
の
位
置
づ
け
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
一
つ
の
焦
点
に
な
ろ
う
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
政
治
の
構
造
や
経
済
の
指
標
か
ら
説
明
で
き
る
こ

と
も
多
い
が
、
わ
た
し
は
人
間
の
心
の
動
き
に
関
心
を
も
つ
。
人
間
は
、

常
に
合
理
的
な
判
断
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
昨
今
に
行
わ

れ
た
内
外
の
選
挙
や
国
民
投
票
の
結
果
に
よ
っ
て
、
特
に
強
く
印
象
づ

け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
富
裕
層
へ
の
減
税
と
社
会
福
祉
の
削
減
を
掲

げ
る
候
補
者
が
、
な
ぜ
低
所
得
者
の
多
大
な
支
持
を
集
め
る
の
か
。
あ

る
い
は
、
将
来
世
代
に
膨
大
な
借
金
を
押
し
つ
け
る
政
策
を
進
め
る
党

が
、
な
ぜ
若
者
世
代
に
支
持
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
に
理
性
的
判
断
の
欠

如
を
託
つ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
な
い
も
の
を
問
題
視
す
る
よ
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り
も
、
む
し
ろ
そ
こ
に
溢
れ
出
る
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
何
か
を
理
解
す

る
こ
と
の
方
が
大
事
で
は
な
い
か
。
彼
ら
を
突
き
動
か
し
て
い
る
情
念

の
作
用
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
著
書
に
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
同
様

の
文
脈
で
注
目
し
て
い
る
。
彼
の
著
作
は
、
ま
さ
に
『
政
治
と
情
念
』

（Politics and Passion
）
と
題
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
今
回
は
そ
れ
に
触
れ

る
余
裕
が
な
い

）
2
（

。

　

そ
も
そ
も
、
「
情
念
に
溢
れ
る
」
な
ど
と
い
う
人
生
を
送
る
こ
と
が

可
能
な
の
は
、
近
代
以
前
の
人
間
観
に
と
っ
て
は
、
十
分
な
経
済
的
ゆ

と
り
を
も
っ
た
、
ご
く
一
部
の
貴
族
だ
け
の
話
で
あ
っ
た
。
日
々
の
暮

ら
し
を
生
き
る
の
に
精
一
杯
だ
っ
た
一
般
大
衆
に
は
、
情
念
の
豊
か
さ

な
ど
無
縁
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
も
、
「
日
常
の
必
要
が
満
た
さ

れ
て
こ
そ
、
人
は
栄
誉
と
昇
進
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
」
と
書
い
て
い

る
）
3
（

。
こ
れ
を
逆
に
読
む
と
、
情
念
の
氾
濫
と
い
う
事
態
は
、
大
多
数
の

人
び
と
が
ご
く
基
本
的
な
生
活
の
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
現
代
と
い
う
時
代
に
こ
そ
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
、
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
戦
後
す
ぐ
の
窮

乏
期
に
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
、
い
っ
た
ん
経
済
成
長
が
始
ま
る
と
、

普
通
の
人
間
も
情
念
中
心
の
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
唯
一
読
み
が

外
れ
た
の
は
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
分
析
の
と
お
り
、
利
益
追
求
が
無
害

で
、
他
の
情
念
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
初
期
資
本
主
義
の

目
論
見
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
窮
乏
期
か
ら
成
熟
期
ま
で
の

時
間
差
は
、
先
ほ
ど
の
わ
た
し
の
懸
念
を
少
し
ば
か
り
和
ら
げ
て
く
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
資
本
主
義
の
発
達
が
一
巡
し
て
、

当
初
の
目
論
見
が
頓
挫
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
現
代
に
こ
そ
勃
興

す
る
定
め
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二　

存
在
論
的
な
参
与
の
希
求

　

し
か
し
、
「
情
念
と
利
益
」
と
い
う
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
対
比
で
わ
た

し
が
さ
ら
に
強
く
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
、
も
う
一
つ
の
「
利
益
」
と

訳
さ
れ
たinterest

と
い
う
言
葉
の
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
が

読
ん
で
き
た
十
七
―
十
八
世
紀
の
神
学
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
言

葉
だ
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
自
身
、
十
六
世
紀
後
半
の
西
欧
に

お
い
て
、
こ
の
言
葉
は
「
個
人
の
物
質
的
な
幸
福
」
だ
け
を
指
す
の
で

は
な
く
、
「
人
間
の
願
望
全
体
」
を
意
味
し
て
い
た
、
と
指
摘
し
て
い

る
）
4
（

。
た
し
か
に
そ
れ
は
正
し
い
の
だ
が
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
そ
れ
以
上

の
明
確
な
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
で
は
「
個
人
の
物
質
的
な
幸
福
を

超
え
た
願
望
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
そ
れ
は
、
「
精
神
的
な
幸
福
」

つ
ま
り
宗
教
的
な
願
望
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
言
葉
でinterest

と
言

え
ば
、
そ
れ
は
「
救
い
へ
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
の
研
究
の
出
発
点
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
と
い
う

初
期
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
神
学
者
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
ピ
ュ
ー
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リ
タ
ン
に
と
っ
て
、interest

は
格
別
な
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
っ
た
。

今
日
で
は
、
「
利
子
」
「
利
益
」
と
い
う
経
済
的
な
意
味
を
別
に
す
る
と
、

イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
は
「
関
心
や
興
味
」
（a feeling of concern or 

curiosity
）
と
い
う
主
観
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
認
識
論
の
分
野
に
属
す
る

言
葉
だ
が
、
こ
れ
は
よ
う
や
く
十
八
世
紀
末
に
な
っ
て
か
ら
現
れ
た
意

味
で
あ
る
。
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、“interest ”

の
最
初
の
用
例
は
十
五
世
紀
半
ば
に
遡
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
「
あ
る

も
の
に
客
観
的
に
関
与
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
（being objectively 

concerned

）
で
あ
っ
た
。
認
識
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
論
の
範
疇

に
属
す
る
言
葉
で
あ
る
。
「
関
与
」
と
い
う
よ
り
、「
参
与
」（participate

）

と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
あ
る
も
の
に
存
在
論
的
に
参
与
し
（take part

）
、

そ
の
一
部
と
な
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
参
与
」
の
内
容
は
、
明

確
に
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
霊
的
な
特
権
や
権
原
」

（right or title to spiritual privileges

）
を
も
つ
、と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
イ

ン
タ
レ
ス
ト
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
何
か
に
興
味
を
も
つ
」
と

い
う
主
観
的
な
意
味
で
は
な
く
、
「
宗
教
的
な
幸
福
の
源
泉
に
存
在
論

的
に
参
与
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
的
に
言
う
と
、

た
と
え
ば
「
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
も
つ
」
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
与
る
存
在
と
な
る
」
こ
と
で
あ
る

）
5
（

。

　

今
日
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
「
イ
ン
タ
レ
ス
ト
」
は
、
カ
ネ
で
は
な
い
。

金
銭
欲
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
言
う
と
お
り
、
「
個

人
の
物
質
的
な
幸
福
」
を
超
え
た
願
望
で
あ
り
、
社
会
参
加
と
し
て
の

interest

で
あ
る
。
単
に
興
味
や
関
心
を
も
つ
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ

に
自
分
も
存
在
論
的
な
関
与
を
も
ち
た
い
、
と
い
う
願
望
の
表
現
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
分
も
社
会
に
関
わ
り
を
も
ち
た
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

わ
た
し
は
こ
こ
に
、
宗
教
的
なpassion

を
看
取
す
る
。
宗
教
と
い
っ

て
も
、
こ
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
特
定
の
名
前
を
も
っ
た
歴
史
的
宗
教
の

あ
れ
こ
れ
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
ご
理
解
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
社

会
思
想
史
学
会
な
の
で
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
的
な
宗
教
理
解
」
と
し
て
お

き
た
い
。
わ
た
し
は
「
社
会
そ
の
も
の
が
宗
教
で
あ
る
」
と
ま
で
は
言

わ
な
い
が
、
宗
教
に
は
神
や
仏
な
ど
の
聖
な
る
崇
拝
の
対
象
が
ど
う
し

て
も
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
自
分
よ
り
大
き
な
も

の
へ
の
献
身
の
感
覚
が
あ
り
、
そ
れ
を
確
認
し
強
化
す
る
た
め
の
儀
礼

や
象
徴
が
あ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
程
度
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
るinterest

を
「
情
念
」

passion

と
い
う
言
葉
で
大
括
り
に
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ
の
志

向
性
に
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
典
的
な
意
味
の

passion

は
、
野
心
で
あ
る
と
か
、
名
誉
欲
や
権
力
欲
、
あ
る
い
は
性

欲
と
い
っ
た
、
か
な
り
特
定
の
志
向
性
を
も
っ
た
情
念
だ
が
、
わ
た
し

が
こ
こ
で
「
宗
教
的
熱
情
」
と
い
う
の
は
、
志
向
性
か
ら
す
る
と
、
か
っ

こ
つ
き
の
「
正
義
」
を
求
め
る
熱
情
で
あ
り
、
正
統
な
社
会
参
加
を
求

め
る
熱
情
で
あ
る
。
あ
え
て
「
情
念
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
な
ら
、

「
社
会
的
な
認
知
要
求
」
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
支
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え
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
匿
名
の
ま
ま
、
「
認
知
さ
れ
な
い
」
ま
ま
で

発
言
し
た
い
人
び
と
な
の
で
、
少
し
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
衝
く
民
主
主
義
の
間
隙

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
国
内
外
で
多
く
の
論
考
が
著

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
で
あ
ま
り
そ
の
定
義
や
輪
郭
に
時
間
を
か

け
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
に
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
や
ム
フ
の
よ
う
に
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
リ
ベ
ラ
ル
民
主
主
義
に
対
す
る
闘
争
的
な
理
念
と
し

て
掲
げ
、
既
存
の
体
制
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
人
び
と
に
政
治
的
な
発

言
権
を
与
え
る
役
割
を
期
待
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
他
方
に
は
、
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
を
現
代
民
主
主
義
に
お
け
る
病
理
や
影
、
あ
る
い
は
深
刻
な
脅

威
と
み
な
す
も
の
も
あ
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
民

主
主
義
の
拡
大
期
に
は
こ
れ
を
後
押
し
す
る
勢
力
と
な
り
、
民
主
主
義

の
成
熟
期
に
は
逆
に
破
壊
的
な
反
動
勢
力
と
も
な
り
得
る
。
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
の
政
治
的
信
条
も
多
様
で
あ
る
。
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
排
外

主
義
と
国
粋
主
義
が
目
立
つ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
キ
ュ
パ
イ
運
動
や
サ

ン
ダ
ー
ス
候
補
の
支
持
者
は
左
翼
の
漸
進
主
義
で
あ
っ
た
し
、
中
南
米

の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
そ
の
多
く
が
反
帝
国
主
義
と
反
自
由
市
場
を
伴
っ

た
社
会
主
義
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
こ
う
し
た
特
定
の
困
難
さ
に
こ
そ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
固
有

な
特
徴
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
大
学
の
政
治
学
者
カ
ス
・

ミ
ュ
デ
ら
の
指
摘
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
そ

も
そ
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
理
念
の
厚
み
が
存
在
し
な
い

）
6
（

。
従
来
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
全
体
主
義
に
せ
よ
共
産
主
義
に
せ
よ
、
政
治
や
経
済

か
ら
文
化
や
芸
術
に
至
る
ま
で
、
社
会
全
体
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
き
出

そ
う
と
す
る
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
全
体
的
な
将
来
構
想

を
も
た
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
、
「
雇
用
」
「
移
民
」
「
テ
ロ
」
な
ど
、

そ
の
時
点
で
そ
の
社
会
が
も
つ
特
定
の
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
限
定
し

た
語
り
か
け
の
言
説
の
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
、

あ
れ
こ
れ
の
不
特
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
仮
託
し
て
世
界
観
的
な
厚
み
の

欠
如
を
繕
お
う
と
試
み
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
の
結
び
つ
き
に
方
向
性

や
一
貫
性
は
な
く
、
借
用
物
は
時
と
場
合
に
応
じ
て
自
由
に
変
幻
す
る

結
果
と
な
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
概
念
的
に
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
の

は
、
こ
の
融
通
無
碍
な
性
格
の
ゆ
え
で
あ
る
。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
蔓
延
が
社
会
を
分
断
す
る
結
果
と
な
る
の
も
、
同

じ
理
屈
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
は
、
特
定
の
狭
い
政
治
的
ア
ジ
ェ
ン

ダ
に
対
す
る
賛
成
か
否
か
で
有
権
者
を
二
分
し
、
社
会
に
多
元
的
な
価

値
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い

）
7
（

。
特
に
重
要
な
の
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス

ト
が
こ
の
社
会
の
分
断
に
道
徳
的
な
善
と
悪
を
明
快
に
割
り
振
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
投
票
に
よ
る
過
半
数
を
握
っ
た
時
点
で
、
彼
ら
は
全

国
民
の
代
表
者
と
な
り
、
民
主
主
義
の
正
統
性
を
ま
と
っ
た
善
の
体
現

者
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
反
対
す
る
者
は
、
す
べ
て
不
道
徳
で
腐

敗
し
た
既
得
権
益
層
で
あ
り
、
国
民
の
敵
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
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に
な
る
。
ト
ル
コ
の
エ
ル
ド
ア
ン
首
相
の
名
台
詞
に
、“W

e are the 

people. W
ho are you? ”

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
権
化
で
あ
る
。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
社
会
の
多
元
性
を
嫌
悪
す
る
の
も
、
同
じ
原
理
に

基
づ
い
て
い
る
。
一
つ
の
社
会
に
複
数
の
中
心
を
置
い
て
権
力
を
分
散

さ
せ
、
人
種
や
階
層
や
性
差
な
ど
に
よ
る
特
定
の
集
団
が
覇
権
を
握
ら

ぬ
よ
う
配
慮
す
る
の
は
、
多
元
主
義
が
培
っ
て
き
た
知
恵
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
う
し
た
チ
ェ
ッ
ク
＆
バ
ラ
ン
ス
の
シ
ス
テ
ム
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス

ト
に
と
っ
て
は
鬱
陶
し
い
も
の
で
し
か
な
い
。
自
分
は
人
び
と
の
全
面

的
な
支
持
を
得
て
善
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
自
分
の
手
を

縛
る
不
当
な
制
約
だ
と
映
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
部
分
が
全
体

を
僭
称
す
る
と
い
う
、
宗
教
的
な
異
端
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
ま

ま
再
生
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
今
回
は
こ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い

）
8
（

。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
容
易
に
権
威
主
義
へ
と
転
じ
、
野
党
や
メ
デ
ィ
ア

や
司
法
と
い
っ
た
批
判
的
機
能
を
封
殺
し
よ
う
と
す
る
の
も
、
全
体
性

主
張
の
論
理
か
ら
す
る
と
当
然
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ル
ル
ス
コ
ー

ニ
元
首
相
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
な
い
裁
判
官
が
「
赤
い
法
服
」
（
左

翼
主
義
）
を
纏
っ
て
自
分
の
邪
魔
を
す
る
、と
い
う
批
判
を
繰
り
返
し
た
。

発
足
し
た
ば
か
り
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
も
、
特
定
宗
教
を
狙
い
撃
ち
に
し

た
入
国
禁
止
の
大
統
領
令
を
出
し
、
連
邦
裁
判
所
が
そ
れ
を
差
し
止
め

る
と
、
裁
判
官
へ
の
侮
蔑
や
司
法
の
独
立
に
対
す
る
不
満
を
露
わ
に
し

た
。

　

カ
ス
・
ミ
ュ
デ
ら
の
言
葉
で
言
え
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
リ
ベ
ラ

ル
な
民
主
主
義
に
内
在
す
る
本
来
的
な
緊
張
、
す
な
わ
ち
多
数
決
支
配

と
少
数
者
擁
護
と
の
間
に
あ
る
緊
張
に
つ
け
込
み
、
こ
れ
を
最
大
限
に

悪
用
す
る
ゲ
ー
ム
を
展
開
す
る

）
9
（

。
民
主
主
義
の
ベ
ア
ミ
ニ
マ
ム
（
必
要

最
低
限
の
要
素
）
と
い
え
ば
、
人
民
主
権
と
多
数
決
支
配
に
よ
る
民
衆

の
自
己
支
配
で
あ
る
。
だ
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
で
は
、
そ
れ
以

外
に
も
基
本
的
人
権
の
尊
重
や
少
数
者
の
擁
護
の
よ
う
に
必
須
と
さ
れ

る
要
素
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
数
決
支
配
が
「
多
数
決
の
専
制
」
と
化

さ
ぬ
よ
う
に
、
報
道
の
自
由
や
内
面
の
自
由
と
い
っ
た
追
加
的
要
素
に

よ
り
、
少
数
者
の
権
利
を
も
同
時
に
擁
護
す
る
配
慮
が
必
要
と
な
る
の

で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
こ
の
間
に
あ
る
緊
張
を
衝
く
。
す
な
わ
ち
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
攻
撃
す
る
の
は
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
で
あ
り
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
目
指
す
社
会
は
非
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
で
あ
る
。
社

会
思
想
史
に
通
暁
し
た
方
々
に
は
、
こ
こ
で
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

名
前
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

四　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
反
知
性
主
義

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
し
ば
し
ば
反
知
性
主
義
と
一
体
に
な
っ
て
発
現

す
る
。
ど
ち
ら
も
、
既
成
の
権
力
や
体
制
派
の
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
大

衆
の
反
感
を
梃
子
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト

は
、
服
装
か
ら
言
葉
遣
い
に
至
る
ま
で
、
あ
く
ま
で
も
自
分
が
専
門
家
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集
団
の
外
部
に
立
つ
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
プ
ロ
の

政
治
家
は
み
な
腐
敗
し
た
権
力
構
造
の
虜
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
陰
謀
を
め

ぐ
ら
せ
て
既
得
権
益
を
守
ろ
う
と
す
る
が
、
素
朴
な
民
衆
は
い
つ
も
騙

さ
れ
て
搾
取
さ
れ
る
被
害
者
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
こ
そ
そ
う
い
う
民

衆
の
利
益
代
表
者
だ
、と
い
う
想
定
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
や
反
知
性
主
義
の
拡
大
に
養
分
を
与
え
て
い
る
の
は
、
情
報
の

氾
濫
し
た
現
代
社
会
に
特
有
の
陰
謀
論
で
あ
る
。
「
反
知
性
主
義
」
を

最
初
に
論
じ
て
そ
の
名
付
け
親
と
な
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
フ
ス
タ
ッ

タ
ー
は
、
そ
の
す
ぐ
翌
年
に
「
ア
メ
リ
カ
政
治
に
お
け
る
パ
ラ
ノ
イ
ア

傾
向
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
こ
の
陰
謀
論
の
根
深
さ
に
注
意
を
喚

起
し
て
い
る

）
10
（

。

　

イ
ギ
リ
ス
で
E 

U
離
脱
を
主
導
し
た
独
立
党
の
ナ
イ
ジ
ェ
ル
・
フ
ァ

ラ
ー
ジ
党
首
は
、
パ
ブ
で
ビ
ー
ル
を
飲
む
姿
を
公
開
し
て
、
自
分
が
一

般
大
衆
の
側
に
立
つ
「
平
民
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ト
ラ
ン
プ

氏
が
選
挙
期
間
中
に
よ
く
赤
い
野
球
帽
を
被
っ
て
い
た
の
も
、
こ
れ
と

同
じ
戦
術
と
い
え
る
。
ア
メ
リ
カ
的
な
文
化
象
徴
体
系
に
お
い
て
は
、

野
球
帽
を
被
る
こ
と
に
は
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
反

イ
ン
テ
リ
」
で
「
反
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
」
と
い
う
立
ち
位
置

の
宣
言
で
あ
り
、
自
分
は
小
難
し
い
議
論
を
す
る
堅
苦
し
い
エ
リ
ー
ト

で
は
な
く
、
「
打
ち
解
け
た
」
「
話
の
わ
か
る
」
大
衆
の
味
方
だ
、
と
い

う
ア
ピ
ー
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
反
知
性
主
義
の
起
爆
力
は
、
こ
こ
で

も
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
ト
ラ
ン
プ
の
あ
の
赤
い
帽
子
は
、
ト
ー
テ
ム
と
考
え
る

の
が
適
切
で
あ
る

）
11
（

。
ト
ー
テ
ム
と
は
、
特
定
の
部
族
や
集
団
の
一
体
性

を
明
示
す
る
宗
教
的
な
象
徴
物
で
あ
る
。
ト
ー
テ
ム
の
多
く
は
身
近
な

動
物
や
植
物
か
ら
と
ら
れ
る
が
、
と
き
に
人
工
物
が
ト
ー
テ
ム
と
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
ト
ー
テ
ム
に
は
、
彼
ら
の
神
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

D
onald Trum

p

で
あ
る
。
彼
ら
の
信
条
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、“M

ake Am
erica G

reat Again ”

で
あ
る
。
こ
の
ト
ー

テ
ム
に
属
す
る
人
び
と
は
、
あ
の
帽
子
を
被
っ
て
、
集
団
へ
の
強
い
帰

属
感
に
心
か
ら
満
た
さ
れ
る
。
か
り
に
も
し
、
ト
ラ
ン
プ
族
で
な
い
人

が
あ
の
帽
子
を
被
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
な
ら
、
強
い
心
理
的
な
抵
抗

を
感
じ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
的
な
拒
否
感
で
あ
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
の
支
持
者
集
会
は
、
ど
こ
で
も
感
情
的
な
ボ
ル
テ
ー
ジ
が

高
い
。
一
触
即
発
、
と
い
う
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
こ
へ
彼

ら
の
神
が
演
説
に
現
れ
る
と
、
そ
の
ほ
ん
の
小
さ
な
言
葉
で
、
さ
ら
に

大
き
な
感
情
的
チ
ャ
ー
ジ
を
得
る
。
あ
た
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
礼

拝
に
出
て
す
ば
ら
し
い
説
教
を
聞
い
た
時
の
よ
う
に
で
あ
る
。

　

ト
ー
テ
ム
は
、
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
危
険
な
も
の
で
あ

る
。
人
を
夢
中
に
さ
せ
る
魅
力
を
も
つ
と
同
時
に
、
恐
怖
に
陥
れ
る
力

を
も
つ
。
彼
ら
は
、
同
一
ト
ー
テ
ム
に
属
す
る
人
び
と
を
守
り
、
別
の

ト
ー
テ
ム
に
属
す
る
人
び
と
を
排
除
す
る
。
彼
ら
の
う
ち
に
部
外
者
が

入
り
込
も
う
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
な
タ
ブ
ー
の
侵
犯

で
あ
り
、
ケ
ガ
レ
を
感
じ
さ
せ
て
、
八
つ
裂
き
に
せ
ん
ば
か
り
の
怒
り
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を
引
き
起
こ
す
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
ほ
と
ん
ど
ト
ー
テ
ム
中
心
の
部
族

社
会
に
逆
戻
り
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
神
は
強
大
な
力
を

も
っ
て
い
る
。
本
人
の
言
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
五
番
街

の
ど
真
ん
中
で
銃
を
撃
っ
て
人
を
殺
し
て
も
、
彼
の
人
気
が
下
が
る
こ

と
は
な
い
。
ま
さ
に
彼
は
、
こ
の
世
の
法
秩
序
を
超
越
し
た
、
人
間
世

界
の
上
に
立
つ
宗
教
的
な
象
徴
で
あ
り
、
ア
イ
コ
ン
で
あ
る
。
「
ア
イ

コ
ン
」
と
い
う
よ
り
、
東
方
的
に
「
イ
コ
ン
」
と
読
ん
だ
方
が
ふ
さ
わ

し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
こ
の
赤
い
帽
子
は
、
ト
ー
テ
ム
そ
の
も
の
な
の
で
、
聖
な
る

オ
ー
ラ
を
宿
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
わ
れ
て
い
な
い
時
は
、
侵

す
べ
か
ら
ざ
る
祭
壇
の
上
に
お
ご
そ
か
に
安
置
さ
れ
て
い
る

）
12
（

。

五　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
見
る
宗
教
的
情
念

　

冒
頭
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
今
日
的
な
蔓
延
を
理
解

す
る
に
は
、
そ
こ
に
表
出
さ
れ
た
人
び
と
の
強
い
情
念
を
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
。な
ぜ
良
識
あ
る
普
通
の
市
民
が
、
い
と
も
た
や
す
く
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
波
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
を
単
に
強
烈
な
指
導
者
に
踊
ら
さ
れ
た
愚
か
な
大
衆
の
反
動
と
し

て
片
づ
け
て
い
る
限
り
、
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

わ
た
し
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
も
つ
熱
情
は
、
本
質
的
に
は
宗
教
的

な
熱
情
と
同
根
で
あ
る
と
考
え
る
。
か
つ
て
、
社
会
的
な
不
正
義
を
是

正
し
よ
う
と
思
っ
た
人
び
と
は
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
か
。
教

会
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
公
民
権
運
動
を
指
導
し
た
キ
ン
グ
牧
師
も

そ
う
で
あ
っ
た
し
、
オ
バ
マ
氏
も
シ
カ
ゴ
で
教
会
を
ベ
ー
ス
に
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
教
会
や
寺
院
は
、
社
会
正
義
を
求

め
る
人
び
と
に
共
通
の
活
動
拠
点
を
提
供
し
、
人
び
と
は
そ
こ
に
自
分

の
熱
情
を
集
団
的
に
表
現
で
き
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
見
い
だ
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
既
成
宗
教
が
弱
体
化
し
た
現
在
、
教
会
や
寺
院
は
、

個
々
人
の
発
言
を
集
約
し
て
有
効
な
社
会
的
運
動
と
な
す
と
い
う
機
能

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
う
い
う
情
熱
の
表
現
に
代
替

的
な
手
段
を
与
え
て
い
る
の
が
、
現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
代
替
宗
教
で
あ
る
。
宗
教
で
あ
る
だ
け

に
、
原
理
主
義
的
な
性
格
を
示
し
や
す
く
、
単
純
な
善
悪
二
元
論
に
も

陥
り
や
す
い
。
政
治
と
は
本
来
、
妥
協
と
調
整
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、
一
方
的
な
善
の
体
現
者
も
い
な
け
れ
ば
、
一
方
的
な
悪
の
体
現

者
も
い
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
全
国
民
の
「
声
な
き
声
」
を
代
弁

す
る
立
場
を
ま
と
う
と
、
彼
ら
の
闘
争
に
は
「
悪
に
対
す
る
善
の
闘
争
」

と
い
う
宇
宙
論
的
な
意
義
が
付
与
さ
れ
、
に
わ
か
に
宗
教
的
な
二
元
論

の
様
相
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
だ
か
ら
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
発
言
は
、

妥
協
を
許
さ
な
い
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
原
理
主
義
へ
と
容
易
に
転
化

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

市
井
の
人
び
と
も
こ
れ
を
歓
迎
す
る
。
善
悪
二
元
論
的
な
世
界
理
解
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は
、
日
頃
抱
い
て
い
る
不
満
や
怒
り
を
、
た
と
え
争
点
と
は
事
実
上
無

関
係
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
集
約
さ
せ
て
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
び
と
は
、
自
分
に
も
意
義
あ
る
主
体
的
な
世

界
参
加
の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ハ
ー

シ
ュ
マ
ン
の
言
う
古
典
的
な
「
イ
ン
タ
レ
ス
ト
」
す
な
わ
ち
「
個
人
の

物
質
的
な
幸
福
」
を
超
え
た
願
望
で
あ
り
、
自
分
を
超
え
た
よ
り
大
き

な
世
界
へ
の
「
参
与
」
の
実
現
で
あ
る
。
か
つ
て
人
び
と
は
、
礼
拝
で

キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
与
り
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
通
し
て
、
小
さ
な
自
分

の
世
界
を
超
え
た
存
在
の
根
拠
に
与
っ
た
。
そ
こ
で
神
と
の
つ
な
が
り

を
感
じ
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
じ
よ
う
に
今
、
人
び
と
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
自
分
を
超
え

る
広
い
世
界
へ
有
意
義
に
参
与
す
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

の
提
供
す
る
恵
み
に
与
り
、
彼
ら
の
神
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
て
満
た

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
、
単
に
正
義
や
平
等
と
い
う
お
題
目
を
掲
げ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
疑
い
も
な
く
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
堪
能
し
て
い
る
。
そ
れ
を
主

張
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
部
と
な
る
こ
と
、
自
分
が
正
し
い
と
信

ず
る
側
の
一
員
と
な
り
、
そ
の
正
義
の
一
部
を
自
分
も
体
現
し
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
わ
た
し
の
言
葉
で
言
え
ば
、
彼

ら
は
「
正
統
性
」
の
感
覚
を
堪
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
は
、
一
般
市
民
に
「
正
統
性
」
の
意
識
を
抱
か
せ
、
そ
れ
を
堪
能
す

る
機
会
を
与
え
る
。
「
正
統
」
は
、
本
来
な
ら
常
に
批
判
や
挑
戦
を
受

け
る
立
場
だ
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
波
に
の
る
人
び
と
は
、
匿
名
で
あ

る
ま
ま
に
、
つ
ま
り
自
分
は
攻
撃
を
受
け
ず
に
い
ら
れ
る
安
全
な
立
場

に
い
な
が
ら
、
こ
の
正
統
性
意
識
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
抗
い
が
た
い
魅
力
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
中
南
米
に
お
い
て
は
、
無
責

任
な
放
漫
経
済
に
対
す
る
人
び
と
の
怒
り
を
背
景
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、

最
近
で
は
個
人
的
な
リ
ー
ダ
ー
が
党
組
織
な
ど
の
伝
統
的
な
意
見
集
約

機
能
を
媒
介
と
せ
ず
、
直
接
大
衆
に
訴
え
か
け
て
支
持
を
得
る
、
と
い

う
政
治
手
法
を
特
徴
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昨
今
の
日
本
の
選
挙
で

も
こ
の
よ
う
な
兆
候
が
見
ら
れ
る
。
特
定
個
人
の
人
気
に
あ
や
か
っ
て

大
量
の
候
補
者
を
擁
立
し
た
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
そ
の
「
希
望
」
は

急
速
に
し
ぼ
ん
で
い
っ
た
。
上
が
る
も
下
が
る
も
、
特
定
個
人
の
言
葉

ひ
と
つ
で
動
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

先
日
の
『
朝
日
新
聞
』
「
耕
論
」
で
宇
野
重
規
氏
が
使
わ
れ
た
「
一

人
政
党
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
の
事
態
を
指
し
て
い
る

）
13
（

。
小
泉

純
一
郎
、
橋
下
徹
、
あ
る
い
は
小
池
百
合
子
、
と
い
う
特
定
個
人
の
知

名
度
が
あ
れ
ば
、
あ
と
は
他
に
ど
ん
な
候
補
者
が
集
ま
ろ
う
と
、
ど
ん

な
政
策
綱
領
が
掲
げ
ら
れ
よ
う
と
、
さ
し
て
話
題
に
な
ら
な
い
。
こ
こ

に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
が
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
政
策
論
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議
は
後
回
し
に
な
り
、
単
な
る
人
気
投
票
の
よ
う
な
選
挙
で
政
治
家
が

選
ば
れ
る
結
果
と
な
る
。
個
人
の
カ
リ
ス
マ
に
頼
れ
ば
、
組
織
は
長
続

き
し
な
い
。
政
党
政
治
は
、
時
間
を
か
け
て
次
代
の
政
権
を
担
う
人
材

を
育
て
上
げ
て
ゆ
く
制
度
だ
が
、
そ
う
い
う
努
力
は
全
部
端
折
ら
れ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
個
人
は
必
ず
交
代
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
来

る
。
そ
し
て
後
継
者
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
後
に
は
何
も
残
ら
な
い
。

古
典
的
な
カ
リ
ス
マ
と
制
度
の
問
題
構
成
で
あ
る
。

　

実
は
、
こ
の
経
緯
は
、
こ
れ
ま
で
数
世
紀
を
か
け
て
宗
教
団
体
に
起

き
て
き
た
こ
と
と
並
行
的
で
あ
る
。
近
代
に
入
り
、
宗
教
は
教
会
と
い

う
中
間
媒
体
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
個
々
人
が
直
接
神
と
結
び
合
う

と
い
う
形
態
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
会
は
、
政
党
政
治
に
お

け
る
党
に
相
当
す
る
役
割
を
果
た
す
。
か
つ
て
教
会
は
、
超
自
然
的
な

恩
寵
を
地
上
で
分
配
す
る
唯
一
の
施
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
代
に
な

る
と
、
人
間
の
組
織
と
し
て
の
教
会
に
疑
問
を
も
つ
人
が
増
え
、
個
人

と
神
と
が
媒
介
な
し
に
直
接
つ
な
が
る
こ
と
が
よ
い
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
政
治
な
ら
、
こ
れ
が
「
国
民
投
票
」
の
構
図
で
あ
る
。
政
党

政
治
と
い
う
中
間
団
体
を
飛
ば
し
て
、
直
接
民
意
を
問
う
手
法
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
二
〇
一
七
年
は
宗
教
改
革
五
百
周
年
に
あ
た
る
。

宗
教
改
革
者
の
ル
タ
ー
は
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
あ
り
方
に
批

判
的
で
は
あ
っ
て
も
、
教
会
と
い
う
制
度
の
存
在
や
必
要
性
を
否
定
し

た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宗
教
に
お
い
て
も
、
政
治
に
お
い
て
も
、
個
人

が
で
き
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
人
が
神
と
無
媒
介
に
つ
な
が
る
こ

と
を
「
神
秘
主
義
」
と
い
う
が
、
現
代
は
ま
さ
に
神
秘
主
義
の
時
代
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
政
治
に
も
宗
教
に
も
、
仲
介
者
は
必
要
で

あ
る
。
中
間
団
体
は
、
課
題
遂
行
の
た
め
に
も
有
効
で
あ
り
、
同
志
や

仲
間
を
求
め
る
こ
と
は
、
理
性
と
情
念
を
適
切
に
融
合
さ
せ
る
た
め
に

も
有
意
義
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
愚
か
で
、
ど
ん
な
に
腐
敗
す
る
と
し
て

も
、
や
は
り
人
間
の
社
会
に
は
組
織
や
制
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
人
間
的
な
弱
さ
と
悪
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
に
、
あ
り
得
べ
き
ご

く
小
さ
な
善
を
探
し
求
め
る
の
が
、
政
治
の
使
命
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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一　

は
じ
め
に

　

「
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
は
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
真
の
宗
教
で
あ

る
」
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
に
宛
て
た
書
簡
で
こ
う
述
べ
た
（
一

八
六
六
年
四
月
十
三
日
）
。
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
が
い
か
な
る
意
味
で
宗

教
な
の
か
、
そ
の
分
析
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
そ
れ
が
宗
教

0

0

と
呼
ば

れ
る
よ
う
な
要
素
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
同
書
簡
は
図
ら
ず
も
示
し
て

い
る
。
そ
の
言
葉
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
蔑
視
の
た
め
に
用
い
た
共
産
主

義
者
に
そ
う
い
う
意
図
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
確
か
に
近
代
革
命
以

後
に
お
い
て
（
も
）
、
宗
教

0

0

と
し
か
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
要
素
が
政

治
社
会
全
般
に
対
し
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
固
持
し
て
き
た
。

　

ど
こ
ま
で
を
宗
教

0

0

と
呼
ぶ
か
は
―
―
伝
統
的
な
制
度
宗
教
と
は
ま
っ

た
く
異
質
な
も
の
を
含
め
―
―
論
争
的
で
は
あ
る
と
は
い
え
、
既
成
宗

教
を
否
定
し
た
近
代
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
そ
れ
に
代
わ
ろ
う
と

し
た
様
々
な
信
仰

0

0

の
か
た
ち
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
革
命
期
の
「
最

高
存
在
の
祭
典
」
や
「
理
性
の
祭
典
」
の
挙
行
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
後
も
宗
教
な
い
し
〈
宗
教
的
な
も
の
〉
（
「
宗
教
」
と
し
か
表

現
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
）
が
政
治
的
・
社
会
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

そ
の
な
か
で
は
、
既
成
宗
教
を
暗
に
模
倣
な
い
し
融
合
し
た
「
宗
教
」

の
存
在
が
際
立
つ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）

の
よ
う
な
伝
統
的
な
宗
教
も
、
革
命
後
早
く
も
復
興
し
て
く
る
。
政
教

和
約
を
結
ん
だ
第
一
帝
政
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
第
二
帝
政
に
か
け

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
確
実
に
復
権
し
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
、
宗

〈
特
集
〉
社
会
思
想
史
に
お
け
る
宗
教　

〈
論
文
〉

見
え
ざ
る
市
民
宗
教

【
社
会
思
想
史
に
お
け
る
「
宗
教
」
研
究
の
可
能
性
？
】

髙
山
裕
二
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教
が
政
治
社
会
に
影
響
力
を
持
つ
と
言
う
と
き
、
そ
の
な
か
に
は
既
成

宗
教
も
含
ま
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
、
日
本
国
内
の
思
想
史
研
究
で
宗
教
が
十
分

に
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
な
る
ほ
ど
、
ま
っ
た
く
無
視
さ

れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
研
究
者
が
特
定
の
思
想
家
や
事
象

（
た
と
え
ば
革
命
）
の
研
究
で
宗
教
（
こ
の
場
合
基
本
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
）

の
役
割
を
深
く
検
討
し
た
も
の
は
少
な
く
な
い

）
1
（

。
し
か
し
、
宗
教
そ
れ

自
体
が
思
想
史
研
究
の
な
か
で
主
題
と
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

ま
た
後
述
の
よ
う
に
戦
後
の
代
表
的
な
教
科
書
を
一
瞥
し
て
も
、
社
会

思
想
史
研
究
全
般
で
宗
教
が
重
視
さ
れ
て
き
た
形
跡
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
れ
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
宗
教
に

触
れ
ら
れ
る
場
合
も
キ
リ
ス
ト
教
、
な
か
で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
に
関
心
が
偏
重
し
、
そ
の
私
事
化
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に

は
、
近
代
化
＝
世
俗
化
論
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
（
？
）

の
絶
大
な
影
響
と
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
時
代
背
景
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
昨
年
の
社
会
思
想
史
学
会
の
共
通
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
社
会
思
想
史
に
お
け
る
宗
教

）
2
（

」
の
筆
者
の
コ
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
戦

後
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
で
宗
教
が
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

ま
た
近
年
の
思
想
研
究
で
宗
教
（
主
に
既
成
宗
教
）
が
再
注
目
さ
れ
て

い
る

）
3
（

こ
と
を
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
事
例
に
挙
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
代
替

0

0

宗
教
と
し
て
捉
え
た
森
本
あ
ん
り
報
告
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
思
想

史
研
究
の
立
場
か
ら
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
群
生
し
た
「
宗
教
」
＝

〈
宗
教
的
な
も
の
〉
の
一
例
を
示
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
社
会
思
想
史

に
お
け
る
広
い
「
宗
教
」
研
究
の
可
能
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

森
本
報
告
は
、
代
替
宗
教
と
呼
ば
れ
る
〈
宗
教
的
な
も
の
〉
に
光
を

あ
て
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
社
会
思
想
史
研
究
に
お
け
る
宗
教
の
捉
え

方
な
い
し
方
法
論
の
狭
さ
に
開
眼
さ
せ
た
点
で
意
義
深
い
も
の
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
広
義
の
宗
教
観
は
、
た
と
え
ば
―
―
森
本
氏
か
ら
も
示
唆
が

あ
っ
た
―
―
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
の
理
解
に
近
い
だ
ろ
う
。
「
当
面

の
目
的
か
ら
す
れ
ば
」
と
バ
ー
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
「
宗
教
は
（
超

自
然
を
も
含
め
て
）
宇コ

ス
モ
ス宙

を
あ
る
神
聖
な
秩
序
と
し
て
認
識
す
る
人
間

の
態
度
、
と
定
義
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
」
。
「
た
だ
し
こ
の
〔
神
聖
と

い
う
〕
範
疇
は
超
自
然
と
は
直
結
し
て
い
な
い
」
と
彼
は
断
じ
、
こ
う

続
け
る
。
「
か
く
し
て
人
間
は
、
明
ら
か
に
現
世
的
な
実
体
で
か
れ
ら

が
神
聖
だ
と
見
な
し
た
も
の
―
―
た
と
え
ば
、
氏
族
か
ら
国
民
国
家
に

い
た
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
統
一
体
に
対
し
て
（
儀
礼
や
情
緒

的
反
応
や
知
的
信
念
の
形
な
ど
で
）
宗
教
的
と
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

態
度
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ
る

）
4
（

」
。
こ
う
し
た
既
成
の
組
織
や
教
義
に

と
ら
わ
れ
な
い
宗
教
の
緩
や
か
な
定
義
を
前
提
に
し
た
と
き
、
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
「
宗
教
的
と
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」
思
想
の
系

譜
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
特
に
革
命
後
の
フ
ラ
ン

ス
で
は
封
建
的
身
分
制
解
体
後
―
―
そ
の
意
味
で
民
主
的

0

0

0

―
―
社
会
の
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統
合
に
向
け
て
新
た
な
信
仰
が
自
覚
的
に
探
求
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
注
目
す
る
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
（
一
七
九
八
―
一
八
七
四
年
）
も
、

そ
う
し
た
「
宗
教
」
の
必
要
を
唱
導
し
た
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
社
会
思

想
家
の
一
人
だ
っ
た

）
5
（

。
し
か
も
、
人
民
の
〈
声
〉
を
し
ば
し
ば
神
聖
化

し
た
彼
ら
の
な
か
で
ミ
シ
ュ
レ
は
、
そ
の
社
会
化
・
政
治
化
を
よ
り
直

裁
に
描
き
出
す
こ
と
で
、
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
祖
型
を
呈
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
6
（

。
本
稿
で
は
そ
れ
を
「
市
民
宗
教
」
（
慣
例
に
従
っ

て
こ
の
訳
語
を
用
い
る
）
と
表
現
す
る
の
は
、
同
概
念
を
創
出
し
て
民
主

的
統
治
の
基
底
に
宗
教
を
呼
び
込
ん
だ
ル
ソ
ー
に
連
な
る
思
想
の
系
譜

を
そ
こ
に
見
い
だ
す
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
着
眼
自
体
に
は
、
筆
者

の
専
門
領
域
と
い
う
事か

た
よ
り情

も
あ
る
が
、
じ
っ
さ
い
大
革
命
後
の
フ
ラ
ン

ス
ほ
ど
新
た
な
「
宗
教
」
が
模
索
さ
れ
た
時
代
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
は
革
命
期
の
宗
教
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
あ
ま
り

に
世
俗
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
見
え
ざ
る

0

0

0

0

宗
教
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

本
稿
の
構
成
は
、
ま
ず
戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
の
代
表
的
な
教
科

書
と
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
研
究
史
に
宗
教
が
欠

落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
二
）
。
続
い
て
、
近
年
の
思
想
研
究

で
宗
教
が
新
た
に
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
端
緒
の
一
つ
と

な
っ
た
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
公
共
宗
教
論
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ロ
ー
ル
ズ

の
政
治
社
会
理
論
ま
で
に
言
及
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
（
三
）
。
続

い
て
、
ミ
シ
ュ
レ
の
「
宗
教
」
に
つ
い
て
『
人
民
（
民
衆
）
』
（
一
八
四

六
年
）
を
中
心
に
予
備
的
な
検
討
を
加
え
た
う
え
で
（
四
）
、
「
宗
教
」

研
究
の
課
題
を
若
干
記
し
て
結
び
に
代
え
る
（
五
）
。

二　

 

社
会
思
想
史
に
お
け
る
宗
教
の
欠
落 

 

―
―
近
代
化
＝
世
俗
化
論
の
呪
縛
？

　

社
会
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
宗
教
は
ど
う
論
じ
ら
れ
て
き
た
の

か
？   

す
べ
て
の
文
献
を
探
査
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も

「
社
会
思
想
史
」
と
は
な
に
か
、
そ
う
問
い
始
め
る
と
、
本
稿
で
扱
え
る
、

ま
た
扱
う
べ
き
範
囲
を
大
き
く
逸
脱
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
単
純
に
、

「
社
会
思
想
史
」
と
冠
す
る
教
科
書
か
ら
標
準
的
―
―
定
評
の
あ
る
と

思
わ
れ
る
―
―
テ
キ
ス
ト
を
主
に
二
、
三
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
し
て
、
そ

の
な
か
で
宗
教
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
を
、
目
次
を
概
観

し
な
が
ら
ざ
っ
と
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
網
羅
的
で
も

体
系
的
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
社
会
思
想
史
学
に
お
け
る
典
型
的
な

宗
教
観
、
そ
の
理
念
型
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
抽
出
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
こ
で
は
、
社
会
思
想
史
研
究
に
お
け
る
宗
教
に
関
す
る
標
準

的
な
見
取
り
図
を
大
ま
か
に
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
よ
っ
て
紹
介
す
る
テ
キ
ス
ト
の
欠
陥
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
は
ま
っ

た
く
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
単
な
る
教
科
書
の
域
を
超
え
る
こ
と
を
戦
後

の
各
時
期
に
意
志
し
た
力
作
で
あ
る
こ
と
は
断
っ
て
お
き
た
い
（
個
々

の
教
科
書
を
評
価
す
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
と
本
稿
の
目
的
を
大
き
く
越
え
る

た
め
一
切
し
な
い
）
。

　

本
章
で
は
、
戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
に
お
け
る
宗
教
観
の
大
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ま
か
な
流
れ
を
把
握
す
る
た
め
、
四
半
世
紀
ほ
ど
の
ス
パ
ン
で
刊
行
さ

れ
て
い
る
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
じ
っ
さ

い
、
ざ
っ
と
検
索
す
る
と
、
前
述
の
意
図
に
沿
う
テ
キ
ス
ト
が
ほ
ぼ
四

半
世
紀
ご
と
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、

①
高
島
善
哉
・
水
田
洋
・
平
田
清
明
『
社
会
思
想
史
概
論
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
）
、
②
木
崎
喜
代
治
・
筒
井
清
忠
・
阪
上
孝
『
社
会
思
想
史

（
有
斐
閣
S
シ
リ
ー
ズ
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
、
③
坂
本
達
哉
『
社

会
思
想
の
歴
史
─
─
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』
（
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
に
注
目
し
て
み
た
い
。
な
お
、
各
時
代
の

テ
キ
ス
ト
の
選
定
は
も
と
よ
り
、
戦
後

0

0

の
起
点
を
ど
こ
に
と
る
か
に
つ

い
て
も
異
論
は
あ
り
え
る
が
―
―
一
例
と
し
て
、
大
河
内
一
男
『
社
会

思
想
史
』
（
一
九
五
一
年
）
―
―
、
本
稿
で
は
、
戦
後
社
会
思
想
史
の
叙

述
の
レ
ヴ
ュ
ー
そ
れ
自
体
を
目
的
に
し
て
お
ら
ず
（
そ
の
た
め
に
は
別

に
論
考
が
必
要
で
あ
る
）
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
起
点
を
も
う
少
し
早
く

と
っ
て
も
こ
こ
で
示
す
典
型
的
な
宗
教
観
に
変
化
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。①

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

　

本
書
は
、
序
章
と
終
章
の
ほ
か
、
三
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一

部
「
人
間
の
解
放
」
、
第
二
部
「
民
族
の
解
放
」
、
そ
し
て
第
三
部
「
階

級
の
解
放
」
で
あ
る
。
目
次
で
宗
教

0

0

が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一

部
の
第
二
章
「
宗
教
改
革
」
の
み
で
あ
る
。
前
章
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」

で
、
そ
の
後
は
市
民
革
命
や
啓
蒙
時
代
と
続
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言

う
人
間
の
解
放
と
は
「
封
建
社
会
の
し
く
み
と
そ
れ
を
支
え
る
諸
思
想

（
と
く
に
宗
教
と
道
徳
）
」
（
九
一

）
7
（

）
か
ら
の
解
放
の
こ
と
で
あ
り
、
宗
教

改
革
以
後
、
宗
教
が
主
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

　

本
書
の
見
取
り
図
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
の
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

ス
と
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
で
あ
る

）
8
（

。
分
量
で
第
一
部
と
二
部
を
合
わ
せ

た
頁
数
を
上
回
る
第
三
部
の
主
題
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
後
半
で

は
「
宗
教
は
阿
片
で
あ
る
」
と
言
っ
た
マ
ル
ク
ス
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
（
神

学
か
ら
の
人
間
の
解
放
）
に
続
い
て
―
―
あ
る
い
は
プ
ル
ー
ド
ン
（
主
義
）
、

「
そ
の
楽
観
的
な
合
理
主
義
」
（
一
九
八

）
9
（

）
を
指
摘
し
た
後
―
―
、
宗
教

が
糊
塗
し
て
い
る
「
資
本
主
義
的
な
ゆ
が
み
」
を
剔
抉
し
た
マ
ル
ク
ス

の
思
想
が
検
討
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
や
は
り
近
代
社
会
思
想
史
に

と
っ
て
宗
教
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ

り
続
け
る
。
た
だ
、
マ
ル
ク
ス
が
宗
教
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
人
間
疎

外
に
関
す
る
本
書
の
指
摘
は
、
宗
教
の
存
在
理
由
を
考
え
る
う
え
で
示

唆
に
富
む
。
少
し
長
い
が
引
用
し
よ
う
。

宗
教
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
厳
し
い
弾
劾
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
宗
教
を
「
倒
錯
し
た
世
界
意
識
」
と
み
な
し

た
と
き
、
か
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
倒
錯
が
、
失
わ
れ
た
人
間
的
本

質
を
奪
還
し
よ
う
と
す
る
人
間
的
努
力
の
所
産
で
あ
る
か
ぎ
り
、



35　●　〈論文〉見えざる市民宗教――髙山裕二

「
宗
教
は
一
つ
に
は
現
実
の
不
幸
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
一
つ
に

は
現
実
の
不
幸
に
対
す
る
抗
議
で
あ
る
」
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
宗

教
は
悩
め
る
者
の
た
め
息
で
あ
り
、
情
な
き
世
界
の
情
で
あ
り
、

精
神
な
き
状
態
の
精
神
で
あ
る
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
に
と
っ
て
、
宗
教
を
「
阿
片
」
と
し
て
民
衆
か
ら
強
制
的
に
取

り
上
げ
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
倒

錯
を
不
可
逆
的
に
生
み
だ
す
現
実
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
自
己

疎
外
の
根
本
原
因
を
取
り
の
ぞ
く
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 

（
二
一
三
―
四
）

　

こ
う
書
か
れ
た
第
三
部
第
三
章
は
「
近
代
の
超
克
」
と
題
さ
れ
―
―

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
同
箇
所
は
平
田
氏
の
執
筆
に
よ
る
―
―
、
パ

リ
時
代
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
の
宗
教

論
に
言
及
す
る
一
方
、
著
者
は
近
代
市
民
社
会
の
矛
盾
、
「
近
代
人
の

自
己
分
裂
」
の
端
緒
を
宗
教
改
革
に
見
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
（
マ
キ

ア
ヴ
ェ
ッ
リ
）
と
宗
教
改
革
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
（
近
代
）
社
会
思
想
史

で
は
、
そ
の
時
期
に
登
場
す
る
と
さ
れ
る
「
合
理
主
義
的
人
間
」
を
評

価
す
る
こ
と
が
（
本
書
を
含
め
て
）
標
準
的
で
あ
る

）
10
（

こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
起
源
自
体
に
も
―
―
そ
の
後
の
資
本
主
義
の
発
展
と
そ
の
矛
盾
が

記
述
さ
れ
る
の
は
よ
く
あ
る
と
し
て
も
―
―
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る

こ
と
は
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う

）
11
（

。
確
か
に
宗
教
改
革
は
「
近
代
人
の
形
成

と
近
代
国
家
の
成
立
を
精
神
的
に
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
し

な
が
ら
、
著
者
は
書
い
て
い
る
。
「
し
か
し
宗
教
改
革
は
、
新
し
い
苦

悩
の
種
子
を
こ
の
地
上
に
ま
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
を
内

面
の
信
仰
に
生
き
る
自
主
独
立
の
存
在
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
互
的

連
帯
を
失
っ
た
個
々
ば
ら
ば
ら
の
孤
立
的
存
在
に
し
た
。
ま
た
そ
れ
は
、

現
世
的
な
職
業
活
動
を
内
面
的
に
さ
さ
え
る
こ
と
に
よ
り
、
内
面
的
信

仰
を
超
絶
す
る
『
実
利
的
欲
求
と
利
己
主
義
』
の
世
界
を
生
み
だ
し
た
」

（
二
〇
二
）
。
こ
う
し
た
記
述
は
今
日
な
お
色
褪
せ
る
こ
と
は
な
い
が
、

本
稿
の
関
心
に
即
し
て
言
え
ば
、
著
者
の
（
マ
ル
ク
ス
の
）
理
解
で
は

宗
教
は
社
会
問
題
を
覆
い
隠
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
孤
立
化
に

よ
っ
て
社
会
的

0

0

0

役
割
を
担
う
は
ず
の
宗
教
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
背
景
に
は
、
右
の
引
用
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
が
「
内
面

的
」
信
仰
に
還
元
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
戦
後
ま

す
ま
す
優
勢
に
な
る
歴
史
観
、
近
代
化
＝
世
俗
化
論
（
後
述
）
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宗
教
が
民
衆
の
な
か
で
生
ま
れ
力
を
保
持
す
る
の
は
社
会

の
ほ
う
に
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
社
会

問
題
が
深
刻
化
す
る
と
き
に
宗
教
が
生
ま
れ
、
そ
の
影
響
は
否
定
的
な

も
の
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
宗
教

0

0

が
既
成
宗
教
で

あ
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
の
論
理
か
ら
も
必
然
的
に
結
果
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
じ
っ
さ
い
マ
ル
ク
ス
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
同
時
代
の
パ
リ

の
知
的
世
界
で
は
、
伝
統
的
な
宗
教
と
は
異
な
る
新
し
い
「
宗
教
」
が

類
出
し
て
い
た
。
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②
木
崎
喜
代
治
・
筒
井
清
忠
・
阪
上
孝
『
社
会
思
想
史
』（
一
九
八
七
年
）

　

本
書
は
、
前
書
に
比
べ
て
、
社
会
科
学
の
教
科
書
の
シ
リ
ー
ズ
の
一

冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
ま
さ
し
く
教
科
書
で
あ
る

と
言
え
る
。
本
書
は
序
に
続
い
て
十
一
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
の
主
題
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
」
で
あ
り
、
前
著
と
同

じ
く
宗
教

0

0

が
章
題
に
な
っ
て
い
る
章
は
ほ
か
に
な
い
が
、
第
二
章
の
主

題
は
「
神
学
的
世
界
像
か
ら
近
代
的
世
界
像
へ
」
で
あ
り
、
近
代
化
＝

〈
宗
教
か
ら
の
解
放
〉
と
い
う
歴
史
観
が
―
―
お
そ
ら
く
教
科
書
と
い

う
事
情
も
あ
っ
て
―
―
よ
り
素
直
に
提
示
さ
れ
て
い
る
（
同
章
第
一
節

で
は
【
宗
教
的
寛
容
と
思
想
の
自
由
】
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、

続
く
第
三
章
「
市
民
的
統
治
理
論
の
形
成
」
は
【
宗
教
改
革
か
ら
市
民

革
命
へ
】
か
ら
始
ま
り
、
「
宗
教
的
信
仰
の
自
由
」
か
ら
「
政
治
的
信

仰
の
自
由
」
へ
と
、
す
な
わ
ち
〈
宗
教
か
ら
の
解
放
〉
が
近
代
市
民
革

命
へ
と
接
続
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
次
章
で
明
ら
か
に

さ
れ
る
「
進
歩
史
観
」
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
、
近
代
の
初
頭
に
お
い
て
、

歴
史
は
そ
の
神
学
的
基
盤
を
失
い
、
完
全
に
解
体
し
て
し
ま
っ
た
」
（
七

四
）
。
そ
こ
で
、
歴
史
の
世
俗
主
義
的
な
基
盤
を
求
め
た
、コ
ン
ト
や
ヘ
ー

ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
分
析
へ
と
引
き
継
が
れ
る
（
第
七
章
）
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
素
朴
な
進
歩
史
観
が
披
瀝
さ
れ
る
一
方
、
本
書

で
は
同
章
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
近
代
へ
の
批
判
」

が
扱
わ
れ
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
言
及
し
な
が
ら
フ
ロ
イ
ト
や
そ
の
後
継

者
た
ち
の
分
析
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ

た
一
九
八
〇
年
代
に
さ
し
か
か
る
時
代
情
況
と
問
題
関
心
の
移
行
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
―
―
た
と
え
ば
有
斐
閣
新
書
『
社
会
思
想
史
（
1
近
代
／
2
現
代
）
』（
一

九
七
八
年
）
や
弘
文
堂
入
門
双
書
『
社
会
思
想
史
―
―
「
進
歩
」
と
は

何
か
』
（
一
九
八
〇
年
）
―
―
で
は
、
「
価
値
の
多
元
化
」
が
（
従
来
の
教

科
書
と
の
差
異
化
を
図
る
）
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
両
著

と
も
に
、
近
代
社
会
思
想
あ
る
い
は
そ
の
基
礎
概
念
で
あ
る
「
進
歩
」

は
当
初
か
ら
矛
盾
や
対
立
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
マ
ル
ク

ス
以
後
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
が
注
目
さ
れ
て
い
る
（
た
い
て
い
複

数
で
執
筆
さ
れ
る
教
科
書
で
は
、
ど
う
い
っ
た
人
選
に
な
る
か
が
そ
の
性
格
を

決
め
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
が
）
。

　

世
界
史
的
に
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
る
一
九
七
九
年
前
後
。
社
会
思

想
史
に
お
い
て
近
代
化
＝
合
理
化
あ
る
い
は
進
歩
の
概
念
が
否
定
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
一
義
的
に
は
解
せ
な

い
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え

よ
う

）
12
（

。
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
一
時
そ
の
矛
盾
や
対
立
は
総
合
さ
れ
る
が

（
近
代
の
定
着
！
）
、
そ
の
後
に
世
紀
末
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム

を
介
し
て
近
代
（
啓
蒙
主
義
）
へ
の
批
判
が
集
中
的
に
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
近
代
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
批
判
を
う
ち

に
含
ん
で
「
弁
証
法
的
」
に
発
展
す
る
の
だ
と
い
う
近
代
像
が
展
望
さ

れ
）
13
（

、
あ
る
い
は
「
現
代
」
と
い
う
時
期
的
区
分
を
設
け
て

）
14
（

、
「
近
代
」



37　●　〈論文〉見えざる市民宗教――髙山裕二

は
そ
う
し
た
深
刻
な
問
題
か
ら
結
果
的
に

0

0

0

0

解
放
さ
れ
、
社
会
思
想
史
が

従
来
通
り
語
ら
れ
る
特
権
が
得
ら
れ
た
と
も
言
え
よ
う
か
。

③
坂
本
達
哉
『
社
会
思
想
の
歴
史 

 

 
─
─
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で
』（
二
〇
一
四
年
）

　

本
書
に
よ
っ
て
、
近
年
の
社
会
思
想
史
の
教
科
書
を
代
表
さ
せ
る
こ

と
に
は
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
社
会
思
想
史
研
究
の
蓄
積

を
十
分
に
渉
猟
し
な
が
ら
、
時
代
も
現
代
（
ロ
ー
ル
ズ
！
）
ま
で
を
網

羅
す
る
な
ど
、
諸
々
の
点
で
現
代
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
の
到
達
点

を
示
す
も
の
と
言
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ

（
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
）
、
従
来
の
研
究
に
比
し
て
、
本

書
の
特
徴
と
言
え
る
の
は
、
扱
わ
れ
る
思
想
家
と
そ
の
「
時
代
の
文
脈
」

の
幅
の
広
さ
と
と
も
に
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
社
会
思
想
の
扱
う
対
象
（
社

会
）
を
近
代

0

0

に
限
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
、
お
よ
び
近
代
以
降
の
社
会
思

想
（
家
）
の
展
開
を
「
自
由
」
と
「
公
共
」
の
相
互
連
関
に
求
め
る
テ
ー

マ
の
設
定
に
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
自
体
も
非
常
に
興
味
深
い
が
、
本
稿

の
目
的
に
関
係
す
る
の
は
、
近
代
に
限
定
す
る
際
に
検
討
対
象
に
な
る

（
近
代
）
社
会
の
意
味
だ
ろ
う
。
著
者
は
言
う
。

本
書
に
い
う
固
有
の
意
味
で
の
「
社
会
」
と
は
、
第
一
に
、
「
法

の
支
配
」
を
原
理
と
す
る
「
合
理
的
国
家
」
を
も
つ
社
会
の
こ
と

で
あ
り
、
第
二
に
、
「
市
場
」
を
そ
の
経
済
的
基
盤
と
す
る
社
会

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
社
会
」
は
、
人
類
史

上
、
近
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
最
初
に
生
ま
れ
た
。（
三
）

　

こ
の
意
味
で
、
本
書
の
言
う
社
会
思
想
史
と
は
、
「
近
代
国
家
と
市

場
経
済
の
関
係
を
原
理
的
に
考
察
す
る
思
想
の
歴
史
の
こ
と
」
で
あ
る
。

そ
の
実
、
そ
れ
以
前
の
古
代
、
中
世
の
思
想
家
と
そ
の
主
要
な
問
題
対

象
の
「
思
い
切
っ
た
」
切
り
外
し
は
従
来
の
教
科
書
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
（
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
）
と
宗
教
改
革

か
ら
筆
を
起
こ
す
の
は
、
先
行
す
る
『
社
会
思
想
史
概
論
』
か
ら
城
塚

登
『
社
会
思
想
史
』
（
註
一
〇
参
照
）
ま
で
も
同
様
だ
っ
た
。
そ
し
て
本

稿
の
関
心
か
ら
指
摘
す
れ
ば
、
本
書
で
も
宗
教
が
主
題

0

0

に
な
る
の
は
宗

教
改
革
の
章
（
第
二
章
「
宗
教
改
革
の
社
会
思
想
」
）
だ
け
で
、
宗
教
は
社

会
思
想
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
宗
教
か
ら
解
放

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
（
近
代
）
社
会
思
想
史
の
課
題
が
自
覚
的
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
同
章
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、
宗
教
的
に
自
立
し
カ
ト
リ
ッ
ク
支
配
の
束
縛
か

ら
解
放
さ
れ
た
諸
個
人
を
、
ふ
た
た
び
現
世
的
な
社
会
の
絆
で
再

結
合
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
宗
教
改
革
後
の
社
会
思
想
の
課
題
が

あ
っ
た
。 

（
五
四
）

　

こ
こ
で
は
、
近
代
を
個
人
と
社
会
の
「
宗
教
的
領
域
の
外
部
」
へ
の
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解
放
と
捉
え
、
そ
れ
は
ま
た
当
為
で
あ
る
と
同
時
に
事
実
で
あ
る
こ
と

が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
認
識
の
背
景
に
は
や
は
り
、

そ
れ
を
〈
魔
術
か
ら
の
解
放
〉
と
表
現
し
、「
時
代
の
宿
命
」
と
し
た
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
こ
の
点

を
講
じ
た
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
（
二
五
七
）
。「
こ

ん
に
ち
、
究
極
か
つ
も
っ
と
も
崇
高
な
さ
ま
ざ
ま
の
価
値
は
、
こ
と
ご

と
く
公
の
舞
台
か
ら
引
き
し
り
ぞ
き
、
あ
る
い
は
神
秘
的
生
活
の
隠
さ

れ
た
世
界
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
人
々
の
直
接
の
交
わ
り
に
お
け
る
人

間
愛
の
な
か
に
、
そ
の
姿
を
没
し
去
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

の
時
代
、
こ
の
合
理
化
と
主
知
化
、
な
か
ん
ず
く
か
の
魔
法
か
ら
の
世

界
解
放
を
特
徴
と
す
る
時
代
の
宿
命
で
あ
る

）
15
（

」
。

　

以
上
、
戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
の
教
科
書
を
ざ
っ
と
概
観
し
て
き

た
が
、
や
や
乱
暴
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
宗
教
を
社
会
思
想

史
の
（
積
極
的
な
）
対
象
と
し
て
は
扱
わ
な
い
と
い
う
一
貫
し
た
方
法

が
あ
り
、
む
し
ろ
〈
宗
教
か
ら
の
解
放
〉
を
進
歩
と
し
て
焦
点
化
す
る

意
識
が
貫
通
し
て
い
た
。
そ
れ
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
と
呼
ぶ
か
は

と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
宗
教
理
解
の
前
提
と
し
て
、
解
放
さ
れ
る
べ

き
宗
教
と
は
伝
統
的
な
呪
術
で
あ
り
、
近
代
（
資
本
主
義
社
会
）
の
宗

教
は
個
人
の
「
内
面
的
」
信
仰
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
観
念
が

あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
当
為
（
観
念
）
に
先
行
し

て
事
実
と
し
て
宗
教
が
公
的
な
場
（
社
会
）
の
な
か
で
復
興
し
て
く
る
。

こ
の
事
実
に
直
面
す
る
な
か
で
、
宗
教
に
再
注
目
す
る
研
究
が
最
初
は

社
会
思
想
史
の
分
野
外
（
主
に
宗
教
社
会
学
）
で
登
場
し
、
世
紀
転
換

期
に
は
現
代
の
社
会
理
論
研
究
の
な
か
で
も
こ
れ
ま
で
の
近
代
化
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
戦
後
の
リ
ベ
ラ
ル
な

社
会
思
想
の
な
か
で
も
、
そ
の
重
要
性
と
影
響
力
が
と
く
に
大
き
い
」

（
三
〇
九
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ロ
ー
ル
ズ
も
例
外
で
は
な
い
。
次
章
で
は
、

カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
公
共
宗
教
論
と
現
代
の
政
治
社
会
理
論
を
取
り
上
げ
、

宗
教
が
い
か
に
再
び
注
目
さ
れ
、
従
来
の
思
想
史
研
究
の
方
法
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
後
で
、
「
宗
教
」
研
究
の
可

能
性
を
論
じ
る
近
代
フ
ラ
ン
ス
思
想
史
研
究
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
。

三　

再
注
目
さ
れ
る
宗
教
―
―
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
ま
で

（
一
）「
公
共
的
」
宗
教
の
復
興

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
中
東
（
イ
ラ
ン
）
や
東
欧
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
、
世
界
中
で
宗
教
が
政
治

の
起
爆
剤
と
し
て
復
興
し
て
き
た
。
そ
れ
を
、
宗
教
が
「
公
的
な
も
の

に
な
っ
た
」
と
表
現
し
た
の
は
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
で
あ
る
。
本
章
で

は
ま
ず
、
こ
の
宗
教
社
会
学
者
の
『
近
代
世
界
に
お
け
る
公
共
宗
教
』

（
一
九
九
四
年
）
の
議
論
に
触
れ
る
の
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
社
会
科
学
を

支
配
し
て
き
た
世
俗
化
論
を
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
議
論

が
宗
教
社
会
学
の
領
域
を
越
え
て
影
響
力
を
も
ち
、
思
想
研
究
に
お
け
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。

　

そ
の
大
半
が
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
に
当
て
ら
れ
た
同
書
で
カ
サ
ノ

ヴ
ァ
が
一
貫
し
て
論
証
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
近
代
に
お
け
る
宗
教
の

「
脱
私
事
化
（deprivatization

）
」
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
聞
き
慣
れ
な

い
「
脱
私
事
化
」
と
は
何
か
。
序
論
で
簡
潔
に
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
私
が
『
脱
私
事
化
』
と
い
う
の
は
、
世
界
中
の
宗
教
的
諸
伝
統
が
、

近
代
化
論
や
世
俗
化
論
に
よ
っ
て
当
て
が
わ
れ
て
き
た
周
縁
的
で
私
的

な
役
割
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
つ
づ
け
て
い
る
、
と
い
う
事
実

を
さ
し
て
の
こ
と
で
あ
る
」
（
一
三
）
。
こ
の
「
脱
私
事
化
」
の
事
実
は
、

従
来
の
近
代

0

0

の
捉
え
方
の
見
直
し
を
迫
る
。
続
け
て
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
書

く
。
「
本
質
的
に
宗
教
的
で
あ
っ
た
り
あ
る
い
は
宗
教
の
名
に
お
い
て

お
こ
る
社
会
運
動
の
中
に
は
、
も
っ
と
も
世
俗
的
な
領
域
で
あ
る
国
家

や
市
場
経
済
の
法
秩
序
と
自
律
性
に
、
異
議
を
申
し
立
て
る
も
の
が
現

れ
て
き
て
い
る
」
。
先
述
の
よ
う
に
、
社
会
思
想
史
が
対
象
と
す
る
近

代
を
形
作
っ
て
い
る
の
は
法
治
国
家
と
市
場
経
済
の
両
輪
だ
っ
た
が
、

彼
の
主
張
は
両
者
へ
の
挑
戦
と
い
う
含
意
を
も
つ
。

　

む
ろ
ん
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
批
判
は
従
来
の
社
会
思
想
史
研
究
と
い
う

よ
り
社
会
科
学
研
究
全
般
―
―
数
名
の
例
外
を
除
く
「
す
べ
て
の
学
説

の
創
設
者
た
ち
」
―
―
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
宗
教
の
社
会
科
学
的

研
究
の
た
め
の
基
礎
」
を
築
い
た
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
例

外
で
は
な
い
。
両
者
は
世
俗
化
論
の
基
礎
を
敷
く
一
方
、
宗
教
の
将
来

の
役
割
や
性
格
に
つ
い
て
見
通
し
を
も
た
ず
、
な
に
も
実
証
し
な
か
っ

た
と
い
う
（
二
七
―
八
）
。
も
っ
と
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
派
は
「
市
民
宗

教
」
の
よ
う
な
宗
教
の
「
社
会
的
」
必
要
性
を
訴
え
た
と
カ
サ
ノ
ヴ
ァ

は
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
分
析
は
さ
れ
て
い
な
い
（
四
六

）
17
（

）
。

　

こ
こ
で
は
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
公
共
宗
教
論
の
是
非
に
立
ち
入
る
こ
と

は
し
な
い
が

）
18
（

、
本
稿
に
と
っ
て
関
心
が
あ
る
の
は
、
宗
教
の
公
共
的
役

割
の
復
活
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
科
学
が
前
提
に
し
て
き
た
近
代
化
＝
世

俗
化
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
す
べ
て
否
定
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
別
言

す
れ
ば
、
彼
に
従
う
な
ら
ば
、
従
来
の
社
会
思
想
史
研
究
と
宗
教
へ
の

注
目
は
両
立
し
な
い
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。じ
っ

さ
い
、
『
近
代
世
界
に
お
け
る
公
共
宗
教
』
の
著
者
自
身
、
近
代
化
＝

世
俗
化
論
を
全
否
定
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
言
う
「
分

化
と
し
て
の
世
俗
化
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
今
で
も
世
俗
化
論
の
有
効

な
核
心
で
あ
る
」
（
二
六
九
）
。
つ
ま
り
、
世
俗
的
な
領
域
―
―
主
と
し

て
国
家
、
経
済
、
科
学
―
―
が
宗
教
的
な
制
度
や
規
範
か
ら
分
化
し
、

解
放
さ
れ
て
い
く
社
会
の
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
近
代
の
構
造
的
な

一
趨
勢
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
社
会
思
想
史
が
前
提
に
し
て

き
た
〈
魔
術
か
ら
の
解
放
〉
と
い
う
近
代
化
＝
世
俗
化
テ
ー
ゼ
は
誤
り

で
は
な
い
し
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
も
な
い
。

　

む
し
ろ
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
世
俗
化
論
を
す
べ
て
神
話
と
し
て
退
け
る

よ
う
な
論
調
に
は
組
み
せ
ず
、
逆
に
同
書
で
強
調
す
る
の
は
〈
分
化
と

し
て
の
世
俗
化
〉
の
有
効
性
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
「
世
俗
化
の
歴

史
的
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
宗
教
の
上
に
及
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ぼ
し
た
と
想
定
さ
れ
期
待
さ
れ
る
結
果
と
を
、
混
同
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
」
（
三
〇
）
。
そ
し
て
後
者
に
は
、
宗
教
の
衰
退
説
と
私
事
化
説
と
い

う
下
位
命
題
が
付
着
し
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
実
証
さ
れ
た
仮
説
の
よ
う

に
支
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
〈
世
俗
化
〉
は
「
近
代
の
構
造
的
趨
勢
」

で
あ
る
が
、
宗
教
の
衰
退
と
私
事
化
は
そ
う
で
は
な
く
、
優
勢
な
歴
史

的
趨
勢
だ
と
し
て
も
、
そ
の
一
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
（
二
七

二
―
三
）
。
本
書
の
関
心
に
即
し
て
言
い
直
せ
ば
、〈
魔
術
か
ら
の
解
放
〉

を
近
代
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
（
＝
世
俗
化
）
自
体
に
問
題
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
前
提
で
宗
教
が
事
実
と
し
て
担
っ
て
き
た
／
今
再
び

大
き
な
影
響
力
を
持
ち
つ
つ
あ
る
公
的
・
社
会
的
な
役
割
を
無
視
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
従
来
の
「
世

俗
主
義
的
」
近
代
社
会
思
想
史
―
―
し
か
も
宗
教
へ
の
注
目
の
前
提
と

な
る
よ
う
な
近
代
化
の
疎
外
問
題
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
き
た
―
―
研

究
の
蓄
積
は
な
お
有
意
で
あ
り
、
問
題
は
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
い
か

に
宗
教
に
接
近
し
研
究
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
課
題
に
取
り
組
む
前
に
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
お
そ
ら

く
あ
る
の
は
、
宗
教
へ
の
接
近
を
戦
後
妨
げ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
「
リ

ベ
ラ
ル
な
思
考
」
の
影
響
に
つ
い
て
で
あ
る
。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
に
よ
れ
ば
、

宗
教
の
衰
退
説
が
「
啓
蒙
主
義
的
な
宗
教
批
判
」
に
由
来
す
る
と
す
れ

ば
、
私
事
化
説
は
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
「
リ
ベ
ラ
ル
な
思
考
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
」
に
よ
っ
て
強
迫
観
念
の
よ
う
に
当
然
視
さ
れ
て
き
た
（
二
七
三
）
。

そ
こ
に
は
、
「
公
認
さ
れ
た
国
家
宗
教
」
に
対
す
る
恐
怖
と
、
そ
れ
に

基
づ
く
宗
教
全
般
に
対
す
る
抵
抗
が
あ
っ
た
と
い
う
（
七
五
）
。
そ
れ

は
戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
が
政
治
社
会
に

与
え
る
、
そ
し
て
実
際
に
与
え
続
け
て
い
る
影
響
力
を
無
視
し
て
は
な

ら
な
い
、
と
い
う
の
が
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
も
、
戦
後

0

0

か
ら
遠
く
離
れ
て
、
宗
教
が
公
的
領
域
で
前
景
化
す
る
な
か
で
、
次
世

代
の
社
会
科
学
に
お
い
て
そ
れ
は
無
視
し
え
な
い
事
象
と
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
い
ま
や
「
聖
な
る
も
の
の
回
帰
」
は
問
題
で
は
な
く
、
宗

教
を
特
別
視
す
る
必
要
も
な
い
が
、
宗
教
が
近
代
の
道
徳
実
践
に
お
い

て
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
維
持
、
し
ば
し
ば
強
化
し
て
い
る
事
実
を
直
視
す
べ

き
で
あ
る
（
二
九
四
―
五
）
。

（
二
）
現
代
社
会
理
論
あ
る
い
は
戦
後
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
見
直
し

　

戦
後
、
近
代
的
分
化
に
関
し
て
理
論
化
を
主
導
し
た
の
は
ほ
か
で
も

な
い
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
だ
が
、
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
モ
デ
ル

に
お
い
て
は
、
宗
教
に
未
来
は
な
い
」
と
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
は
断
じ
て
い
る
。

彼
の
近
代
化
論
に
よ
れ
ば
、
宗
教
は
「
世
俗
道
徳
」
に
取
っ
て
代
わ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
（
二
九
三
）
。
そ
の
断
定
が
正
し
か
っ
た

か
は
と
も
か
く
、
宗
教
社
会
学
者
の
想
定
に
反
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

自
身
、
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
意
義
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
公
共
圏
に
お
け
る
宗
教
」
と
い
う
論
考
の
冒
頭
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
一
九
八
九
年
／
九
〇
年
の
時
代
を
画
す
る
転
換
以
降
、
宗
教
的
な
信
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仰
の
伝
統
と
宗
教
的
な
信
仰
共
同
体
は
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
誰
も
予

想
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
政
治
的
意
義
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た

）
19
（

」
。

か
く
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
現
代
を
従
来
の
世
俗
化
論
で
は
理
解
で

き
な
い
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
」
で
あ
る
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
彼
が
後
の
教
皇
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
枢
機
卿
と
語
り
合
っ
た
の

は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
件

0

0

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
討
論
会
の

冒
頭
講
演
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
そ
の
時
代
を
こ
う
特
徴
づ
け
る
。

「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
い
う
表
現
は
、
宗
教
的
共
同
体
が
、
望
ま

し
い
動
機
や
態
度
の
再
生
産
を
行
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
機
能

に
公
的
な
感
謝
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。
ポ
ス
ト
世

俗
化
の
社
会
で
は
、
信
仰
を
持
た
ぬ
市
民
た
ち
が
信
仰
を
持
っ
て

い
る
市
民
た
ち
と
政
治
的
に
触
れ
合
う
そ
の
交
流
の
し
か
た
に

と
っ
て
重
要
な
規
範
的
な
考
え
が
公
共
の
意
識
に
も
反
映
し
て
い

る
）
20
（

。

　

肝
心
な
の
は
、
こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
宗
教
の
側
と
世
俗
の
側
が

共
棲
可
能
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
両
者

は
相
互
補
完
的
で
あ
り
え
る
し
、
宗
教
に
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
社
会

的
」
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
時
代
認
識
の
背
後
に
は
、「
社

会
的
連
帯
」
―
―
「
価
値
、
規
範
、
お
よ
び
了
解
志
向
的
な
言
語
使
用

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
調
整
の
こ
と
」
―
―
を
生
活
領
域
か
ら
駆
逐

し
て
ゆ
く
「
市
場
と
行
政
権
力
」
す
な
わ
ち
近
代
社
会
の
両
輪
の
肥
大

に
対
す
る
危
機
感
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
的
表
現
（
神
の

似
姿
）
が
人
間
の
「
尊
厳
」
に
翻
訳
さ
れ
た
事
例
の
ご
と
く
、
宗
教
は
「
規

範
意
識
お
よ
び
市
民
の
連
帯
」
の
資
源
で
あ
る
し
、
今
後
も
そ
う
で
あ

り
え
る
と
い
う
。

　

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
も
、
現
代
（
規
範
）
理
論
に
お
け
る
宗
教
の
重

要
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
戦
後
を
代
表
す
る
リ
ベ
ラ
ル
思
想

家
の
一
人
で
あ
る
。
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』（
一
九
九
三
年
）
か
ら
『
万

民
の
法
』
（
一
九
九
九
年
）
に
至
る
ま
で
、
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
原
理
と
（
キ

リ
ス
ト
教
に
限
ら
な
い
）
宗
教
と
の
和
解
、
換
言
す
れ
ば
宗
教
的
言
説
と

公
共
的
理
性
と
の
協
調
／
合
意
の
必
要
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
、
ロ
ー
ル
ズ
も
両
者
の
単
な
る
共
棲
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

彼
の
言
う
包
括
的
教
説
が
政
治
的
構
想
を
更
新
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、

宗
教
が
政
治
（
公
共
社
会
）
に
対
し
て
積
極
的
役
割
を
担
い
う
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
21
（

。
も
っ
と
も
、
宗
教
的
言
葉
は
政
治
的
公

共
圏
に
お
い
て
誰
も
が
わ
か
る
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ

れ
る
―
―
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
を
発
す
る
こ
と
自
体
は
「
規
範
的

な
理
由
」
（
リ
ベ
ラ
ル
国
家
の
論
理
）
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
―
―
が
、
こ

れ
に
対
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
む
か
た
ち
で
、
翻

訳
さ
れ
な
い
言
葉
も
世
俗
社
会
の
「
意
味
創
出
に
と
っ
て
の
重
要
な
資

源
」
と
な
り
う
る
と
、
宗
教
的
・
非
政
治
的
言
説
の
よ
り
積
極
的
な
意

義
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

）
22
（

。
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カ
サ
ノ
ヴ
ァ
に
言
わ
せ
れ
ば
「
世
俗
主
義
的
」
近
代
化
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
代
表
格
で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
そ
し
て
ロ
ー
ル
ズ
が
宗
教
に
再
注

目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
、
（
リ
ベ
ラ
ル
な
）
思
想
史
研
究
の
従

来
の
構
図
の
見
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
じ
っ
さ
い
、

「
ポ
ス
ト
世
俗
化
社
会
」
の
あ
り
様
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
活
発
化
し
、

こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
い
量
の
研
究
が
両
者
に
触
発
さ
れ
て
発
表
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
省
み
て
（
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
）
、

社
会
思
想
史
を
ど
う
再
構
築
し
う
る
の
か
、
そ
の
な
か
で
宗
教
研
究
が

可
能
で
あ
る
か
を
問
う
に
は
や
は
り
近
代
社
会
思
想
（
家
）
自
体
が
宗

教
を
ど
う
論
じ
て
き
た
か
を
見
直
す
作
業
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
し

た
作
業
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
を
含
め
現
代
理
論
（
規

範
）
研
究
に
お
い
て
宗
教
が
注
目
さ
れ
る
と
き
の
あ
る
種
の
狭
さ
で
は

な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
著
書
で
は
宗
教
的
「
伝
統
」
が
頻
出
す
る

よ
う
に
、
二
人
の
代
表
的
リ
ベ
ラ
ル
に
と
っ
て
も
、
検
討
さ
れ
る
べ
き

は
基
本
的
に
伝
統
的
な
制
度
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る

が
、
近
代
社
会
思
想
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
宗
教
は
そ
う
し
た
も
の
に

限
ら
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
既
成
宗
教
に
代
わ
る
新
し
い

「
宗
教
」
が
近
代
革
命
後
に
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
史
研
究
で
は
、
「
宗
教
」
＝
〈
宗
教

的
な
も
の
〉
に
注
目
し
た
（
宗
教
学
者
と
の
）
共
同
研
究
の
成
果
が
発

表
さ
れ
て
い
る

）
23
（

。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
前
述
の
教
科
書
で
は
近
代
化
＝

「
実
証
主
義
」
の
説
明
に
お
い
て
し
か
登
場
し
な
い
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

コ
ン
ト
の
「
人
類
教
」
で
あ
り
、
そ
の
（
元
）
師
で
あ
る
サ
ン
＝

シ
モ

ン
の
「
新
キ
リ
ス
ト
教
」
で
あ
る
。
同
時
代
人
に
も
奇
異
に
映
っ
た

―
―
も
ち
ろ
ん
制
度
化
も
さ
れ
ず
に
消
え
て
い
っ
た
が
ゆ
え
に
後
世
の

人
間
に
は
見
え
な
い
か
見
え
づ
ら
い
―
―
「
宗
教
」
に
再
注
目
す
る
理

由
は
、
当
時
の
社
会
思
想
（
家
）
が
呪
術
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

宗
教
に
関
心
を
持
っ

た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
「
社
会
の
絆
で
再
結
合
す
る
」
た
め

に
新
た
な

0

0

0

「
宗
教
的
」
言
説
が
必
要
で
あ
る
と
懸
命
に
考
え
、
そ
れ
を

編
み
出
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
宗
教
」
が
構
想
さ
れ

る
源
泉
と
し
て
文
学
が
あ
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
社
会
主
義
思
想
が

開
花
し
た
の
で
あ
っ
て
、
逆
で
は
な
い
。

　

そ
の
多
く
は
―
―
「
近
代
化
」
さ
れ
た
今
日
か
ら
見
る
と
余
計
に

―
―
「
空
想
的
」
で
あ
り
、
彼
ら
を
過
小
評
価
す
る
マ
ル
ク
ス
（
主
義
者
）

の
影
響
が
研
究
史
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
欠
落
の
主
た
る
要
因
の
ひ
と

つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
空
想
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
が
―
―
既
成
宗
教
に
代
わ
っ
て
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
利
用
し
な
が

ら
―
―
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
実
が
看
過
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
近
代
社
会
の
産
業
化
に
と
も
な
う
ゆ
が
み

0

0

0

と

い
う
以
前
に
、
近
代
市
民
社
会
（
民
主
的
社
会
）
の
建
設
自
体
に
「
宗

教
的
」
言
説
が
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
（
！
）
、
そ
の
こ
と
が
争
点

に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
思
想
史
に
お
い

て
「
宗
教
」
に
注
目
す
る
の
は
、
思
想
家
た
ち
が
そ
れ
に
言
及
し
て
い

る
か
ら
と
い
う
表
面
的
な
理
由
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
根
源
的
な
問
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題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
系
は
思
想
史
研
究
者
に
馴
染
み
の
な
い
問
題

で
は
な
い
。
ま
さ
に
近
代
に
お
け
る
社
会
の
建
設
を
そ
の
根
本
に
お
い

0

0

0

0

0

て0

考
え
た
ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
、
同
時
に
『
社
会
契
約
論
』

（
一
七
六
二
年
）
の
な
か
で
市
民
宗
教
の
必
要
を
唱
え
た
の
だ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
ル
ソ
ー
問
題
、
彼
の
市
民
宗
教
論
の
抱
え
る
―
―
フ

ラ
ン
ス
革
命
で
そ
の
排
他
的
な
側
面
が
表
出
し
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ

る
）
24
（

―
―
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
を
企
図
し
な
が
ら
、
ポ
ス
ト
近

代
革
命
社
会
の
な
か
で
市
民
宗
教
を
構
想
し
た
多
く
の
社
会
思
想
家
が

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
は
社
会
的
ロ
マ
ン
主
義
の
思
想
家
た
ち

が
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
人
、
ミ
シ
ュ
レ
に
注
目
し
て
み

よ
う
。四　

ミ
シ
ュ
レ
の
市
民
宗
教

（
一
）『
一
八
四
八
年
』
再
訪

　

世
界
史
上
最
初
の
真
に
社
会
的

0

0

0

革
命
と
も
評
さ
れ
る
一
八
四
八
年
の

二
月
革
命
は
、
あ
る
意
味
で
宗
教
的
革
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
す
で
に
二
月
革
命
研
究
の
古
典
に
な
っ
た
『
一

八
四
八
年
（
二
月
革
命
の
精
神
史
）
』
で
ジ
ャ
ン
・
カ
ス
ー
は
、
同
革
命

を
導
い
た
そ
の
時
代
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
が
「
出
発
点
に
お
い
て
信
仰

で
あ
り
、
宗
教
的
行
為
で
あ
っ
た
」と
主
張
し
て
い
る

）
25
（

。
も
と
も
と
、「
貧

乏
で
多
数
を
占
め
る
階
級
」
へ
の
関
心
と
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
的
包

摂
と
い
う
事
業
は
キ
リ
ス
ト
が
告
げ
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
「
事
実
、

初
期
社
会
主
義
者
は
し
ば
し
ば
原
始
キ
リ
ス
ト
教
を
援
用
し
た
」
。
た
だ
、

「
天
国
は
地
上
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
が

述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
宗
教
を
「
い
わ
ば
物
質
化
し
即
時
化
す
る
試
み
」

が
社
会
主
義
と
定
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
社
会
的
な
宗
教
は
何
を
信
仰
す
る
の
か
。
そ
れ
は
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
進
歩
を
遂
げ
て
い
く
未
来
社
会
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
「
未
来
へ
の
信
仰
」
だ
と
い
う
。
今

日
理
解
さ
れ
な
く
と
も
、
明
日
理
解
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
と
確
信
に

つ
い
て
フ
ロ
ラ
・
ト
リ
ス
タ
ン
は
語
り
、
同
じ
く
女
流
社
会
主
義
作
家

の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
も
、
「
今
日
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
予マ

マ

言

者
で
す
よ
、
君
」
と
登
場
人
物
に
語
ら
せ
、
人
間
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た

「
不
合
理
な
直
感
」
を
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
あ
る
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
者
が
語
っ
た
よ
う
に
、
「
人
間
は
自

分
を
開
示
す
る
宗
教
的
存
在
で
あ
る
。
人ユ

マ
ニ
テ類

は
宗
教
的
未
来
を
持
っ
て

い
る
」
。
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
的
」
言
説
が
流
布
す
る
な
か
で
勃
発
し

た
二
月
革
命
は
、
「
歴
史
上
で
も
偉
大
な
精
神
的
時
期
の
一
つ
だ
っ
た
」

と
カ
ス
ー
は
断
言
す
る

）
26
（

。
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
「
幻
想
」
を
解
放
し

た
の
が
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
の
も
忘
れ
て
い
な
い
。

じ
っ
さ
い
、
「
宗
教
的
」
言
説
と
し
て
力
が
あ
っ
た
の
は
、
ロ
マ
ン
主

義
作
家
（
社
会
的
ロ
マ
ン
主
義
者
）
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
著
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名
な
の
は
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
四
八
年
の

時
代
が
世
に
告
げ
た
福
音
と
、
そ
の
時
代
が
人
類
に
強
い
た
新
た
な
次

元
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ユ
ゴ
ー
の
抒
情
的
な
陶
酔
を
共
有

し
て
、
そ
の
驚
く
べ
き
強
靭
さ
を
味
わ
い
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
時

代
は
未
来
を
夢
見
、
未
来
を
欲
し
た
」
。

　

同
じ
く
、「
宗
教
的
」
言
説
を
若
者
に
講
じ
た
の
が
歴
史
家
ジ
ュ
ー
ル
・

ミ
シ
ュ
レ
で
あ
る
。
印
刷
業
者
の
家
に
生
ま
れ
た
ミ
シ
ュ
レ
は
、
学
業

面
で
そ
の
才
能
を
発
揮
し
二
十
代
で
高エ

コ

ー

ル
・
ノ

ル

マ

ル

等
師
範
学
校
、
一
八
三
四
年
に

は
ギ
ゾ
ー
の
跡
を
襲
っ
て
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
に
着
任
、
そ
の
四
年
後
に

は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
講
座
の
教
授
に
上
り
詰
め
た
。

彼
の
講
義
の
影
響
は
甚
大
で
、
革
命
直
前
に
中
止
が
命
じ
ら
れ
た
ほ
ど

だ
）
27
（

。
そ
の
背
景
に
は
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
教
団
（
イ
エ
ズ
ス
会
）
が
こ
の

頃
急
速
に
勢
力
を
拡
大
し
、
反
動
勢
力
と
手
を
結
ん
で
隠
然
た
る
影
響

力
を
誇
示
し
始
め
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ミ
シ
ュ
レ
や

彼
の
同
僚
キ
ネ
が
宗
教
の
自
由
の
論
陣
を
張
り
、
パ
リ
の
学
生
や
市
民

の
賞
賛
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
、
特
に
四
〇
年
代
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
教
育
を
め
ぐ
っ
て
自
由
派
（
啓
蒙
派
）
と
反
革
命
派
（
カ
ト
リ
ッ

ク
勢
力
）
に
わ
か
れ
対
立
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
の
自
由
」
論
争
が
激
化

し
た
。
ま
ず
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
右
翼
誌
『
ユ
ニ
ヴ
ェ
ー
ル
』
が
歪
ん
だ

歴
史
を
教
え
て
い
る
と
ミ
シ
ュ
レ
を
攻
撃
（
一
八
四
〇
年
）
、
さ
ら
に
カ

ト
リ
ッ
ク
反
動
勢
力
は
「
反
宗
教
的
」
講
義
の
中
止
を
議
会
に
請
願
し

た
（
四
五
年
）
。
す
る
と
教
皇
庁
は
彼
の
著
書
を
禁
書
目
録
に
入
れ
、
政

府
も
講
義
の
中
止
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
の
関
心
は
そ
の

過
程
や
原
因
で
は
な
い
。
「
反
宗
教
的
」
と
言
わ
れ
る
彼
の
講
義
が
後

述
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
「
宗
教
的
」
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ロ
マ

ン
主
義
の
歴
史
家
に
お
い
て
も
、
自
由
（
啓
蒙
主
義
）
と
宗
教
は
両
立

す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

一
八
四
〇
年
の
講
義
で
ミ
シ
ュ
レ
は
、「
私
の
英
雄
、
そ
れ
は
民
衆
＝

人
民
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
自
身
の
革
命
の
信
仰
を
教
会
の
信
仰
に
取
っ

て
代
え
る

）
28
（

」
。
「
革
命
す
な
わ
ち
権
利
の
宣
言
が
神
に
反
す
る
こ
と
で
あ

る
」
と
（
カ
ト
リ
ッ
ク
反
動
の
よ
う
に
）
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と

す
る
ミ
シ
ュ
レ
は
、
む
し
ろ
み
ず
か
ら
の
唱
え
る
〈
新
た
な
宗
教
〉
が

キ
リ
ス
ト
教
と
も
矛
盾
し
な
い
可
能
性
を
示
す
。
た
だ
し
、
彼
に
よ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
異
教
を
包
摂
す
る
と
き
に
の
み
そ
の
本
来
の

0

0

0

姿
を

成
就
さ
せ
る
。
そ
の
革
命
信
仰
は
い
き
お
い
祖
国
フ
ラ
ン
ス
へ
の
信
仰

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
言
う
「
祖
国
」
は
「
一
つ
の
国
民

以
上
」
の
存
在
、
そ
の
意
味
で
「
フ
ラ
ン
ス
は
人ユ

マ
ニ
テ類

で
あ
り
宗
教
」
だ

と
い
う
（
四
五
年
）
。

　

ミ
シ
ュ
レ
に
と
っ
て
、
祖
国
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
「
精
神
的
統
一
」

を
果
た
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
そ
う
し
た
「
新
し
い
福
音
」

を
啓
示
し
た
大
革
命
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
統
一
が
果
た

さ
れ
る
未
来
社
会
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
祈
念
す
る
こ
と
を
含
意
し
た
（
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
史

）
29
（

』
）
。
こ
の
時
期
、
主
著
『
人
民
（
民
衆
）
』
（
一
八
四
六
年
）

を
執
筆
し
た
ミ
シ
ュ
レ
は
、
「
協
同
体
（association

）
」
に
は
宗
教
が
不
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可
欠
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
第
三
部
三
章
）
。
正
確
に
言
え
ば
、
い
か

な
る
協
同
体
の
維
持
に
も
「
犠
牲
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
人
は
無
限

と
信
じ
る
も
の
の
た
め
に
し
か
、
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

犠
牲
の
た
め
に
は
一
つ
の
神
が
、
一
つ
の
祭
壇
が
必
要
で
あ
る

）
30
（

」
。
さ

ら
に
ミ
シ
ュ
レ
は
、
大
革
命
で
そ
の
神
が
再
来
し
た
と
語
る
が
、
果
た

し
て
そ
う
い
っ
た
信
仰
は
国
民
の
な
か
に
い
か
に
生
ま
れ
る
の
か
。
彼

の
宗
教
観
は
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
『
人
民
』
に
は
信
仰
を

社
会
化
さ
せ
る
存
在
と
し
て
「
天
才
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
―
―
。

（
二
）
天
才
と
〈
人
民
〉
の
宗
教

　

リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
新
し
い
歴
史
学
「
ア
ナ
ー
ル
派
」
の

創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
彼
が
一
九
四
二
―
三
年
に
行
な
っ
た

「
近
代
世
界
の
形
成
―
―
ミ
シ
ュ
レ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
問
題
」
と
題
し

た
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
で
、
ミ
シ
ュ
レ
の
宗
教
観
に
つ

い
て
簡
潔
に
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
ミ
シ
ュ
レ
が
い
つ
信
仰
を
失
っ
た
か

が
よ
く
論
点
に
さ
れ
る
が
、
「
彼
は
信
仰
を
失
っ
た
り
し
な
か
っ
た
」

と
い
う
。
だ
が
「
宗
教
の
外
」
で
育
っ
た
彼
は
「
組
織
と
し
て
の
宗
教
」

に
対
し
て
は
信
仰
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
う
語
っ
た
う
え
で
、
洗
礼
を

受
け
た
ミ
シ
ュ
レ
が
そ
の
四
年
後
、
第
二
の
母
と
呼
ば
れ
る
オ
ル
タ
ン

ス
夫
人
に
「
自
然
宗
教
」
を
勧
め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
『
サ
ヴ
ォ
ワ
司
祭
の
信
仰
告
白
』
［
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』
中
の
挿
話
］

を
読
み
返
し
て
、
宗
教
は
よ
く
選
ぶ
よ
う
に
」
と
。
し
か
し
ミ
シ
ュ
レ

は
、
「
自
然
宗
教
と
は
心
の
奥
底
で
探
す
べ
き
も
の
な
の
だ
か
ら
」
と

言
っ
て
、
そ
れ
を
勧
め
た
こ
と
自
体
を
後
悔
し
て
い
る
。
「
こ
れ
が
ミ

シ
ュ
レ
の
宗
教
観
で
す
」
と
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
結
論
す
る

）
31
（

。

　

こ
こ
で
は
、
も
と
も
と
ミ
シ
ュ
レ
が
既
成
宗
教
に
批
判
的
で
、
そ
れ

と
は
異
な
る
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
「
自
然
宗

教
」
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
信
仰
が
「
心
の
奥
底
で
探

す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
個
人
的
か
つ
内
面
的
な

宗
教
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
自
然
と
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
宗
教
は
社
会

0

0

思
想
史
の
積
極
的
な
考
察
対
象
と
は
な
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
『
人
民
』
の
な
か
で
開
示
さ
れ
る
の
は
、
民
衆
＝

人
民
に
そ
の
自
然
な
い
し
信
仰
を
取
り
戻
さ
せ
る
べ
き
存
在
の
必
要
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
民
衆
は
自
ら
の
こ
と
を
知
ら
な
い
」
か
ら
だ
（Peuple, 

62: 13

）
。
ミ
シ
ュ
レ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
信
仰
は
前
述
の
よ
う
に
「
フ
ラ

ン
ス
と
い
う
理
念
」
あ
る
い
は
大
革
命
へ
の
信
仰
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
今
日

0

0

覚
醒
さ
せ
る
の
は
「
学
問
す
る
者
」
（
後
世
の
概
念
で
言
え

ば
「
知
識
人
」
）
、
そ
の
な
か
で
も
民
衆
の
こ
と
を
（
書
物
を
超
え
て
）
知
っ

0

0

て
い
る

0

0

0

人
間
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
ミ
シ
ュ
レ
は
そ
の
冒
頭
で
宣
明
す

る
。
「
民
衆
の
出
で
あ
る
ゆ
え
、
民
衆
と
共
に
生
き
共
に
働
き
共
に
苦

し
ん
で
、
他
の
者
以
上
に
彼
ら
を
知
っ
て
い
る
と
言
う
権
利
を
勝
ち
得

た
私
は
、
す
べ
て
の
人
の
前
に
民
衆
の
性
格
を
提
示
し
に
や
っ
て
来
た

の
で
あ
る
」
（Ibid, 63: 15

）
。

　

「
大
衆
（foule
）
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
悪
で
は
な
い
」
と
ミ
シ
ュ
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レ
は
言
う
。
し
か
し
、
近
代
化
は
「
知
性
の
前
進
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
苦
悩
の
前
進
」
を
経
験
し
た
時
代
で
あ
る
（Ibid, 102, 105: 72, 77

）
。

つ
ま
り
、
機
械
化
に
よ
っ
て
物
質
条
件
は
改
善
さ
れ
た
が
、
人
間
は
田

舎
と
都
会
、
農
民
と
都
民
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
労
働
者
の
あ
い
だ
で
分
断

さ
れ
反
感
と
憎
し
み
が
倍
加
、
「
精
神
の
貧
困
（la m

isère d ’esprit

）
」
は

増
し
た
。
民
衆
も
「
自
ら
の
悪
で
変
形
さ
せ
ら
れ
、
自
ら
の
発
展
自
体

で
変
質
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
。
そ
こ
で
、
彼
ら
を
救
う
存
在
が
「
天
才
」

で
あ
る
（Ibid, 192-3: 213-4
）
。
両
者
に
は
「
全
体
」
を
眺
め
、
統
一

を
求
め
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
が
、「
あ
ま
り
喋
ら
な
い
」
民
の
〈
声
〉

を
天
才
が
現
前
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
民
衆
は
救
わ
れ
る
と
さ
れ
る
（Ibid, 

184-6: 200-3

）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
「
民
の
声
は
神
の
声« Vox 

populi, vox D
ei »

」
だ
、
そ
う
ミ
シ
ュ
レ
は
言
明
す
る
。
確
か
に
、
天

才
は
救
世
主
で
は
な
い
と
彼
は
強
調
す
る
。
そ
れ
は
一
個
の
人
間
な
の

だ
か
ら
（Ibid, 186: 20

）
32
（4

）
。
し
か
し
、
民
衆
は
「
最
高
の
理
念
」
に
お

い
て
は
天
才
の
う
ち
に
し
か
な
く
、
多
様
性
を
統
一
さ
せ
る
社
会
の
イ

メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
「
神
に
よ
っ
て
寄
託
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り

人
間
と
神
と
の
『
都
市
』
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の

は
、
あ
く
ま
で
後
者
に
対
し
て
で
あ
る
（Ibid, 190: 210

）
。

　

『
人
民
』
の
翌
年
の
講
義
（
そ
の
講
義
録
『
学
生
』
）
で
は
、
若
者
（
学
生
）

に
対
し
て
〈
民
の
声
〉
に
耳
を
傾
け
て
「
統
一
」
を
実
現
す
る
よ
う
求

め
な
が
ら
、
民
衆
と
と
も
に
「
民
衆
以
上
に
民
衆
で
あ
る
」
天
才
に
近

づ
く
よ
う
教
示
し
て
い
る

）
33
（

。
ミ
シ
ュ
レ
に
よ
れ
ば
、
天
才
の
条
件
と
は

「
孤
独
で
あ
り
な
が
ら
社
会
的
人
間
関
係
に
富
む
こ
と
」
だ
と
い
う
。

し
ば
し
ば
天
才
は
社
会
的
関
係
を
取
り
結
べ
ず
孤
独
の
ま
ま
悲
惨
の
う

ち
に
没
し
て
き
た
。
だ
か
ら
「
彼
ら
は
大
衆
の
な
か
に
あ
っ
て
、
大
衆

と
と
も
に
、
大
衆
に
逆
ら
っ
て
創
造
す
る
」
（Étudiant, 138-9: 123

）
。

天
才
の
資
質
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
特
定
さ
れ
ず
―
―
も
ち
ろ
ん
ミ

シ
ュ
レ
は
自
ら
を
天
才
と
明
示
し
て
は
い
な
い
―
―
、
一
見
す
る
と
天

才
な
い
し
教
養
層
と
民
衆
の
あ
い
だ
で
叙
述
が
揺
れ
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
が
、
群
衆
ひ
と
り
一
人
が
「
司
祭
」
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
の
を
考
慮
す
れ
ば
（Ibid, 251: 220

）
、
天
才
が
要
請
さ
れ

る
の
は
過
渡
期
―
―
自
然
か
ら
乖
離
し
た
近
代
社
会
―
―
特
有
の
現
象

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
祖
国
へ
の
信
仰
」
、
そ
の
信
仰
対
象
が
目
に
見

え
る
の
は
「
大
き
な
公
共
祭
（grande fête publique

）
」
で
あ
り
（Peuple, 

240: 288

）
、
魂
に
形
を
与
え
る
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
演
劇
を
典
型
と

す
る
民
衆
が
役
者
と
な
り
観
客
と
な
る
祭
儀
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き

（Étudiant, 269: 236

）
、
最
終
的
に
天
才
な
い
し
政
治
的
指
導
者
の
占
め

る
場
所
は
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
で
も
、
代
弁
す

る
存
在
が
つ
ね
に
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
残
る
が
、

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
『
人
民
』
の
宗
教
は
人
間
の
う
ち
に
自
生
す
る
よ
う

な
自
然
宗
教
と
い
う
よ
り
も
、
い
ず
れ
か
の
段
階
で
そ
れ
を
社
会
化
・

政
治
化
し
て
く
れ
る
存
在
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
「
宗
教
」
、
市
民
宗

教
で
あ
る
と
言
え
る

）
34
（

。
彼
の
役
割
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
労
働
者
、
教
養

層
と
民
衆
と
い
う
二
つ
の
陣
営
に
分
断
さ
れ
た
社
会
の
統
一
に
向
け
て
、
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神
聖
な
人
民
の
〈
声
〉
を
代
弁
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

以
上
、
ミ
シ
ュ
レ
の
社
会
思
想
の
「
宗
教
的
」
一
側
面
に
光
を
あ
て

る
こ
と
で
、
近
代
社
会
を
結
合
す
る
た
め
に
「
宗
教
」
が
必
要
と
さ
れ

た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
「
代
替
宗
教
と
し

て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
だ
と
規
定
し
て
も
時
代
錯
誤
と
は
言
え
な
い
だ

ろ
う
。
法
は
人
民
の
「
代
弁
者
」
で
あ
り
「
彼
ら
の
思
い
」
を
表
わ
す

も
の
だ
と
す
れ
ば
（Ibid, 178: 202

）
、「
政
治
と
は
一
般
意
志
の
表
現
で

あ
る
べ
き
だ
」
（
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』
）
と
言
う
に
等
し
い
。
も
っ
と
も
、

ミ
シ
ュ
レ
の
場
合
、
そ
の
声
を
聞
か
れ
る
べ
き
「
人
民
」
は
（
多
数
派

で
は
な
く
）
あ
く
ま
で
全
体

0

0

で
あ
る
べ
き
で
、
両
陣
営
の
負
の
情
念
を

乗
り
越
え
た
調
和
が
目
指
さ
れ
た

）
35
（

。
そ
の
意
味
で
は
、
理
念
上
は
―
―

現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
陥
り
が
ち
な
―
―
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い

が
、
つ
ね
に
未
完
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
従
来
の
社
会
思
想
史
研
究
に
お
け
る
宗
教
の
欠
落
と
、

近
年
の
規
範
理
論
に
お
け
る
宗
教
へ
の
再
注
目
に
つ
い
て
代
表
的
な
文

献
を
例
に
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
予
備
的
作
業
と
し
て
、
ミ
シ
ュ
レ
の

市
民
宗
教
の
う
ち
に
思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
宗
教
」
研
究
の
可
能
性

を
部
分
的
に
示
し
た
。
そ
れ
は
、
社
会
を
再
結
合
す
る
た
め
に
要
請
さ

れ
た
〈
新
た
な
宗
教
〉
で
あ
り
、「
代
替
宗
教
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

（
森
本
）
の
先
駆
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
思
想
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
「
宗
教
」
へ
の
注
目
は
、
従
来
の
世
俗
化
を
前
提
と
し
た
豊
か
な

研
究
蓄
積
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
本
稿
で
は
強
調
し
た
。

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
社
会
思
想
史
研
究
が
宗
教
に
ど
う
接
近
す

る
か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　

そ
の
課
題
に
つ
い
て
最
後
に
付
言
す
れ
ば
、
本
稿
で
注
目
し
て
き
た

「
宗
教
的
」
言
説
の
源
泉
と
な
っ
て
い
た
人
文
学

0

0

へ
の
注
目
、
そ
の
研

究
蓄
積
の
積
極
的
な
援
用
が
さ
ら
に
必
要
で
は
な
い
か

）
36
（

。
と
同
時
に
、

社
会
科
学
で
あ
る
以
上
、
社
会
思
想
史
で
は
思
想
家
の
信
念
（
理
想
）

の
羅
列
で
は
な
く
、
そ
れ
が
近
代
の
「
社
会
形
成
の
一
般
的
な
原
理
」

（
内
田
義
彦
）
た
り
う
る
か
が
つ
ね
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

）
37
（

。

こ
れ
は
、
本
論
で
も
示
し
た
よ
う
な
〈
分
化
〉
と
し
て
の
近
代
化
と
宗

教
の
関
係
を
問
う
こ
と
と
も
関
係
し
よ
う
。
じ
っ
さ
い
、
思
想
史
研
究

に
お
け
る
宗
教
の
考
察
は
と
き
と
し
て
―
―
市
民
宗
教
へ
の
注
目
は
典

型
だ
が
―
―
情
念
の
社
会
統
合
作
用
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
否
定

的
な
側
面
を
見
逃
す
傾
向
が
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
同
様
、
そ
う
し
た

信
仰
に
基
づ
く
社
会
統
合
に
は
光
と
同
時
に
影
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
二
月
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
第
二
帝
政
で
も
、
急
速
に
経
済

成
長
す
る
社
会
で
過
激
な
信
仰
は
影
を
潜
め
る
が
、
い
わ
ば
モ
ノ
へ
の

信
仰
が
広
ま
る
な
か
で
政
治
は
専
制
化
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
世
紀
末

に
経
済
不
況
が
起
こ
る
と
、
成
長
の
光
の
も
と
で
隠
さ
れ
て
き
た
格
差

問
題
が
噴
出
、
人
種
主
義
を
と
も
な
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
勃
興
し
、
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別
種
の
排
他
的
な
代
替
宗
教
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
で
、
政
治
社
会
的
な
宗
教
へ
の
懸
念
を
つ
ね
に
表
明
し
て
き

た
思
想
史
に
も
同
様
な
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
ミ
シ
ュ
レ
が
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
敵
」
と
評
し
た
コ
ン
ド
ル

セ
が
行
な
っ
た
「
一
種
の
政
治
宗
教
」
へ
の
批
判
は
記
憶
に
と
ど
め
て

お
く
価
値
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
憲
法
も
、
人
権
宣
言
も
と
も
に
、
い
か
な
る
階
級
の
市

民
に
対
し
て
も
、
崇
拝
と
信
仰
の
対
象
と
し
て
天
井
か
ら
下
さ
れ

た
戒
律
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
（
中
略
）
み
ず

か
ら
の
理
性
に
の
み
従
う
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た

も
の
を
自
分
の
意
見
に
し
て
し
ま
う
人
び
と
が
い
る
か
ぎ
り
、
す

べ
て
の
鉄
鎖
が
打
ち
砕
か
れ
た
と
し
て
も
無
駄
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
命
令
さ
れ
た
見
解
が
有
益
な
真
理
と
な
る
で
あ
ろ
う

）
38
（

。

　

こ
う
し
て
近
代
社
会
の
人
間
は
、
そ
う
し
た
信
仰
を
一
緒
く
た
に
し

て
非
合
理
と
断
罪
し
た
く
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
人
び
と
が
結
び
つ
く
信
仰
（
信
じ
る
対
象
）
を
欲
し
、
ま
た

民
主
主
義
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
そ
れ
が
要
請
さ
れ
て
き
た
事
実

0

0

を
無

視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
点
で
、
思
想
史
研
究
は
絶
え
ず
そ

の
事
実
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。

 

（
た
か
や
ま
・
ゆ
う
じ
／
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

こ
こ
で
個
々
の
事
例
は
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
一
例
と
し
て
、
山
田
園
子
氏

に
よ
る
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
』
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
）
を
は
じ
め
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
学
や
神
学
か

ら
社
会
思
想
に
接
近
し
た
研
究
も
少
な
く
な
い
が
、
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ー
ム

教
圏
に
焦
点
を
当
て
た
独
自
な
貢
献
と
し
て
、
池
内
恵
『
現
代
ア
ラ
ブ
の
社

会
思
想
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。

（
2
） 

社
会
思
想
史
学
会
第
四
二
回
大
会
は
二
〇
一
七
年
十
一
月
四
日
に
京
都
大

学
で
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
共
通
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
池
内
恵
（
東
京
大
学
）・

森
本
あ
ん
り
（
国
際
基
督
教
大
学
）
両
氏
の
報
告
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
行

な
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
基
づ
い
て
全
面
的
に
再
構
成
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
思
想
史
研
究
の
最
新
動
向
を
踏
ま
え
る
か
た
ち
で
初
め

て
宗
教
を
テ
ー
マ
に
選
ば
れ
た
代
表
幹
事
の
坂
本
達
哉
先
生
を
は
じ
め
同
学

会
幹
事
の
方
々
、
特
に
同
企
画
を
主
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
宇
野
重
規
・
山
岡

龍
一
両
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
い
敬
意
と
感
謝
を
お
伝
え
し
た
い
。

（
3
） 

日
本
国
内
の
社
会
科
学
で
も
宗
教
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
一
例
と
し
て
、

近
年
政
治
学
会
の
学
会
誌
で
「
宗
教
と
政
治
」
の
特
集
が
組
ま
れ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
『
年
報
政
治
学
（
特
集 

宗
教
と
政
治
）
』
二
〇
一
三
（
一
）
。

（
4
） 

ピ
ー
タ
ー
・
L
・
バ
ー
ガ
ー
『
異
端
の
時
代
―
―
現
代
に
お
け
る
宗
教
の

可
能
性
』
薗
田
稔
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
七
年
、
五
七
頁
。

（
5
） 

筆
者
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。
「
未
完
の
「
市
民
宗
教
」
―
―
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル
ー
と
リ
ベ
ラ

ル
な
社
会
主
義
の
萌
芽
」
前
掲
誌
『
年
報
政
治
学
』
一
〇
一
―
一
二
一
頁
。

（
6
） 

こ
こ
で
言
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
カ
ス
・
ミ
ュ
デ
、
ク
リ
ス
ト
バ

ル
・
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
―
―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
友
と
敵
』

（
永
井
大
輔
・
髙
山
裕
二
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
四
頁
を
参
照
。

（
7
） 
以
下
、「
教
科
書
」
か
ら
の
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
頁
数
の
み
記
し
て
示
す
。
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（
8
） 

出
口
勇
蔵
氏
に
よ
る
本
書
の
書
評
も
参
照
。
『
経
済
学
史
学
会
年
報
』
一

九
六
三
年
一
巻
一
号
、
三
九
―
四
一
頁
。

（
9
） 

プ
ル
ー
ド
ン
の
社
会
思
想
は
し
ば
し
ば
非
宗
教
的
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ほ

ど
単
純
で
は
な
く
、
「
超
越
的
な
神
の
ご
と
き
存
在
」
を
手
放
さ
な
か
っ
た

彼
の
正
義
論
を
丁
寧
に
追
っ
た
近
年
の
成
果
と
し
て
、
金
山
準
「
神
と
「
正

義
」
―
―
プ
ル
ー
ド
ン
の
場
合
」
宇
野
重
規
・
伊
達
聖
伸
・
髙
山
裕
二
編
『
社

会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の
─
─
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
』
（
白
水
社
、

二
〇
一
一
年
）
一
三
五
―
一
六
四
頁
が
あ
る
。

（
10
） 

特
に
こ
の
点
で
は
、
社
会
思
想
史
の
教
科
書
で
あ
る
城
塚
登
『
社
会
思
想

史
』
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
八
五
年
）
、
な
か
で
も
第
一
―
二
章
を

参
照
の
こ
と
。

（
11
） 

本
書
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
同
時
期
の
別
の
教
科

書
で
も
社
会
問
題
を
論
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
し
て
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル

ド
・
ニ
ー
バ
ー
や
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
に
わ
ず
か
に
言
及
し
た
も
の
が
あ
る
。

城
塚
登
編
『
社
会
思
想
史
入
門
』
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
、
V
―
2
（
浜
井

修
氏
執
筆
）
。

（
12
） 

平
井
俊
彦
・
徳
永
恂
編
『
社
会
思
想
史 

2 

現
代
』
有
斐
閣
新
書
、
一
九

七
九
年
、
一
七
七
―
一
七
八
頁
。

（
13
） 

平
井
俊
彦
編
『
社
会
思
想
史
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
（
世
界
思
想
社
、
一

九
九
四
年
）
、
序
章
の
叙
述
を
参
照
。

（
14
） 

平
井
俊
彦
・
徳
永
恂
編
『
社
会
思
想
史 

1 

近
代
』
有
斐
閣
新
書
、
一
九

七
九
年
、
九
頁
。

（
15
） 

前
掲
書
『
社
会
思
想
史
』
（
一
九
八
五
年
）
で
も
同
箇
所
が
参
照
さ
れ
て

い
る
（
一
二
九
頁
）
。
本
文
の
引
用
は
、ウ
ェ
ー
バ
ー
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』

（
尾
高
邦
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
、
七
二
―
七
三
頁
に
よ
る
。
な

お
、ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
神
経
症
を
患
っ
た
後
に
宗
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）

の
鎖
か
ら
脱
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
接
近
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

の
後
に
展
開
さ
れ
る
思
想
（
世
界
観
）
は
あ
る
意
味
で
多
分
に
「
宗
教
的
」

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。C

f., 

山
之
内
靖
「
ニ
ー
チ
ェ
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
宗

教
」
『
岩
波
講
座 

宗
教
と
科
学 

5 

宗
教
と
社
会
科
学
』
岩
波
書
店
、
一
九

九
二
年
、
二
七
五
―
三
〇
二
頁
。

（
16
） 

宗
教
社
会
学
の
分
野
で
は
、
世
俗
化
論
の
見
直
し
は
遅
く
と
も
一
九
六
〇

年
代
に
始
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
啓
蒙
主
義
的
な
宗
教
批
判
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
起
源
」
か
ら
世
俗

化
論
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
「
機
能
主
義
的
な
世
俗
化
論
」
が
新

た
に
登
場
し
―
―
ト
マ
ス
・
ル
ッ
ク
マ
ン
の
『
見
え
な
い
宗
教
』
に
よ
っ
て

体
系
化
さ
れ
た
―
―
、
宗
教
を
私
事
に
閉
じ
込
め
、
そ
の
後
に
「
公
的
領
域

に
突
然
噴
出
す
る
」
宗
教
の
公
的
役
割
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
。
『
近
代
世

界
の
公
共
宗
教
』
津
城
寛
文
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
、
二
九

―
三
〇
頁
。
以
下
の
引
用
は
本
文
中
に
訳
書
の
頁
数
の
み
記
す
。
宗
教
学
に

お
け
る
世
俗
化
論
と
そ
の
検
証
に
関
す
る
整
理
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
山
中

弘
「
宗
教
社
会
学
の
歴
史
観
」『
岩
波
講
座 

宗
教 

3 

宗
教
史
の
可
能
性
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
七
―
一
三
〇
頁
が
あ
る
。

（
17
） 

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
近
代
の
市
民
宗
教
論
の
問
題
を
社
会
学
の
言
語
で
解
決

し
よ
う
と
し
た
が
、
所
詮
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
焼
き
直
し
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
と
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
評
価
は
手
厳
し
い
（
八
一
頁
）
。
な
お
、
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
な
い
し
そ
の
学
派
に
お
け
る
「
宗
教
の
社
会
科
学
的
研
究
」
は
日
本
国
内

で
は
宗
教
学
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
一
例
と
し
て
、
宇
都
宮
輝
夫

「
デ
ュ
ル
ケ
ム
宗
教
社
会
学
の
形
成
過
程
―
―
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
対
す
る
W
・

R
・
ス
ミ
ス
の
影
響
」
『
宗
教
研
究
』
（
七
二
（
二
）
、
一
九
九
八
年
、
二
一

五
―
二
四
〇
頁
）
や
山
﨑
亮
『
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
宗
教
学
思
想
の
研
究
』
（
未

來
社
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。

（
18
） 

後
の
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
自
己
批
判
に
つ
い
て
は
、
高
田
宏
史
「
公
共
宗
教
と

世
俗
主
義
の
限
界
―
―
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の

議
論
を
中
心
に
」
前
掲
誌
『
年
報
政
治
学
』
四
九
―
五
三
頁
が
あ
る
。

（
19
） 
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
自
然
主
義
と
宗
教
の
間
―
―
哲
学
論
集
』
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庄
司
信
・
日
暮
雅
夫
・
池
田
成
一
・
福
山
隆
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二

〇
一
四
年
、
一
三
三
頁
。

（
20
） 

同
上
「
民
主
主
義
的
法
治
国
家
に
お
け
る
政
治
以
前
の
基
盤
」
『
ポ
ス
ト

世
俗
化
時
代
の
哲
学
と
宗
教
』
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
共
著
、
フ
ロ

リ
ア
ン
・
シ
ュ
ラ
ー
編
、
三
島
憲
一
訳
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
頁
。

（
21
） 
ロ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
宗
教
が
公
共
的
理
性
な
い
し
討
議
を
単
に
補
完
す
る

と
い
う
役
割
を
超
え
た
意
味
を
持
ち
う
る
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
将
人
『
ロ
ー

ル
ズ
の
政
治
哲
学
─
─
差
異
の
神
義
論
＝
正
義
論
』（
風
行
社
、
二
〇
一
七
年
）

の
次
の
一
節
に
適
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
と
い
う
よ
り
、
包
括
的
教
説

に
根
ざ
し
た
政
治
的
構
想
へ
の
積
極
的
な
コ
ミ
ッ
ト
が
な
け
れ
ば
、
政
治
的

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
安
定
性
は
極
め
て
危
う
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
時
と

し
て
政
治
的
構
想
は
、
理
念
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
媒
介
を
経
た
、
内
部
か
ら
の

更
新
の
試
み
を
必
要
と
す
る
、
さ
も
な
く
ば
そ
れ
は
形
骸
化
を
免
れ
え
な
い
」

（
二
四
九
頁
）
。

（
22
） 

前
掲
書
『
自
然
主
義
と
宗
教
の
間
―
―
哲
学
論
集
』
一
五
〇
頁
。

（
23
） 

前
掲
書
『
社
会
統
合
と
宗
教
的
な
も
の
』
、
同
編
『
共
和
国
か
宗
教
か
、

そ
れ
と
も
―
―
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
光
と
闇
』
白
水
社
、
二
〇
一
五
年
。

ま
た
、
同
様
な
関
心
の
も
と
に
近
代
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
「
ラ
イ
シ
テ
」
概
念

を
軸
に
描
き
出
し
た
宗
教
研
究
の
力
作
と
し
て
、
伊
達
聖
伸
『
ラ
イ
シ
テ
、

道
徳
、
宗
教
学
―
―
も
う
ひ
と
つ
の
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
宗
教
史
』
（
勁
草
書
房
、

二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。

（
24
） 

ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教
論
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
「
寛
容
を
支
持
す
る
構
想
」

で
あ
る
と
論
じ
た
近
年
の
成
果
と
し
て
、
関
口
佐
紀
「
ル
ソ
ー
の
市
民
宗
教

論
に
お
け
る
寛
容
―
―
近
代
寛
容
論
へ
の
批
判
と
発
展
」
『
政
治
思
想
研
究
』

（
一
七
、
二
〇
一
七
年
）
二
九
四
―
三
二
六
頁
が
あ
る
。

（
25
） 

ジ
ャ
ン
・
カ
ス
ー
『
一
八
四
八
年
―
―
二
月
革
命
の
精
神
史
』
二
月
革
命

研
究
会
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
、
三
一
頁
。
以
下
、
二
月
革

命
の
「
宗
教
的
」
理
解
は
同
書
、
第
一
章
を
参
照
。

（
26
） 

同
上
、
三
七
頁
。

（
27
） 

ミ
シ
ュ
レ
の
講
義
が
中
止
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、

藤
本
治
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
現
実
と
ミ
シ
ュ
レ
」『
一
橋
論
叢
』（
五

三
（
二
）
、
一
九
六
五
年
）
、
二
二
四
―
二
三
三
頁
が
あ
る
。

（
28
） O

scar A. H
aac, ‘La R

évolution com
m

e R
eligion: Jules M

ichelet ’ in 
Rom

antism
e (50), 1985, pp. 75-82.

（
29
） 

ミ
シ
ュ
レ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
第
三
巻
三
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
行
進
」（
桑

原
武
夫
・
樋
口
謹
一
・
多
田
道
太
郎
訳
、
中
公
文
庫
〈
上
巻
〉
、
二
〇
〇
六
年
）

を
参
照
。

（
30
） Jules M

ichelet, Le Peuple [1846] (Paris: Flam
m

arion, 1974), p. 216 

（
『
民
衆
』
大
野
一
道
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
五
〇
頁
）. 

以
下
、
引
用
の
際
は

Peuple

と
略
記
し
、
原
書
と
訳
書
の
頁
数
を
併
記
す
る
。

（
31
） 

リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
『
ミ
シ
ュ
レ
と
ル
ネ
サ
ン
ス
―
―
「
歴
史
」

の
創
始
者
に
つ
い
て
の
講
義
録
』
ポ
ー
ル
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
編
、
石
川
美
子
訳
、

藤
原
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
八
八
―
二
九
二
頁
。

（
32
） 

ミ
シ
ュ
レ
は
、
同
僚
の
ミ
ッ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
よ
う
な
「
メ
シ
ア
主
義

的
神
秘
主
義
」
に
批
判
的
で
、
彼
個
人
は
（
理
想
的
に
は
）
上
（
天
才
）
よ

り
も
下
（
民
衆
）
か
ら
信
仰
／
生
命
が
湧
き
上
が
る
と
い
っ
た
表
現
を
好
ん

だ
。
「
わ
れ
わ
れ
の
方
法
は
、
生
命
は
民
衆
か
ら
や
っ
て
き
て
偉
大
な
る
人

の
方
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
を
欲
す
る
も
の
だ
」
。
大
野
一
道
『
ミ
シ
ュ
レ

伝
―
―
一
七
九
八
―
一
八
七
四
（
自
然
と
歴
史
へ
の
愛
）
』
藤
原
書
店
、
一

九
九
八
年
、
二
五
八
頁
。

（
33
） Jules M

ichelet, L’Étudiant, cours de 1847-1848 (Paris: C
alm

ann Lévy, 
1877), pp. 56-57. 

（
『
学
生
よ
―
―
一
八
四
八
年
革
命
前
夜
の
講
義
録
』
大

野
一
道
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
五
年
、
四
九
―
五
〇
頁
）
。
以
下
、
引
用

の
際
はÉtudiant

と
略
記
し
、
原
書
と
訳
書
の
頁
数
を
併
記
す
る
。
な
お
、

ミ
シ
ュ
レ
の
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
に
は
十
回
の
講
義
録
が
収
録
さ
れ
て

い
る
が
、
本
文
で
説
明
し
た
通
り
講
義
が
中
止
さ
せ
ら
れ
た
た
め
、
実
際
に



51　●　〈論文〉見えざる市民宗教――髙山裕二

行
わ
れ
た
の
は
第
三
回
ま
で
で
あ
る
。

（
34
） 

こ
の
点
で
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
で
人
民
の
〈
声
〉
を
代
弁
す
る
ロ
ベ

ス
ピ
エ
ー
ル
の
存
在
は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
考
察
で
き
な
い
。

前
掲
書
、
二
七
八
頁
。

（
35
） 
ミ
シ
ュ
レ
に
と
っ
て
、
「
人
民
」
は
文
字
通
り
「
す
べ
て
の
人
び
と
」
と

い
う
全
体

0

0

を
指
し
て
い
た
。
前
掲
書
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
一
三
五
頁
。
確

か
に
、
そ
れ
は
一
八
四
六
年
の
著
書
で
も
事
実
上
は
農
民
を
中
心
と
し
た
「
民

衆
（
庶
民
）
」
を
指
し
て
使
わ
れ
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
理
想
化
さ
れ
て
い
る
が
、

「
祖
国
」
や
「
フ
ラ
ン
ス
」
と
し
ば
し
ば
並
列
さ
れ
る« U

n Peuple! »

と
い
っ

た
社
会
統
合
の
理
念

0

0

と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
や
労
働
者

を
も
包
含
し
た
「
す
べ
て
の
人
び
と
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿

で
は
そ
の
意
味
で
同
書
の
タ
イ
ト
ル
を
「
人
民
」
と
あ
え
て
訳
出
し
て
あ
る
。

C
f., Alain Pessin, Le m

ythe du peuple et la société française du XIX
e siècle 

(Paris: PU
F, 1992), pp. 112-113. 

な
お
、
ミ
シ
ュ
レ
の
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」

を
今
日
的
そ
れ
と
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
論
考
と
し

て
、Federico Tarragoni, ‘Le peuple et son oracle. U

ne analyse du 
populism

e savant à partir de M
ichelet ’ in Rom

antism
e (170), 2015, pp. 

113-126. 

が
あ
る
。

（
36
） 

こ
の
点
で
少
な
か
ら
ず
蓄
積
の
あ
る
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
限
定
さ
れ
な
い
思

想
史
研
究
の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
堀
田
新
五
郎
・
森
川
輝
一
編
『
講

義 

政
治
思
想
と
文
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七
年
。
一
方
、
文
学

研
究
か
ら
宗
教
思
想
に
接
近
し
た
近
年
の
成
果
の
一
例
と
し
て
、
工
藤
庸
子

『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
文
化
論
―
―
姦
通
小
説
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
・
政

教
分
離
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

（
37
） 

こ
の
点
で
ル
ソ
ー
と
対
比
し
て
ス
ミ
ス
の
特
質
を
語
っ
た
、
内
田
義
彦
「
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
―
―
人
文
学
と
経
済
学
」
（
『
作
品
と
し
て
の
社
会
科
学
』
一

九
八
一
年
、
岩
波
書
店
、
Ⅱ
）
を
参
照
。
じ
っ
さ
い
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研

究
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
日
本
の
社
会
思
想
史
研
究
で
は
、
ス
ミ
ス
自
身
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
と
は
呼
ば
れ
な
く
て
も
人
文
学
と
の
関
係
な
い

し
緊
張
が
意
識
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
38
） 

ク
ロ
ー
ド
・
ラ
ン
グ
ロ
ワ
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
反
教
権
＝
世
俗
派
」
谷

川
稔
訳
、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
編
『
記
憶
の
場
―
―
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文

化
＝
社
会
史
《
対
立
》
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
三
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

市
民
宗
教
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
、
世
俗
化
論
、
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
、
宗
教
的
な
も
の
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
ロ
ー
ル
ズ
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
Ⅲ
』
で
展
開

さ
れ
て
い
る
「
人
倫
」
の
構
想
を
、
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
へ
の
対
応
と

い
う
観
点
か
ら
総
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ェ
ー
ナ
期
に
始
ま
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
構
想
は
、
そ
の
短
い
期
間

に
大
き
く
変
転
す
る
。
イ
ェ
ー
ナ
前
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
古
典
古
代
の

政
治
学
を
範
と
し
た
実
体
的
人
倫
の
立
場
に
立
脚
し
つ
つ
、
近
代
の
自

然
法
論
に
対
し
て
批
判
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
が
、
イ
ェ
ー
ナ
後
期
に
執

筆
さ
れ
た
精
神
哲
学
構
想
、
と
り
わ
け
『
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
Ⅲ

（1805/06

）
』
（
以
下
、
『
構
想
Ⅲ
』
と
略
記
）
で
は
、
近
代
的
な
個
人
の
主

体
性
が
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
批
判
的
で
あ
っ
た
近

代
自
然
法
論
に
接
近
し
た
理
論
構
成
が
取
ら
れ
る
に
至
る
。

　

『
構
想
Ⅲ
』
に
は
ル
ソ
ー
の
名
が
直
接
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
。

し
か
し
、
先
行
研
究
は
二
つ
の
点
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
草
稿
で
ル

ソ
ー
の
問
題
圏
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
推
察
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
同

書
の
第
三
部
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
国
家
と
し
て
の
人
倫
の
境
位
を

「
個
別
意
志
」
と
「
普
遍
意
志
」
の
統
一
と
し
て
把
握
し
て
い
る
点
で

あ
る

）
1
（

。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
倫
を
諸
個
人
に
先
立
つ
実
体
的
な

も
の
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
「
普
遍
意
志
」
と
い
う
術
語
を
用
い
て
論

じ
て
も
い
る
が
、
M
・
リ
ー
デ
ル
は
こ
の
点
の
う
ち
に
、
ル
ソ
ー
の
一

〈
公
募
論
文
〉

ヘ
ー
ゲ
ル
『
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
Ⅲ
』に
お
け
る�

�
陶
冶
と
普
遍
意
志
の
構
成

【
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
へ
の
対
応
を
軸
と
し
て
】

小
井
沼
広
嗣
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般
意
志
論
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
古
典
政
治
学
の
立
場
か
ら
再
構
成

し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
い
る

）
2
（

。
も
う
一
つ
は
、

同
じ
箇
所
で
、
個
別
意
志
を
普
遍
意
志
へ
と
高
め
る
「
陶
冶

Bildung
」
の
過
程
が
、
諸
個
人
の
特
殊
性
の
「
外
化
（
譲
渡
）

Entäußerung
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
3
（

。

こ
の
点
は
、
南
條
文
雄
や
佐
山
圭
司
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
社
会
契
約

に
諸
個
人
の
全
面
的
な
「
譲
渡aliénation

」
の
意
義
を
込
め
た
ル
ソ
ー

の
教
説
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る

）
4
（

。
以
上
の
主
張
は
重
要
な
も
の
で

あ
り
、
本
稿
も
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
て
展
開
を
試
み
る
も
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
け
る
ル
ソ
ー
と
の
関
連
の
考
察

は
、
同
書
の
第
三
部
の
ご
く
限
ら
れ
た
叙
述
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
同
書
の
人
倫
構
想
の
モ
チ
ー
フ
と
展
開
を
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
の

問
題
圏
と
の
関
連
か
ら
総
体
的
に
検
討
す
る
に
は
及
ん
で
い
な
い

）
5
（

。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

以
下
の
論
点
を
際
立
た
せ
る
仕
方
で
、
こ
の
課
題
を
遂
行
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

　

ま
ず
本
稿
で
は
、
『
構
想
Ⅲ
』
に
お
け
る
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
の
積

極
的
受
容
の
中
軸
が
、
《
普
遍
意
志
に
従
う
こ
と
が
自
己
の

0

0

0

意
志
に
従

う
こ
と
で
も
あ
る
》
と
い
う
、
「
共
同
」
即
「
自
律
」
と
も
呼
ぶ
べ
き

ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
論
の
論
理
の
継
承
に
あ
る
点
、
そ
し
て
ま
た
、
同

書
で
展
開
さ
れ
る
人
倫
構
想
が
も
つ
《
近
代
性
》
は
こ
の
点
に
由
来
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
観
点
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
構

想
が
ル
ソ
ー
の
「
譲
渡
」
論
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
説
く
「
自
由
へ
の
強

制
」
や
「
立
法
者
」
論
と
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
両
者
の
社
会
思
想
の
近
さ

と
遠
さ
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　

以
下
で
は
次
の
順
序
で
考
察
を
進
め
る
。
一
節
で
は
、
ル
ソ
ー
の
『
社

会
契
約
論
』
の
基
本
的
な
論
点
を
、
本
論
考
の
問
題
に
か
か
わ
る
範
囲

で
検
討
す
る
。
二
節
で
は
、
『
構
想
Ⅲ
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会

契
約
説
批
判
を
確
認
し
、
次
い
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
普
遍
意
志
と
個
別
意

志
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
三
節
で

は
、『
構
想
Ⅲ
』
で
展
開
さ
れ
る
諸
個
人
の
「
陶
冶
」
の
過
程
が
、
ル
ソ
ー

が
提
示
し
た
「
譲
渡
」
概
念
、
な
ら
び
に
「
自
由
へ
の
強
制
」
と
い
う

論
理
を
改
釈
す
る
な
か
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
解
く
。
四
節

で
は
、
社
会
契
約
説
を
退
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
歴
史
上
の
国
家
創
設
の

事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
、
そ
れ

を
踏
ま
え
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
「
普
遍
意
志
の
構
成
」
の
議
論
枠
組

み
を
支
え
る
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
。

一　

ル
ソ
ー
に
よ
る
自
由
人
の
共
同
体
の
構
想

　

ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
の
冒
頭
部
で
探
究
テ
ー
マ
を
こ
う
提
示

す
る
。
「
私
は
、
人
間
を
あ
る
が
ま
ま
に
捉
え
、
法
を
あ
り
う
る
姿
に

捉
え
た
場
合
に
、
社
会
の
秩
序
の
な
か
に
正
当
で
確
実
な
統
治
の
何
ら
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か
の
規
範
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
を
探
求
し
た
い
」
（O

C
3, 351

）
。
国

家
社
会
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
る
《
原
理
》と
は
何
か
。
こ
れ
が
ル
ソ
ー

の
提
起
す
る
課
題
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
ほ
ん
ら
い
自

由
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
い
う
自
由
と
は
、
自
分
が
「
自
分
自
身
の
主
人

と
な
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
に
関
わ
る
一
切
の
こ
と
を
自
己
決
定

し
つ
つ
生
き
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
の
本
源
性
に
立
脚

す
る
な
ら
ば
、
強
者
の
権
利
、
征
服
権
、
奴
隷
権
な
ど
、
力
に
よ
っ
て

「
権
利
」
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
従
来
の
政
治
理
論
は
、
す
べ
て
無
効

な
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
人
間
の
あ
い
だ
の

正
当
な
政
治
的
権
威
の
根
拠
と
し
て
は
、
個
々
人
の
自
発
的
な
意
志
に

よ
る
「
合
意
」
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
（O
C

3, 352

）
。
そ
の
最
初

の
合
意
こ
そ
、
社
会
契
約
に
他
な
ら
な
い
。

　

社
会
契
約
と
は
、
「
各
構
成
員
が
全
体
に
結
合
し
つ
つ
、
し
か
も
自

分
自
身
に
し
か
服
従
す
る
こ
と
な
く
、
結
合
前
と
同
様
に
自
由
で
あ
る
」

（O
C

3, 360

）
よ
う
な
状
態
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
結
合
形
式
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
社
会
契
約
は
た
だ
一
つ
の
「
条
項
」
、

す
な
わ
ち
「
各
構
成
員
が
自
己
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
と
と
も
に
、
共

同
体
全
体
に
対
し
て
全
面
的
に
譲
渡
す
る
こ
と
」
（ibid.

）
に
帰
着
す
る
。

各
人
が
一
斉
に
自
己
の
自
由
、
能
力
、
財
産
の
す
べ
て
を
譲
り
渡
す
と

い
う
点
で
、
条
件
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
平
等
で
あ
り
、
し
か
も
譲

渡
の
受
け
取
り
手
で
あ
る
共
同
体
は
、
全
員
に
対
等
な
権
限
を
与
え
、

そ
れ
を
公
的
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
各
人
は
特
定
の
誰

に
も
自
分
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
ル
ソ
ー
は
社
会

契
約
の
本
質
を
「
各
人
が
自
ら
の
人
格
と
す
べ
て
の
力
を
共
同
し
て
、

一
般
意
志
の
最
高
の
指
揮
の
下
に
置
く
」
（O

C
3, 361

）
こ
と
と
定
式

化
す
る
。
こ
の
結
合
行
為
に
よ
っ
て
各
人
の
「
特
殊
な
自
己
」
に
代
わ

り
、
「
一
つ
の
精
神
的
で
集
合
的
な
団
体
」
が
生
み
出
さ
れ
る
（ibid.

）
。

人
民
の
一
般
意
志
と
い
う
「
共
同
の
自
我
」
（ibid.

）
の
存
在
が
措
定
さ

れ
、
各
人
が
そ
れ
に
自
ら
を
全
面
的
に
委
ね
る
か
ぎ
り
で
、
い
わ
ば
、

自
己
に
課
し
た
法
に
従
う
と
い
う
《
個
人
の
自
律
》
と
、
自
分
た
ち
に

課
し
た
法
に
従
う
と
い
う
《
共
同
体
と
し
て
の
自
律
》
と
が
重
な
り
合

う
こ
と
に
な
る
。
「
一
般
意
志
」
は
共
同
の
利
益
だ
け
を
考
慮
す
る
意

志
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
国
家

で
は
、
個
人
は
立
法
活
動
に
参
与
す
る
「
市
民
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

国
家
の
法
に
服
す
る
「
臣
民
」
で
も
あ
る
（O

C
3, 362

）
。
各
人
が
こ

れ
ら
二
重
の
規
定
を
も
つ
か
ぎ
り
で
、「
服
従
と
自
由
と
の
合
致
」（O

S3, 

427

）
と
も
い
え
る
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
の
根
幹
を
な
す
の
は
「
全
面
的

譲
渡
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
個
々
人
が
自
ら
の
特
殊
性
を
放
棄
す
る
こ

と
で
、
か
え
っ
て
普
遍
的
な
自
己
を
獲
得
す
る
と
い
う
逆
説
的
な
事
態

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
ル
ソ
ー
の
説
く
国
家
は
、
ホ
ッ

ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
と
い
っ
た
、
先
行
の
社
会
契
約
論
者
の
提
示
し
た
国
家

像
と
は
一
線
を
画
す
る
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
彼

ら
に
と
っ
て
国
家
と
は
、
個
人
の
生
命
や
所
有
権
を
首
尾
よ
く
保
護
す
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る
た
め
の
法
的
・
政
治
的
機
構
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
ル
ソ
ー
に

と
っ
て
の
国
家
と
は
、
そ
う
し
た
外
面
的
な
秩
序
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人

間
が
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
真
に
自
己
と
な
り
え
る
よ
う
な
、
倫
理

的
共
同
体
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ

が
証
拠
に
、
ル
ソ
ー
は
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
へ
の
移
行
に
よ
っ
て

生
じ
る
人
間
性
の
変
化
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
こ
の

移
行
に
よ
っ
て
、
「
義
務
の
呼
び
声
が
肉
体
の
衝
動
に
、
権
利
が
欲
望

に
と
っ
て
代
わ
り
、
そ
れ
ま
で
自
分
の
こ
と
し
か
考
慮
し
な
か
っ
た
人

間
が
〔
…
〕
自
分
の
好
み
に
従
う
前
に
理
性
に
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
気
づ
く
」
（O

S3, 364

）
。
こ
の
こ
と
は
、
「
人
間
を
真
に
自
己

の
主
人
た
ら
し
め
る
」
よ
う
な
「
道
徳
的
自
由liberté m

orale

」（O
S3, 

365

）
の
獲
得
で
あ
り
、
か
く
し
て
人
間
は
社
会
状
態
の
う
ち
で
は
じ

め
て
、
「
た
ん
な
る
欲
望
へ
の
衝
動
は
隷
従
で
あ
り
、
自
ら
定
め
た
法

へ
の
服
従
こ
そ
自
由
で
あ
る
」
（ibid.

）
こ
と
を
自
覚
す
る
に
至
る
。
そ

う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ル
ソ
ー
の
説
く
社
会
契
約
は
、
た
ん
に
「
結
合
前

と
同
様
に
自
由
で
あ
る
」
状
態
の
達
成
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
際
に
は

自
由
の
質
的
転
換
―
―
自
然
的
自
由
の
放
棄
、
市
民
的
自
由
と
道
徳
的

自
由
の
獲
得
―
―
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
唯
一
正
当
と
い
え
る
国
家
の
構
成
原
理
は
示

さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
ル
ソ
ー
は
こ
こ
で
議
論
を
終
息
さ

せ
ず
に
、
新
た
な
問
題
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
個
人
が
「
市
民
」
で

あ
り
「
臣
民
」
で
あ
る
以
前
に
、
一
個
の
「
人
間l ’hom

m
e

」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
実
際
、
人
間
と
し
て
の
各
個
人
は
、
市
民
と
し
て
の
彼
が
持
っ

て
い
る
一
般
意
志
に
反
し
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
特
殊

意
志
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
。
彼
の
特
殊
利
益
は
、
共
同
利
益

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
語
り
か
け
を
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
。

 

（O
C

3, 363

）

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
問
題
は
、
い
ま
見
た
社
会
契
約
の
《
原
理
》
か

ら
生
じ
て
く
る
問
題
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
問
題
に
対
す
る

原
理
上
の
解
決
は
、
各
人
が
自
ら
の
特
殊
性
を
「
全
面
的
に
譲
渡
」
し
、

「
一
般
意
志
の
最
高
の
指
揮
の
下
に
置
く
」
と
い
う
結
合
形
式
の
う
ち

に
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
6
（

。
だ
が
、
こ
う
し
た
問
題
設

定
の
う
ち
に
、
ル
ソ
ー
は
近
代
と
い
う
《
現
実
》
を
見
据
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
国
家
論
は
人

民
主
権
と
い
う
き
わ
め
て
近
代
的
な
統
治
原
理
を
提
示
す
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
古
典
古
代
の
共
和
主
義
の
復
権
を
企
図
す
る
も
の
で
も

あ
る
。
共
和
制
は
自
由
な
市
民
の
自
治
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
政
体
で

あ
り
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
己
の
私
的
利
害
を
国
家
全
体

の
共
同
の
利
害
へ
と
従
属
さ
せ
う
る
よ
う
な
政
治
的
な
「
徳vertu

」

を
も
つ
こ
と
が
各
人
に
要
請
さ
れ
る

）
7
（

。
し
か
し
ル
ソ
ー
そ
の
人
が
『
学

問
芸
術
論
』
や
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
で
論
じ
た
よ
う
に
、
文
明
社
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会
に
生
き
る
近
代
人
は
そ
う
し
た
能
動
的
な
市
民
た
る
よ
う
な
資
質
を

も
は
や
具
え
て
お
ら
ず
、
私
的
利
益
の
追
求
に
汲
々
と
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
ル
ソ
ー
は
こ
の
『
社
会
契
約
論
』
で
も
、
単
な
る
《
原
理
》
の

提
示
に
終
始
せ
ず
に
、
私
的
利
益
を
優
先
す
る
「
人
間
」
と
い
う
近
代

の
《
現
実
》
に
対
峙
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

「
自
由
へ
の
強
制
」
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
や
「
立
法
者
」
の
必
要

性
と
い
っ
た
事
柄
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い

て
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
社
会
契
約
を
空
虚
な
公
式
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
こ
の

契
約
は
、
一
般
意
志
へ
の
服
従
を
拒
む
者
は
誰
で
も
、
団
体
全
体

に
よ
っ
て
服
従
を
強
制
さ
れ
る
、
と
い
う
約
束
を
暗
黙
の
う
ち
に

含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
約
束
だ
け
が
他
の
約
束

に
力
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
各
個
人
が
自
由

で
あ
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
他
な
ら
な
い
」
。

 

（O
C

3, 364
）

　

ル
ソ
ー
が
示
す
国
家
は
法
治
国
家
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
自
分
た
ち
の

制
定
し
た
法
に
自
ら
服
従
す
る
と
い
う
自
己
立
法
が
実
現
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
国
家
の
構
成
員
が
一
般
意
志
を
志
向
す
る
「
市
民
」
で
あ
る
以

前
に
、
現
実
に
は
自
ら
の
特
殊
意
志
を
優
先
す
る
「
人
間
」
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
一
般
意
志
は
本
来
的
に
は

0

0

0

0

0

自
分
の
意
志
で
あ
っ

て
も
、
自
覚
的
に

0

0

0

0

そ
う
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
本
来

は
自
ら
に
課
し
た
法
に
従
う
と
い
う
自
律
的
な
行
為
が
、
「
強
制
さ
れ

る
」
と
い
う
他
律
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
種

の
自
己
疎
外
の
事
態
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
他
面
、
こ
の
強
制
は
た
ん

な
る
強
制
で
は
な
く
「
自
由
へ
の
」
強
制
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
か
ぎ

り
で
、
強
制
さ
れ
る
者
を
本
来
の
自
律
的
な
主
体
へ
と
高
め
る
教
育
的

機
能
を
も
つ
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

）
8
（

。
先
に
触
れ
た
「
道
徳
的
自
由
」

も
、
こ
う
し
た
論
点
と
の
関
連
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
道

徳
的
自
由
は
社
会
状
態
へ
の
移
行
に
伴
っ
て
お
の
ず
と
獲
得
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
自
由
へ
と
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
能
動
的
な
市

民
を
育
成
す
る
良
き
法
が
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、
ル
ソ
ー
の
掲
げ
る
人
民
主
権
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、

法
の
制
定
者
は
人
民
自
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
こ
に
ル

ソ
ー
は
困
難
を
み
い
だ
す
。
「
一
般
意
志
は
常
に
正
し
い
が
、
そ
れ
を

導
く
〔
人
民
の
〕
判
断
が
常
に
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（O

C
3, 

380

）
。
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
の
意
志
は
決
し
て
一
般
意
志
に
一
致
し
な

い
が
ゆ
え
に
、
人
民
に
は
よ
き
導
き
手
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
役
目
を

担
う
人
物
こ
そ
、
「
立
法
者législateur

」
で
あ
る
。
立
法
者
は
「
諸
国

民
に
適
し
た
社
会
の
最
良
の
規
範
を
発
見
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
「
卓

越
し
た
知
性
」
の
持
ち
主
で
あ
り
（O

C
3, 381

）
、
未
成
熟
な
民
衆
に
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代
わ
っ
て
、
彼
ら
の
た
め
に
最
上
の
法
を
起
草
す
る
こ
と
を
任
務
と
す

る
。
立
法
者
が
与
え
た
法
の
下
、
人
民
が
「
社
会
的
精
神
」
（O

C
3, 

383
）
を
具
え
た
主
体
へ
と
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
意
志
と
特
殊

意
志
の
乖
離
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
立
法
者
の
要
請
を
事
柄
の
決
定
的
な
解

決
と
し
て
捉
え
る
の
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
《
自
ら
法
を
立
て
、

自
ら
そ
れ
に
服
す
る
》
と
い
う
自
己
関
係
の
構
造
が
成
り
立
っ
て
こ
そ
、

他
に
依
存
し
な
い
、
人
民
に
よ
る
自
己
立
法
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
を
顧

慮
し
て
ル
ソ
ー
は
、
立
法
者
を
国
家
体
制
の
外
部
の
人
間
と
位
置
づ
け

る
。
「
立
法
者
は
施
政
者
で
も
主
権
者
で
も
な
い
。
そ
の
職
責
は
国
家

を
組
織
す
る
こ
と
だ
が
、
国
家
体
制
の
な
か
に
は
位
置
を
占
め
な
い
」

（O
C

3, 382

）
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
外
部
の
人
間
が

提
示
す
る
法
案
を
、
い
ま
だ
未
熟
で
蒙
昧
な
人
民
が
採
択
に
応
ず
る
必

然
性
は
ど
こ
に
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
自
由
へ
の
強
制
」
に

実
効
性
を
与
え
る
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
に
な
る

）
9
（

。

　

以
上
の
考
察
を
総
括
し
て
お
こ
う
。
ル
ソ
ー
は
自
律
が
即
共
同
で
あ

る
よ
う
な
国
家
の
《
原
理
》
を
提
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
が
ま
ま

の
《
現
実
》
で
あ
る
「
人
間
」
に
対
峙
し
、
普
遍
意
志
と
特
殊
意
志
と

の
乖
離
を
い
か
に
解
消
さ
せ
る
の
か
と
い
う
大
変
な
難
題
を
引
き
受
け

た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
へ
の
対
処
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
自
由
へ
の

強
制
」
や
「
立
法
者
」
の
議
論
が
市
民
の
育
成
の
具
体
的
方
途
と
は
な

り
え
て
い
な
い
点
を
鑑
み
る
か
ぎ
り
、
ル
ソ
ー
は
充
分
な
解
決
を
示
し

え
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
ル
ソ
ー
の

問
題
圏
を
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
し
よ
う
と
す
る

の

か
。

次

節
で

は

そ
れ

を
、
『

構

想

Ⅲ

』

の

第

三

部
「

国

憲

K
onstitution

」
の
叙
述
に
即
し
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

二　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る「
普
遍
意
志
の
構
成
」の
意
味

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
構
想
Ⅲ
』
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
に
な
ら

い
、
共
同
体
の
正
当
性
の
原
理
を
意
志
論
と
い
う
視
座
か
ら
把
握
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
正
当
な
国
家
に
お
い
て
は
、
「
私
が
〔
国
家
の
〕

共
同
意
志dem

 gem
einsam

en W
illen

の
な
か
に
自
ら
の
肯
定
的
な

0

0

0

0

自

己
を
も
つ
こ
と
」（G

W
8, 255

）
を
私
自
身
が
承
認
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
私
が
共
同
意
志
の
う
ち
に
自
己
を
否
定
的
に

0

0

0

0

、
〔
す
な
わ
ち
自
ら
の
特

殊
性
の
〕
外
化

0

0

〔
譲
渡

0

0

〕
を
通
じ
て
〔
…
〕
も
つ
こ
と
」
（ebd.

）
を
私
自

身
が
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
説
で
は
、

自
由
な
共
同
体
は
諸
個
人
が
自
ら
の
特
殊
性
を
全
面
的
に
「
譲
渡
」
し
、

一
般
意
志
の
う
ち
に
自
分
の
意
志
を
措
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル
ソ
ー
が
提
示
し
た
こ
の
否
定
的
肯
定
と
も
呼
ぶ
べ
き
論

理
を
、
同
じ
意
味
合
い
を
も
つ
「
外
化
（
譲
渡
）
」
と
い
う
語
を
用
い

つ
つ
、
自
ら
の
国
家
構
想
の
う
ち
に
積
極
的
に
受
容
し
て
い
る
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
の
う
ち
で
諸
個
人
の
自
由
な
共

同
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
る
点
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
は
諸
個
人
が
特
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殊
性
を
「
外
化
（
譲
渡
）
」
し
、
自
ら
の
意
志
を
共
同
意
志
（
普
遍
意
志
）

の
う
ち
に
措
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
は
、
ル

ソ
ー
と
同
一
歩
調
を
と
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル

ソ
ー
の
教
説
を
い
か
な
る
点
で
批
判
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ル

ソ
ー
が
「
譲
渡
（
外
化
）
」
を
「
社
会
契
約
」
と
い
う
仕
方
で
提
示
し

た
点
に
向
け
ら
れ
る
。

「
〔
社
会
契
約
説
で
は
〕
現
実
の

0

0

0

〔
諸
個
人
の
〕
集
合
が
、
共
同
体

を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
〔
…
〕
し
か
し
彼
ら
の

肯
定
的
な
個
別
性
は
、
そ
れ
が
ま
だ
外
化
〔
譲
渡
〕
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
あ
る
い
は
、
否
定
性
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
具
え
て

い
な
い
が
ゆ
え
に
、
普
遍
的
な
も
の
に
と
っ
て
偶
然
性
で
あ
る
。

〔
…
〕
〔
社
会
契
約
説
で
は
〕
諸
個
人
が
即
自
的
に
普
遍
意
志
で
あ
る

こ
と
が
同
時
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
即
自

0

0

は
彼
ら
の
現
実
の

意
志
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
個
別
意
志

を
ま
だ
外
化
〔
譲
渡
〕
し
て
も
い
な
け
れ
ば
、
普
遍
意
志
を
承
認

し
て
も
お
ら
ず
、
む
し
ろ
普
遍
意
志
に
お
い
て
妥
当
性
を
も
つ
の

は
彼
ら
の
個
別
性
だ
け
で
あ
る
」
。 

（G
W

8, 257f.

）

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
社
会
契
約
説
で
は
、
諸
個
人
の
意
志
の
「
集

合
」
に
よ
っ
て
共
同
体
と
一
般
意
志
の
構
成
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で

は
た
し
か
に
個
別
意
志
の
「
外
化
（
譲
渡
）
」
と
い
う
「
否
定
」
の
契

機
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
さ
い
、
ル
ソ
ー
の
想
定
で
は
、
各
人
の
人

間
性
の
変
化
が
起
こ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

社
会
契
約
に
よ
っ
て
は
そ
う
し
た
「
外
化
」
が
真
に
な
さ
れ
る
と
は
考

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
の
「
外
化
」
は
、
た
ん
な
る
契
約
上
の
条

項
と
し
て
形
式
的
に
示
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
、

個
別
性
の
「
否
定
」
を
具
体
的
に
導
く
媒
介
項
が
何
ら
示
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
は
決
し
て
故
な
き
も
の

と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
批
判
は
、
『
社
会
契
約
論
』
が

孕
む
次
の
よ
う
な
相
反
す
る
見
地
を
鋭
く
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ル
ソ
ー
は
、
一
般
意
志
よ
り
も
自
ら
の
特
殊

意
志
を
優
先
す
る
「
人
間
」
の
問
題
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、

現
実
の
人
間
が
一
般
意
志
を
自
発
的
に
志
向
す
る
よ
う
な
市
民
た
り
え

な
い
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
面
で
、
ル
ソ
ー
の
説
く

社
会
契
約
説
は
原
理
上
、
国
家
社
会
の
設
立
行
為
を
各
人
の
自
由
意
志

に
よ
る
合
意
に
求
め
る
か
ぎ
り
で
、
あ
ら
か
じ
め
自
然
状
態
の
う
ち
で
、

一
般
意
志
を
自
発
的
に
志
向
す
る
よ
う
な
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
自

身
の
主
人
で
あ
る
よ
う
な
、
自
由
な
主
体
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
点
は
、
ル
ソ
ー
の
次
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
〔
…
〕
市
民
の
結
合
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
な
か
で
最
も
自
発
的

な
行
為
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由

で
あ
り
、
自
己
自
身
の
主
人
で
あ
る
か
ら
、
誰
で
あ
れ
、
彼
の
同
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意
な
し
に
は
ど
ん
な
口
実
の
も
と
で
も
彼
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
。 

（O
C

3, 440

）

　

こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
契
約
と
い
う
結
合
行
為
に
お
い
て

は
、
あ
く
ま
で
も
諸
個
人
が
自
発
的
に

0

0

0

0

自
ら
の
特
殊
性
を
外
化
（
譲
渡
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
ル
ソ
ー
の
現
実
認
識
に
お
い
て
は
、
あ

る
が
ま
ま
の
人
間
は
自
ら
の
特
殊
性
を
優
先
す
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な

想
定
は
ほ
ん
ら
い
望
む
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
次
の
よ
う

な
背
離
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ソ
ー
は
、
《
現
実
》
に
お
い

て
は
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
一
般
意
志
と
特
殊
意
志
を
、
《
原

理
》
の
上
で
は
無
媒
介
に
合
致
す
る
も
の
と
前
提
し
て
い
る
、
と
。
だ

が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
引
用
箇
所
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
よ

う
な
「
前
提
」
は
あ
く
ま
で
前
提
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
「
彼
ら
の
現
実

の
意
志
と
は
異
な
る
も
の
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
普
遍
意
志
の
も
と
で

現
に
妥
当
し
て
い
る
の
は
諸
個
人
の
「
個
別
性
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と

と
な
る
。

　

こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
契
約
説
批
判
は
、
彼
の
フ
ラ
ン
ス
革
命

へ
の
批
判
に
通
じ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論
の
具
体

的
適
用
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
が
、
『
構
想

Ⅲ
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
精
神
現
象
学
』
の
「
絶
対
的
自
由
と
恐

怖
」
の
箇
所
で
は
、
こ
の
革
命
が
破
壊
と
テ
ロ
ル
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え

な
い
所
以
が
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
自
分
が
絶
対
的
に
自
由
で
あ

る
と
確
信
し
た
意
識
は
、
自
分
の
意
志
が
直
接
的
に
「
普
遍
意
志
（
一

般
意
志
）
」
で
あ
る
と
僭
称
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
「
特
殊
意
志
」

に
す
ぎ
な
い
意
識
な
い
し
一
党
派
が
、
自
分
が
普
遍
意
志
で
あ
る
こ
と

を
確
証
す
る
に
は
、
そ
れ
に
敵
対
す
る
他
の
意
志
を
す
べ
て
特
殊
な
も

の
と
し
て
抹
殺
す
る
以
外
に
す
べ
が
な
い
。
こ
こ
に
「
破
壊
の
凶
暴
」

（G
W

9, 319

）
が
招
来
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
国
家
理
論
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、

ど
の
よ
う
な
仕
方
で
普
遍
意
志
と
個
人
の
意
志
と
の
関
係
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
の
か
。
彼
は
こ
う
述
べ
る
。

「
普
遍
意
志
は
、
さ
し
あ
た
り
諸
個
人
の
意
志

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
普
遍
意
志

と
し
て
構
成
さ
れ

0

0

0

0sich zu konstituieren

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
諸
個
人
の
意
志
が
原
理
と
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
反
対
に
、
普
遍
意
志
こ
そ
が
第
一
の
も
の

0

0

0

0

0

、
な

ら
び
に
本
質

0

0

で
あ
る
（
欄
外
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
「
全
体
は
本
性

か
ら
し
て
部
分
に
先
立
つ
」
）
。
そ
し
て
諸
個
人
は
自
己
の
否
定

0

0

、
す

な
わ
ち
外
化
と
陶
冶
に
よ
っ
て
、
自
己
を
普
遍
的
な
も
の
と
な
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。 

（G
W

8, 257

）

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
普
遍
意
志
こ
そ
個
別
意
志
に
先
立
つ
「
第
一

の
も
の
」
で
あ
る
。
欄
外
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が

示
す
よ
う
に
、
『
構
想
Ⅲ
』
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
以
前
と
同
様
に
、
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古
典
的
な
全
体
性
優
位
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。
普
遍
意
志
は
た
ん

に
直
接
的
な
諸
個
人
の
意
志
の
「
集
合
」
と
し
て
導
出
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
個
別
性
か
ら
純
化
さ
れ
た
、
真
に
全
体
を
な
す
よ
う

な
実
体
的
な
意
志
で
あ
る
。
個
人
は
自
己
の
個
別
性
の
否
定
、
外
化
と

陶
冶
を
通
じ
て
、
自
己
を
普
遍
へ
と
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
か

ぎ
り
で
の
み
、
個
人
の
意
志
は
普
遍
意
志
と
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

普
遍
意
志
は
そ
の
さ
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
な
ら
い
、
「
目
的
」
と

も
表
現
さ
れ
る
。
「
目
的
。
彼
ら
〔
諸
個
人
〕
は
同
じ
普
遍
性
を
、
そ
れ

が
即
自
的
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
欲
し
た
の
で
あ
る
」
（G
W

8, 257

）
。
す

な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
普
遍
意
志
を
、
諸
個
人
の
陶
冶
の
運
動
が
目
指

す
と
こ
ろ
の
即
自
的
な
「
目
的
」
、
こ
の
運
動
を
先
行
的
に
導
く
原
理

と
し
て
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
論
は
、
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
論
を

完
全
に
否
認
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ル
ソ
ー
そ
の
人
が
示
し
た
、
人
間
は
直
接
的
に

は
自
ら
の
特
殊
性
を
追
求
す
る
と
い
う
認
識
、
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
普
遍
意
志
の
構
成
に
は
個
別
意
志
の
譲
渡
・
否
定
が
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
論
点
を
、
ル
ソ
ー
以
上
に
首
尾
一
貫
し
た
仕
方
で
受
け
止
め
よ

う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
ル
ソ
ー
そ
の
人
の
個
体
主
義
的
な
前
提
を
退
け
、

普
遍
意
志
を
実
体
論
的
な
仕
方
で
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
と
解
し
う

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
普
遍
意
志
が
個
別
意
志
に
先
立
つ
と
は
言
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は
単
純
に
古
典
的
な
実
体
的
人
倫
の
立
場
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
『
構
想
Ⅲ
』
は
、
人
倫
構
想
に
さ
い
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
《
近
代
》

に
立
脚
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
最
初
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
「
絶
対
的
な
個
別
性
の
原
理
」
（G

W
8, 263

）
の

受
容
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
諸
個
人
は
「
完

全
な
自
立
性
を
自
ら
の
う
ち
に
も
っ
て
」
お
り
、
「
自
ら
の
現
実
性

0

0

0

を

放
棄
し
、
た
だ
自
ら
の
知0

に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
」
（G

W
8, 262

）
。

個
人
が
共
同
体
か
ら
距
離
を
と
っ
た
、
自
立
し
た
存
在
で
あ
り
う
る
か

ぎ
り
で
、
近
代
国
家
は
普
遍
と
個
別
と
の
分
裂
の
契
機
を
抱
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
個
別
者
の
知
が
自
己
の
内
で
完
結
せ
ず
、
「
他
在
の
う

ち
で
自
己
を
直
観
す
る
」
（G

W
8, 209

）
と
い
う
認
識
へ
と
進
む
か
ぎ

り
で
は
、
そ
れ
は
共
同
性
の
土
台
と
も
な
る
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

個
別
意
志
の
陶
冶
の
運
動
を
、
《
普
遍
意
志
の
う
ち
に
自
己
の

0

0

0

意
志
を

見
出
す
》
と
い
う
個
人
の
自
己
知
の
獲
得
過
程
と
し
て
叙
述
す
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
運
動
が
、
共
同
体
の
正
当
性
が
諸
個
人
に
よ
っ

て
認
識
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
の
う

ち
に
、
個
人
の
自
発
的
な
意
志
を
重
ん
ず
る
ル
ソ
ー
の
意
志
論
の
論
理

が
息
づ
い
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
構
想
Ⅲ
』
で
描
こ
う
と
す
る
の
は
、
万
人

の
知
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
共
同
体
で
あ
る
。
即
自
的
な
普
遍
意
志
は

諸
個
人
の
知
を
介
し
て
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

ヘ
ー
ゲ
ル
が
試
み
る
の
は
、
個
々
人
が
社
会
関
係
を
介
し
て
自
己
の
個
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別
性
を
「
否
定
」
し
、
普
遍
的
な
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
見
い
だ
す
に

至
る
「
陶
冶
」
の
過
程
を
、
潜
在
的
で
あ
っ
た
普
遍
意
志
が
法
や
制
度

と
い
う
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
顕
在
化
す
る
過
程
と
相
即
す
る
も

の
と
し
て
、
相
互
媒
介
的
に
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
普
遍
意
志
の
「
構
成
」
と
は
、
契
約
説
が
説
く
よ

う
な
、
諸
個
人
が
集
合
し
て
国
家
を
一
か
ら
設
立
す
る
行
為
を
意
味
し

な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
法
や
制
度
を
媒
介
と
し
た
個
別
者
の
陶
冶
の

過
程
と
、
そ
れ
を
通
じ
た
普
遍
意
志
の
顕
在
化
の
過
程
と
が
、
相
即
の

事
態
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
の
社
会

契
約
説
が
《
い
か
な
る
共
同
体
で
あ
れ
ば
、
自
由
な
個
人
が
そ
の
構
成

員
た
る
こ
と
に
同
意
し
う
る
の
か
》
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
す
る
の
に

対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
対
に
、
《
も
し
個
人
が
自
由
で
理
性
的
な
主
体

へ
と
陶
冶
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
法
や
制
度
の
も
と
で
の
社
会

関
係
が
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
か
》
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
す
る
わ
け

で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
独
自
の
問
題
構
成
の
も
と
で
ル
ソ
ー
の
「
全

面
的
譲
渡
」
の
概
念
を
改
変
し
、
そ
れ
を
「
外
化
―

陶
冶
」
の
論
理
へ

と
編
み
変
え
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
外
化
」
概
念
は
、

ル
ソ
ー
の
「
譲
渡
」
と
同
様
、
諸
個
人
が
特
殊
な
自
己
を
放
棄
し
、
代

わ
っ
て
一
つ
の
共
同
の
自
己
を
措
定
す
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
し
か

し
ル
ソ
ー
の
「
譲
渡
」
は
、
社
会
契
約
の
「
条
項
」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、

実
質
的
な
「
否
定
」
を
見
込
め
な
い
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
の

に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
「
外
化
」
は
、
他
者
関
係
や
社
会
関
係

を
媒
介
と
し
て
諸
個
人
が
経
験
す
る
実
質
的
な
「
陶
冶
」
の
意
味
と
重

ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
漸
次
的
に
達
成
さ
れ

る
過
程
と
捉
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
個
別
者
の
な
す
「
外
化
」
は
、

他
者
と
の
闘
争
、
労
働
・
交
換
・
契
約
な
ど
の
経
済
活
動
、
さ
ら
に
は

法
律
や
国
家
体
制
と
の
関
係
な
ど
、
多
面
的
か
つ
段
階
的
に
語
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
基
本
論
理
は
、
個
人
が
自
ら
の
個
別
性
を

対
象
・
他
者
・
制
度
の
う
ち
へ
と
「
外
化
」
し
、
そ
れ
ら
と
の
媒
介
関

係
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
普
遍
的
な
意
義
の
ほ
う
に
本
来
の
自
己
を
見

い
だ
し
て
い
く
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
以
上
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
本
線
を

踏
ま
え
、
次
節
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
過
程
を
当
該
テ
キ
ス
ト
の
第
一

部
・
第
二
部
に
即
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

三　
「
承
認
態
」を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
の
普
遍
意
志

　

『

構

想

Ⅲ

』

の
「

陶

冶

」

論

の

特

質

は
、

そ
れ

が
「

承

認

Anerkennung

」
概
念
と
の
密
接
な
関
連
の
も
と
で
展
開
さ
れ
て
い
る

点
に
あ
る
。
陶
冶
と
は
「
普
遍
的
な
も
の
の
う
ち
に
自
分
を
直
観
す
る

こ
と
」
（G

W
8, 247

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
諸
個
人
の
社
会
化
の
過
程

を
意
味
す
る
か
ぎ
り
で
、
「
他
者
の
う
ち
に
自
己
を
見
い
だ
す
」
と
い

う
相
互
承
認
の
実
現
、
共
同
性
の
創
出
と
不
可
分
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ
の
「
概
念
」
か
ら
し
て
自
由
で
あ
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る
が
、
そ
れ
は
諸
個
人
が
没
交
渉
的
で
あ
る
よ
う
な
「
自
然
」
（
自
然

状
態
）
の
う
ち
で
自
由
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
（G

W
8, 214

）
。
自

然
の
人
間
は
い
か
な
る
権
利
も
義
務
も
持
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
由
な
「
人

格
」
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
然
法
論
に
な
ら
い
、
法

的
権
能
を
持
つ
「
人
格
」
を
、
相
互
的
な
承
認
行
為
を
通
じ
て
産
出
さ

れ
る
も
の
と
捉
え
る
。
そ
し
て
相
互
承
認
の
成
り
立
ち
を
、
ホ
ッ
ブ
ズ

流
の
闘
争
状
態
か
ら
導
き
出
す
と
い
う
理
路
を
提
示
す
る
。
そ
れ
が
《
承

認
を
め
ぐ
る
闘
争
》
の
議
論
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
闘
争
を
占
有
の
問
題
か
ら
説
き
起
こ
す
。
占
有
と

は
何
ら
か
の
物
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
占
有
は
、

当
の
物
か
ら
他
者
を
排
除
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
他
者
へ
の
否
定
的
関

係
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
が
露
顕
す
る
と
、
排
除
し
た
者
と
排
除

さ
れ
た
者
と
の
闘
争
が
惹
起
さ
れ
る
。
排
除
さ
れ
た
者
は
排
除
し
た
者

の
占
有
を
侵
害
す
る
。
し
か
し
彼
は
「
物
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
他

者
の
自
己
知
に
向
か
う
」
（G
W

8, 219

）
。
つ
ま
り
、
占
有
か
ら
の
排
除

に
よ
っ
て
各
々
が
自
覚
す
る
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
物
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
《
当
の
物
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
》
と
い

う
自
己
の
知
で
あ
り
、
こ
の
知
の
う
ち
で
確
証
さ
れ
る
自
己
の
自
立
性

（
「
対
自
存
在
」
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
回
復
さ
れ
る
べ

き
は
「
自
分
に
つ
い
て
の
自
己
知
」
で
あ
る
が
、
い
ま
や
そ
れ
を
他
者

の
知
を
介
し
て
取
り
戻
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
目
指
さ
れ
る
の
は

「
承
認

0

0

さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
（G

W
8, 220

）
。
こ
う
し
て
承
認
を
め
ぐ

る
闘
争
は
、
ど
こ
ま
で
も
他
者
を
否
定
し
、
自
己
の
自
立
性
の
主
張
を

貫
こ
う
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
か
え
っ
て
自
ら
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す

事
態
に
陥
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
「
死
を
賭
け
た
闘
争
」
の
結
果
、「
各

人
が
相
手
を
純
粋
な
自
己
と
見
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
占
有
や
生
命
と

い
っ
た
現
存
在
へ
の
固
執
か
ら
純
化
さ
れ
た
、
自
律
的
な
主
体
と
し
て

承
認
し
あ
う
と
い
う
「
意
志
の
知
」
が
成
立
す
る
（G

W
, 221

）
。

「
こ
の
知
る
意
志
は
い
ま
や
普
遍
意
志

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
は
承
認
態

0

0

0

Anerkanntsein

で
あ
る
。
〔
…
〕
個
別
者
の
意
志
は
普
遍
意
志
で

あ
り
、
普
遍
意
志
は
個
別
意
志
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
倫
一
般
で
あ

り
、
直
接
的
に
は
し
か
し
法
で
あ
る
」
。 

（G
W

8, 221f.

）

　

個
別
者
か
ら
共
同
性
を
導
出
す
る
以
上
の
議
論
は
、
一
見
、
近
代
自

然
法
論
の
個
体
主
義
を
踏
襲
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し

こ
こ
で
の
議
論
は
、
「
相
互
に
自
由
な
自
己
意
識
」
で
あ
る
と
い
う
人

間
の
「
概
念
」
が
、
諸
個
人
間
の
闘
争
関
係
を
介
し
て
自
ら
を
実
在
化

す
る
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
（G

W
8, 214

）
。
そ
の
か
ぎ
り
で

運
動
を
導
く
真
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
「
概
念
」
、
前
節
の
表
現
を
使

え
ば
、
即
自
的
な
「
目
的
」
の
側
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
闘
争
論
の
狙

い
は
、
諸
個
人
の
自
己
保
存
や
占
有
の
確
保
の
た
め
に
国
家
社
会
が
導

出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
共
同
性
の
創
出

は
そ
う
し
た
諸
個
人
の
個
別
性
の
契
機
の
全
面
的
な
否
定
を
必
要
と
す
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る
と
い
う
点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
闘
争
の
成
果
と
し
て
相

互
に
承
認
し
あ
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
性
か
ら
純
化
さ
れ
た
「
純
粋

な
自
己
」
、
ル
ソ
ー
的
に
表
現
す
れ
ば
、
真
に
自
己
自
身
の
主
人
で
あ

る
よ
う
な
「
道
徳
的
自
由
」
の
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
こ
こ
で
ル
ソ
ー
に
な
ら
っ
て
「
普
遍
意
志
」
と
「
個
別
意
志
」

と
の
合
致
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
も
フ
ィ
ヒ
テ
と
も
袂
を
分
か
ち
、
む
し
ろ
、
国
家

を
「
共
同
」
が
即
「
自
律
」
で
も
あ
る
よ
う
な
倫
理
的
共
同
体
と
し
て

構
想
す
る
と
い
う
、
ル
ソ
ー
的
な
モ
チ
ー
フ
を
受
け
継
ご
う
と
す
る

）
10
（

。

　

た
だ
し
、
両
者
に
は
大
き
な
相
違
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
共
同
体
の

成
立
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
普
遍
意
志
が
十
全
に
実
現
さ
れ
る
と
は
考

え
ず
、
む
し
ろ
さ
し
あ
た
り
の
人
倫
の
境
位
を
「
直
接
的
に
は
し
か
し

法
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
欄
外
に
は
「
個
別
的
、
偶
然
的
な
も
の
に
お

け
る
恣
意
的
な
自
由
の
制
限
」
（G

W
8, 222

）
と
も
付
記
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
各
人
の
「
恣
意
的
な
自
由
の
制
限
」
と
し
て
現
れ
る
よ
う

な
《
法
と
経
済
》
の
領
域
を
、
《
国
家
》
と
は
区
別
さ
れ
る
人
倫
の
一

段
階
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
狙
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ル
ソ
ー
に
お

い
て
は
自
由
な
共
同
体
を
掘
り
崩
す
も
の
と
見
な
さ
れ
た
私
人
（
「
人

間
」
）
の
特
殊
利
益
の
追
求
を
、
近
代
の
人
倫
を
構
成
す
る
積
極
的
な

契
機
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
狙
い
が
認
め
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
行
論
に
よ
れ
ば
、
普
遍
意
志
は
さ
し
あ
た
り
、

「
承
認
態
」
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
各
人
が
自

ら
の
欲
求
充
足
の
た
め
に
活
動
す
る
経
済
関
係
、
な
ら
び
に
各
人
の
私

的
所
有
を
保
護
す
る
法
的
関
係
を
意
味
し
、
後
年
の
「
市
民
社
会
」
に

該
当
す
る
領
域
で
あ
る
。
こ
の
境
位
で
は
、
各
人
は
法
的
「
人
格
」
と

し
て
妥
当
し
、
以
前
の
「
占
有
」
は
合
法
的
な
「
所
有
」
に
転
化
す
る
。

そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
に
、
「
労
働
」
「
交
換
」
「
契
約
」
と
い
っ
た
経

済
活
動
を
介
し
た
諸
個
人
の
陶
冶
の
過
程
を
論
ず
る
と
同
時
に
、
い
ま

だ
抽
象
的
な
「
普
遍
意
志
」
が
「
権
力
を
も
つ
法
律
」
と
し
て
具
体
化

さ
れ
る
理
路
を
示
そ
う
と
す
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
承
認
態
」
を
経
済
的
な
相
互
依
存
の
関
係
と
し
て
描

き
出
す
。
諸
個
人
は
自
分
の
欲
求
充
足
を
目
指
す
が
、
経
済
社
会
が
普

遍
的
な
分
業
体
系
で
あ
る
以
上
、
自
ら
の
欲
求
充
足
の
た
め
に
は
自
他

の
労
働
の
成
果
を
交
換
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
労
働
と
交
換
は
「
同
様
の
外
化

0

0

0

0

0

」
（G

W
8, 227

）
で
あ
る
と

指
摘
し
、
い
ず
れ
に
も
《
他
在
の
う
ち
で
自
己
を
知
る
》
と
い
う
知
の

働
き
を
見
て
取
る
。
労
働
に
お
い
て
は
「
私
は
自
ら
を
直
接
的
に

0

0

0

0

物
に
、

す
な
わ
ち
存
在

0

0

で
あ
る
形
式
に
す
る
」
（ebd.

）
。
私
は
自
ら
の
直
接
的

な
欲
求
充
足
を
放
棄
し
、
自
己
を
物
へ
と
形
成
し
つ
つ
も
、
加
工
さ
れ

た
物
の
う
ち
に
自
己
の
形
式
を
保
持
す
る
。
こ
う
し
て
出
来
た
生
産
物

は
、
次
に
、
貨
幣
を
介
し
て
他
者
の
労
働
生
産
物
と
「
交
換
」
さ
れ
る
。

「
私
は
私
の
現
存
在
〔
所
有
物
〕
を
外
化
し
、
そ
れ
を
私
に
と
っ
て
疎
遠

0

0

0

0

0

0

0

な
も
の

0

0

0

〔
他
人
の
も
の
〕
に
し
つ
つ
も
、
こ
の
な
か
で
私
を
保
持
す
る
。

私
は
ま
さ
に
こ
の
点
で
私
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
直
観
す
る
」



社会思想史研究　No. 42　2018

　●　66

（ebd.

）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
生
産
物
を
譲
渡
し
あ
う
「
交
換
」
は
、

互
い
を
所
有
権
の
主
体
た
る
「
人
格
」
と
し
て
そ
の
つ
ど
確
証
し
合
う

と
い
う
意
義
を
も
ち
、
こ
う
し
て
「
法
」
的
な
承
認
態
が
具
体
的
な
制

度
と
し
て
実
質
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

経
済
的
な
交
換
を
法
的
関
係
と
し
て
よ
り
具
体
化
す
る
の
が
「
契
約
」

で
あ
る
。
近
代
自
然
法
論
で
は
社
会
契
約
こ
そ
が
国
家
の
設
立
行
為
で

あ
り
、
ル
ソ
ー
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
一
般
意
志
を
構
成
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
契
約
関
係
は
す
で
に

成
立
し
て
い
る
「
承
認
態
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
力
は

私
的
所
有
に
か
か
わ
る
範
囲
に
制
約
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
契
約
が
構
成

し
う
る
の
は
「
普
遍
意
志
」
で
は
な
く
、
当
事
者
同
士
の
合
意
で
あ
る

「
共
通
意
志gem

einsam
er W

illen

」
に
す
ぎ
な
い

）
11
（

。
普
遍
意
志
は
そ

の
つ
ど
の
共
通
意
志
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
が
、

い
ま
だ
「
普
遍
意
志
は
特
定
の
物
件
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
」
（G

W
8, 

231

）
。
つ
ま
り
、
契
約
に
さ
い
し
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、
純
粋

な
人
格
と
し
て
の
承
認
関
係
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
各
々
の
特
殊
な
利

害
関
心
の
一
致
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
共
通
意
志
に
も
と
づ
く
共
同

は
い
ま
だ
偶
然
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
普
遍
意
志
が
諸
個
人
に
顕
在
化
す
る
理
路
を
、
「
犯
罪

と
刑
罰
」
と
い
う
否
定
的
な
事
態
か
ら
説
き
起
こ
す
。
「
犯
罪
」
と
は

個
人
が
共
同
性
か
ら
離
反
し
、
自
己
の
個
別
性
に
還
帰
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
契
約
と
い
う
共
通
意
志
に
具
わ
る

強
制
力
に
そ
の
締
結
者
の
一
方
が
反
抗
し
、
そ
の
契
約
を
破
棄
す
る
こ

と
と
し
て
生
じ
る
。
だ
が
、
犯
罪
は
た
ん
に
契
約
の
当
事
者
間
の
共
通

意
志
を
毀
損
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
共
通
意
志
を
成
り

立
た
せ
る
「
承
認
態
」
と
い
う
基
底
そ
の
も
の
の
侵
害
に
つ
な
が
る
。

こ
う
し
て
犯
罪
は
「
〔
潜
在
的
で
あ
っ
た
〕
普
遍
意
志
を
鼓
舞
し
、
刺
激

し
喚
起
し
て
活
動
さ
せ
る
」
（G

W
6, 235

）
。
こ
こ
で
の
普
遍
意
志
の
活

動
と
は
、
毀
損
さ
れ
た
承
認
態
が
自
己
修
復
に
向
か
う
運
動
で
あ
り
、

犯
罪
者
に
対
す
る
「
刑
罰
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
刑
罰
を
履
行
す

る
の
が
「
権
力
を
も
つ
法
律
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
司
法
権
に
よ
る
犯
罪

者
に
対
す
る
「
強
制
」
と
い
う
形
を
と
る
。
し
か
し
、
こ
の
強
制
は
、

犯
罪
者
に
と
っ
て
外
面
的
な
強
制
、
《
他
律
》
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
刑
罰
の
本
質
は
「
毀
損
し
た
承
認
態
を
元
に
回
復
す
る
こ
と
」

（ebd.

）
に
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
社
会
秩
序
の
回
復
を
意
味
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
普
遍
意
志
か
ら
離
反
し
た
個
別
者
を
そ
の
本
来
の
意
志
へ

と
連
れ
戻
す
こ
と
、
当
の
意
志
と
和
解
さ
せ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

「
法
律
は
強
制
す
る

0

0

0

0

。
〔
…
〕
法
律
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
強
制
に

よ
っ
て
、
も
は
や
私
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
陶
冶
）
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
強
制

0

0

は
も
は
や
私
の
服
従
を
含
ん
で
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
強
制
は
他
者
に
対
す
る
私
の
自
己
の
消
滅
を
含

ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
私
自
身
に
対
す
る
私
自
身
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

消
滅
を
、

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
の
私
自
身
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
特
殊
な
も
の
と
し

0

0

0

0

0

0

0
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て
の
私
の

0

0

0

0

消
滅
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。 

（G
W

8, 247

）

　

司
法
権
は
犯
罪
者
に
刑
罰
を
科
す
が
、
犯
罪
は
犯
罪
者
自
身
の
本
来

的
な
意
志
で
あ
る
普
遍
意
志
に
背
反
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
が
受
け

る
刑
罰
は
じ
つ
は
彼
自
身
の
意
志
に
由
来
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
法

律
の
「
強
制
」
は
、
私
の
特
殊
な
自
己
を
否
定
し
、
私
の
普
遍
的
な
自

己
を
実
現
す
る
、
と
い
う
意
義
を
も
つ
。
そ
れ
は
ル
ソ
ー
が
「
自
由
へ

の
強
制
」
と
い
う
表
現
で
示
唆
し
た
理
路
に
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
普
遍

意
志
へ
の
服
従
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
自
由
で
あ
る
よ
う
に
強
制
す
る

こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
和
解
と
同
時
に
「
陶
冶
」
の
意
義
が
含

ま
れ
る
わ
け
で
あ
る

）
12
（

。

　

こ
う
し
た
犯
罪
と
刑
罰
の
運
動
を
通
じ
て
、
個
人
は
「
純
粋
な
人
格
」

へ
と
陶
冶
さ
れ
、
い
ま
や
法
律
は
疎
遠
な
権
力
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
純

粋
な
普
遍
意
志
と
し
て
の
個
別
者
の
本
質
」
（G

W
8, 249

）
で
あ
る
こ

と
が
自
覚
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
個
別
意
志
と
普
遍
意
志
、
主
観
的
な
知

と
客
観
的
な
法
律
と
が
媒
介
的
に
合
致
す
る
に
至
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

こ
う
し
た
地
平
の
う
ち
に
「
国
民
の
精
神
」
、
な
ら
び
に
そ
の
具
体
的

表
現
と
し
て
の
「
国
憲
」
の
成
立
を
見
定
め
る
。
普
遍
意
志
は
、
は
じ

め
は
抽
象
的
な
「
承
認
態
」
、
次
に
は
客
体
的
な
「
法
律
」
と
し
て
登

場
し
た
が
、
い
ま
や
こ
の
「
国
民
精
神
」
こ
そ
が
、
最
も
具
体
的
な
意

味
で
の
「
普
遍
意
志
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
こ
の
〔
国
民
〕

精
神
が
諸
個
人
の
本
性

0

0

で
あ
り
、
彼
ら
の
直
接
的
な
実
体
で
あ
り
、
こ

の
実
体
の
運
動
お
よ
び
必
然
性
で
あ
る
」
（G

W
8, 254

）
。
か
く
し
て
、

個
別
意
志
の
普
遍
意
志
へ
の
陶
冶
の
運
動
は
、
い
ま
や
国
民
精
神
そ
の

も
の
の
「
自
分
自
身
を
目
指
す
」
（ebd.

）
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
と
は
い
え
こ
の
運
動
は
、
つ
と
に
懸
念
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

個
人
を
全
体
へ
と
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

国
民
精
神
の
本
質
を
「
個
別
者
の
完
全
な
自
由
と
自
立
性
に
お
け
る
普

遍
性
」
（ebd.

）
と
表
現
し
て
お
り
、
ま
た
、
国
家
権
力
の
生
成
は
「
盲

目
の
必
然
性
」
（ebd.

）
で
は
な
く
、
個
別
者
の
「
知
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
た
必
然
性
」
（ebd.

）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ヘ
ー

ゲ
ル
が
こ
こ
で
提
示
す
る
国
家
は
法
治
国
家
で
あ
り
、
万
人
の
知
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
共
同
体
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
い
ま
辿
っ
て
き
た
「
普
遍
意
志
の
構
成
」
の
理
路

は
、
ル
ソ
ー
の
問
題
圏
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
も
の
な
の
か
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
《
普
遍
意
志
に
従
う
こ
と
が
同
時
に
自
己
の

0

0

0

意
志
に
従
う
こ

と
で
も
あ
る
》
と
い
う
「
自
律
」
即
「
共
同
」
の
論
理
を
ル
ソ
ー
か
ら

継
承
し
つ
つ
も
、
「
普
遍
意
志
の
構
成
」
を
、
《
社
会
契
約
》
と
し
て
で

は
な
く
、
法
や
制
度
を
介
し
た
《
相
互
承
認
》
の
実
質
化
の
過
程
と
し

て
把
握
す
る
。
そ
の
さ
い
、
ル
ソ
ー
の
「
譲
渡
」
は
「
陶
冶
」
の
理
路

へ
と
改
釈
さ
れ
る
。
「
外
化
（
譲
渡
）
―

陶
冶
」
を
通
じ
て
、
個
人
は
、

自
由
な
人
格
と
し
て
の
自
己
の
存
立
が
法
や
制
度
を
介
し
た
他
の
人
々

と
の
承
認
態
の
う
ち
で
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
。
そ

れ
は
ま
た
、
自
己
の
特
殊
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
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が
そ
の
一
員
で
あ
る
共
同
体
の
公
共
利
益
を
重
ん
じ
る
姿
勢
を
体
得
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
、「
普
遍
意
志
の
構
成
」

を
相
互
承
認
が
制
度
的
に
実
質
化
さ
れ
る
過
程
と
個
人
の
陶
冶
の
過
程

と
の
相
即
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
ル
ソ
ー
に
は
欠
け
て
い
た
、
普
遍

意
志
と
個
別
意
志
と
を
媒
介
す
る
具
体
的
な
理
路
を
提
示
し
え
た
の
で

あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
構
想
は
、
普
遍

意
志
と
個
別
意
志
の
統
一
と
い
う
ル
ソ
ー
の
課
題
を
引
き
受
け
つ
つ
も
、

ル
ソ
ー
が
描
い
た
国
家
像
と
は
大
き
く
異
な
る
共
同
体
の
あ
り
方
を
提

示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
普
遍
意
志
の
構
成
」
は
、
《
経
済
―

法
―

国

家
》
と
い
う
諸
段
階
を
含
む
重
層
的
な
過
程
と
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、

こ
こ
に
は
、
す
で
に
示
唆
し
た
と
お
り
、《
法
と
経
済
》
の
領
域
と
《
国

家
》
の
領
域
の
区
別
と
媒
介
を
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。

ひ
る
が
え
る
に
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
ま
だ
、
そ
う
し
た
国
家
と
市
民

社
会
と
の
明
確
な
区
別
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
ル
ソ
ー
の
国
家
理
論

で
は
、
普
遍
意
志
と
個
別
意
志
の
直
接
的
な
統
一
が
志
向
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
国
家
論
は
古
典
古
代
の
共

和
制
を
範
と
し
て
い
る
。
共
和
制
は
、
直
接
的
な
政
治
参
加
と
市
民
相

互
の
強
い
結
束
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
領
域
的
に
小
規
模
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
個
々
人
の
関
心
が
公
共
の
事
柄
に
集
中
す
る
よ
う

に
、
平
等
と
質
実
な
生
活
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た

条
件
下
で
は
じ
め
て
、
個
々
人
が
自
ら
の
特
殊
意
志
を
一
般
意
志
に
従

属
さ
せ
、
公
共
生
活
に
能
動
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
の
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
青
年
期
以
来
、
そ
う
し
た
ル
ソ
ー
的
な
国
家
理
念

を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
制
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
想
視
し
て
き
た
が
、

『
構
想
Ⅲ
』
で
も
、
古
典
古
代
の
民
主
制
を
個
と
全
体
が
美
し
く
調
和

し
た
「
一
個
の
芸
術
作
品
」（G

W
8, 263

）
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
「
近

代
の
個
別
性
の
原
理
」
の
出
現
を
歴
史
的
必
然
と
認
め
る
な
ら
ば
、
も

は
や
個
と
普
遍
の
直
接
的
統
一
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
は
か
え
っ

て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
恐
怖
政
治
の
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
事
態
を

招
来
さ
せ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
近
代
の
国
家

体
制
の
構
想
に
さ
い
し
て
は
ル
ソ
ー
と
袂
を
分
か
ち
、
市
民
社
会
と
国

家
、
私
人
と
公
民
の
区
別
、
ま
た
多
元
的
な
諸
身
分
か
ら
成
る
、
「
立

憲
君
主
制
」
を
志
向
す
る
わ
け
で
あ
る
。

四　

国
家
創
設
期
に
お
け
る
強
制
と
陶
冶

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
『
構
想
Ⅲ
』
の
中
心
的
モ
チ
ー
フ
は
、
諸
個

人
の
陶
冶
と
相
即
し
つ
つ
、
普
遍
意
志
が
具
体
的
な
法
や
制
度
と
し
て

顕
在
化
す
る
、
そ
の
道
筋
を
描
き
出
す
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
こ

う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
は
、
個
体
主
義
的
発
想
か
ら
出
発
す
る
社
会

契
約
説
の
立
場
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
疑
義
が
寄
せ
ら
れ
う
る
だ
ろ
う
。

―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
構
成
で
は
、
普
遍
意
志
が
潜
在
的
な
仕
方
に
お

い
て
に
せ
よ
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
前
提
を
立
て
る
こ
と
が
い
か
に
正
当
化
さ
れ
う

る
の
か
。
そ
れ
は
不
当
な
論
点
先
取
で
は
な
い
の
か
、
と
。
で
は
、
こ

の
問
い
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
か
な
る
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
契
約
説
批
判
の
要
諦
は
、
契

約
と
い
う
手
続
き
に
は
諸
個
人
の
意
志
の
外
化
（
譲
渡
）
を
導
く
実
在

的
な
媒
介
項
が
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
批
判
の
含
意

は
、
諸
個
人
は
共
同
体
に
お
け
る
諸
関
係
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
自

由
な
主
体
へ
と
形
成
さ
れ
う
る
、と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー

ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
共
同
体
の
成
立
以
前
に
自
由
な
主
体
が
存
在
す
る

と
前
提
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
論
点
先
取
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
由
な
個
人
の
形
成
と
存
立
を
可

能
に
す
る
共
同
体
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
構
想
Ⅲ
』
の
第
三
部
「
国
憲
」
に
お
い
て
、
社
会
契
約

説
を
批
判
し
た
直
後
の
箇
所
で
、
「
偉
人der grosse M

ensch
」
に
よ

る
国
家
創
設
の
経
緯
を
叙
述
し
て
い
る
。
当
該
箇
所
は
、
個
別
意
志
を

介
し
た
普
遍
意
志
の
概
念
的
な
生
成
過
程
と
い
う
、
先
に
見
て
き
た
第

一
部
・
第
二
部
の
理
論
構
成
と
は
異
な
り
、
歴
史
哲
学
的
な
観
点
か
ら

の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
本
節
の
課
題
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の

回
答
を
な
す
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
も
、
社
会
契
約
の
考
え
方
に
抗
し
、
普
遍
意
志

を
「
即
自
」
（G

W
8, 258

）
、
本
来
的
に
存
在
す
る
も
の
と
捉
え
る
が
、

そ
れ
は
国
家
創
設
期
に
お
い
て
は
、
一
人
の
傑
出
し
た
「
偉
人
」
の
権

力
と
し
て
現
れ
る
。
偉
人
が
体
現
す
る
普
遍
意
志
は
、
諸
個
人
に
と
っ

て
「
彼
ら
を
強
制
す
る
外
的
な
権
力
」
（ebd.

）
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

し
か
し
な
が
ら
、

「
彼
ら
の
意
に
反
し
て
、
〔
潜
在
的
に
は
〕
偉
人
の
意
志
が
彼
ら
の

意
志
な
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
こ
う
し
た
権
力
も
、
そ
れ
が
国
家
を

こ
の
現
実
的
な
個
体

0

0

0

0

0

0

と
し
て
創
設
し

0

0

0

、
保
持
す
る

0

0

0

0

が
ゆ
え
に
、
必0

然
的

0

0

か
つ
正
当
な

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
〔
…
〕
圧
制Tyrannei

に
よ
っ
て
、

現
実
の
個
別
意
志
の
直
接
的
な
外
化
が
帰
結
す
る
。
こ
の
外
化
は

服
従

0

0

へ
の
陶
冶
〔
で
あ
る
〕
。
普
遍
的
な
も
の
を
む
し
ろ
現
実
の

意
志
だ
と
知
る
こ
う
し
た
服
従
へ
の
陶
冶
に
よ
っ
て
、
圧
制
は
不

要
な
も
のüberflüssig

と
な
り
、
法
律
の
支
配
が
登
場
す
る
。
圧

制
者
が
行
使
す
る
権
力
は
、
即
自
的
に
は

0

0

0

0

0

法
律
の
権
力
で
あ
る
。

服
従

0

0

を
通
じ
て
、
法
律
さ
え
も
も
は
や
疎
遠
な

0

0

0

権
力
で
は
な
く
な

り
、
意
識
さ
れ
た
普
遍
意
志
と
な
る
」
。 

（G
W

8, 258ff.

）

　

共
同
体
の
も
と
で
こ
そ
自
由
な
主
体
の
形
成
が
可
能
に
な
る
と
考
え

る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
国
家
は
国
民
精
神
が
自
ら
の
自
由
を
実
現
す

る
た
め
に
不
可
欠
な
境
位
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
は
直

接
的
に
は
自
ら
の
個
別
意
志
を
追
求
す
る
と
い
う
認
識
を
、
ル
ソ
ー
よ

り
も
い
っ
そ
う
真
摯
に
受
け
止
め
る
が
ゆ
え
に
、
諸
個
人
が
自
発
的
に

0

0

0

0
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自
ら
の
個
別
性
を
外
化
し
、
国
家
を
創
設
で
き
る
と
は
考
え
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
国
家
の
創
設
は
、
一
人
の
偉
人
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
―
―
諸
個

人
に
と
っ
て
は
他
律
的
に
―
―
果
た
さ
れ
る
ほ
か
は
な
く
、
諸
個
人
は

圧
制
の
下
、
や
む
な
く

0

0

0

0

自
ら
の
個
別
性
を
「
外
化
」
す
る
。
し
か
し
、

諸
個
人
は
そ
う
し
た
「
服
従
へ
の
陶
冶
」
を
通
じ
て
、
自
ら
を
律
し
、

互
い
を
自
由
な
人
格
と
し
て
承
認
し
あ
い
、
法
の
支
配
を
理
性
的
な
も

の
と
し
て
把
握
す
る
に
至
る
。
す
る
と
、
陶
冶
さ
れ
た
諸
個
人
に
と
っ

て
、
も
は
や
圧
制
者
は
「
不
要
な
も
の
」
と
な
り
、
打
倒
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
と
え
ば
テ
セ
ウ
ス
や
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
テ
ス

と
い
っ
た
強
権
者
に
よ
る
支
配
の
の
ち
に
民
主
制
が
成
立
す
る
に
至
っ

た
ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
を
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
意
義
づ
け
る
の
で
あ

る
）
13
（

。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
、
「
偉
人
」
の
圧
制
の
う
ち
に
諸
個
人
の

普
遍
意
志
へ
の
歴
史
的
な
陶
冶
の
意
義
を
認
め
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論
が
、
ル
ソ
ー
の
説
く
「
立
法
者
」
の
必
要
性
と

い
う
論
点
を
現
実
の
歴
史
過
程
の
う
ち
に
読
み
込
ん
だ
も
の
と
い
う
性

格
を
帯
び
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
社
会
契
約
説
を
否
認
す
る

が
、
国
家
創
設
の
具
体
的
歴
史
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
む
し
ろ

ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
論
へ
と
接
近
し
、
諸
個
人
に
先
ん
じ
て
普
遍
意

志
を
体
現
す
る
傑
出
し
た
政
治
指
導
者
の
必
要
性
を
説
く
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ル
ソ
ー
が
「
自
由
へ
の
強
制
」
と
い
う
表
現
で
示
唆
し
た
、

強
制
を
通
じ
て
自
由
な
主
体
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な
理
路
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
刑
罰
論
の
み
な
ら
ず
、
偉
人
に
よ
る
国
家
創
設
の
事
業
の

う
ち
に
も
認
め
る
。

　

も
っ
と
も
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
く
「
偉
人
」

に
は
、
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
像
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
。

ル
ソ
ー
の
説
く
立
法
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
を
創
設
す
る
権
力

も
法
律
を
制
定
す
る
権
力
も
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
自
由
へ
の
強
制
」

に
実
効
性
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論

で
は
、
偉
人
は
絶
対
的
な
権
力
に
よ
っ
て
自
ら
国
家
を
創
設
し
、
圧
制

を
強
い
て
諸
個
人
の
「
外
化
―

陶
冶
」
を
促
す
。
こ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
所
論
が
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
論
よ
り
も
む
し
ろ
直
接
的
に
は
マ

キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
「
君
主
」
論
の
影
響
下
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
情

が
あ
る

）
14
（

。
実
際
、
当
該
箇
所
に
は
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
『
君
主
論
』
は

〔
…
〕
偉
大
な
考
え
の
も
と
で
書
か
れ
て
い
る
」
（G

W
8, 258

）
と
い
う

記
述
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
圧
制
や
権
力
政
治
を
国
家
統

治
の
一
般
原
理

0

0

0

0

と
し
て
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
は

留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
「
偉
人
」
は
国
家
創
設
を
果
た
し
、
国
民
を
自

律
的
な
主
体
へ
と
高
め
る
使
命
を
負
う
が
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
暁
に

は
「
不
要
な
も
の
」
と
な
る
。
こ
の
点
を
鑑
み
る
か
ぎ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
政
治
的
志
向
は
あ
く
ま
で
も
国
民
自
身
が
普
遍
意
志
の
担
い
手
と
な

る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
ル
ソ
ー
が
抱
い
た
志
に
通

じ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
偉
人
」
論
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の
相
違
の
う
ち
に
は
、
《
原
理
》
と
《
現
実
》
を
捉
え
る
さ
い
の
両
者

の
対
照
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
《
力
は
権
利
を
作
ら

な
い
》こ
と
を
強
調
し
、
原
理
と
事
実
を
峻
別
す
る
。
こ
う
し
た
ル
ソ
ー

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
語
る
「
偉
人
」
の
権
力
政
治
は
、

ル
ソ
ー
が
「
最
強
者
の
権
利
」
と
呼
ぶ
偽
り
の
権
利
と
変
わ
ら
な
い
も

の
で
あ
り
、
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
ル
ソ
ー

の
思
想
的
企
図
は
現
実
を
適
切
に
裁
定
す
る
た
め
の
原
理
の
確
立
に
向

け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
の
理
解
」
（G

W
5, 163

）
を
哲
学
の
課
題
と
し
て
掲
げ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
単
な
る
現
状

肯
定
を
企
図
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
叙

述
の
狙
い
は
、
い
ま
見
た
よ
う
に
、
暴
力
性
を
孕
む
歴
史
的
現
実
の
う

ち
に
理
念
的
な
も
の
が
胎
動
す
る
さ
ま
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
点
に
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
《
あ
る
べ
き
も
の
》
（
「
概
念
」
）
が
現
実
化
せ
ざ
る

を
え
な
い
そ
の
必
然
性
を
認
識
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

は
、
ル
ソ
ー
が
原
理
と
し
て
示
し
た
も
の
―
―
自
由
人
の
共
同
体
―
―

が
実
質
化
さ
れ
る
論
理
を
模
索
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
確
か
に
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
「
偉
人
」
論
は
、
国
家
統
一
の
た
め
に
は
い
か
な
る
悪
辣
な
手

段
も
許
容
さ
れ
る
と
す
る
判
断
を
安
易
に
助
長
し
か
ね
な
い
危
険
性
を

孕
ん
で
お
り
、こ
う
し
た
所
論
が
政
治
的
実
践
に
さ
い
し
て
の
《
規
範
》

と
し
て
妥
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
、
歴
史
的
事
象
を
意
味
づ
け
る
も
の
と

し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
に
は
軽
視
で
き
な
い
も
の
が

あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
原
理
と
現
実
、《
あ
る
べ
き
も
の
》
と
《
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
》
を
媒
介
す
る
理
路
が
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
）
15
（

。

　

さ
て
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
い
ま
や
、
普
遍
意
志
を
諸

個
人
の
意
志
に
先
立
つ
本
質
と
見
な
す
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
構
成
を
支
え

る
基
礎
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
答
え
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
構
成
は
偉
人
に
よ
る
圧
制
と
い
う
歴

史
的
な
陶
冶
の
段
階
を
経
た
、
近
代
の
国
民
精
神
に
依
拠
す
る
も
の
だ
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
国
家
体

制
な
ら
び
に
法
や
制
度
は
、
国
民
精
神
が
具
体
的
に
形
態
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
諸
個
人
は
そ
う
し
た
法
や
制
度
の
も
と
で
陶
冶
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
そ
の
さ
い
、
国
民
精
神
そ
の
も
の
も
諸
個
人
の
陶
冶
を
介
し

て
自
ら
を
陶
冶
す
る
。
そ
し
て
国
民
精
神
が
歴
史
的
に
発
展
を
遂
げ
る

と
、
そ
の
形
成
陶
冶
の
度
合
に
応
じ
て
、
時
の
国
家
体
制
、
法
や
制
度

の
あ
り
方
は
変
革
さ
れ
て
い
く

）
16
（

。
し
た
が
っ
て
、
前
節
で
辿
っ
た
よ
う

な
、
「
普
遍
意
志
」
を
即
自
的
な
概
念
に
据
え
る
と
い
う
議
論
の
枠
組

み
は
、
偉
人
に
よ
る
強
制
と
服
従
と
い
う
歴
史
的
段
階
を
経
て
発
展
し

て
き
た
、
近
代
の
国
民
精
神
の
境
位
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も

の
な
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
構
成
は
こ
う
し
た
歴
史
的
地
平
を

基
礎
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
概
括
し
て
お
こ
う
。
『
構
想
Ⅲ
』
に
お
け
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
人
倫
構
想
は
、
「
自
律
」
が
即
「
共
同
」
で
も
あ
る
よ
う
な
自

由
人
の
共
同
体
と
い
う
理
念
を
ル
ソ
ー
と
共
有
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ

の
実
現
の
た
め
の
理
路
と
し
て
、
《
諸
個
人
が
自
ら
の
個
別
意
志
を
否

定
し
、
普
遍
意
志
の
う
ち
に
自
ら
の
意
志
を
見
い
だ
す
》
と
い
う
、
ル

ソ
ー
の
提
示
し
た
「
譲
渡
」
の
論
理
を
も
受
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
譲
渡
」
の
論
理
が
《
社
会
契
約
》
の
う
ち
で

実
現
さ
れ
る
と
捉
え
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
代
わ
り
に
そ
れ
を
、
法
や
制

度
を
介
し
た
《
相
互
承
認
》
の
実
質
化
の
過
程
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す

る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
「
外
化
（
譲
渡
）
」
は
、
先
立
つ

普
遍
意
志
が
そ
う
し
た
社
会
関
係
を
通
じ
て
諸
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で
諸
個
人
の
本
来
的
な
自
己
と
し
て
主
体
的

に
担
わ
れ
る
に
至
る
「
陶
冶
」
の
理
路
へ
と
編
み
変
え
ら
れ
る
。
し
か

も
、
こ
の
「
外
化
―

陶
冶
」
の
過
程
は
、
ル
ソ
ー
の
説
く
「
自
由
へ
の

強
制
」
や
「
立
法
者
」
の
必
要
性
と
い
う
論
点
を
も
、
改
変
し
つ
つ
、

具
体
的
な
社
会
的
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
組
み
込
む
も
の

で
あ
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
最
後
に
、
両
者
の
意
志
論
が
も
つ
射
程
の
隔
た
り
に
つ
い

て
、
一
点
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
の
説
く
「
一

般
意
志
」
は
、
社
会
の
構
成
員
の
現
実
の
意
志
に
は
必
ず
し
も
還
元
さ

れ
な
い
理
念
性
を
帯
び
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
共
同
利
益
を
志
向
す

る
政
治
的

0

0

0

意
志
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
普

遍
意
志
」
は
、
最
終
的
に
「
国
民
精
神
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
点
を
鑑

み
る
か
ぎ
り
、
政
治
的
な
国
家
の
み
な
ら
ず
、
文
化
的

0

0

0

・
歴
史
的

0

0

0

な
共

同
体
の
意
志
と
し
て
の
広
が
り
を
有
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
国
憲
」

と
の
連
続
性
で
、
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
を
、
精
神
の
自
己
知
の
境
位
と

し
て
捉
え
、
精
神
哲
学
体
系
の
終
局
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
こ
う
し
た
事
情
が
絡
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

（
こ
い
ぬ
ま
・
ひ
ろ
つ
ぐ
／
哲
学
・
倫
理
学
）

凡
例

　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
は
、H

egel G
esam

m
elte W

erke, hrsg. v. R
heinisch-

W
estfälischen Akadem

ie der W
issenschaften. 

に
拠
る
。
引
用
・
参
照
の
さ

い
に
は
、
略
号
［G

W

］
に
続
け
て
巻
数
、
頁
数
の
順
で
記
す
。
引
用
中
の

傍
点
は
、
原
著
者
に
よ
る
強
調
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
著
作
は
、Œ

uvres 

com
plétes de Jean-Jacques Rousseau, éd. publiée sous la direction de B.

G
agnebin et M

.R
aym

ond, Paris, G
allim

ard, Bibliothèque de la Pléiade. 

に
拠
る
。
引
用
・
参
照
の
さ
い
に
は
、
略
号
［O

C

］
に
続
け
て
巻
数
、
頁

数
の
順
で
記
す
。

注（
1
） 
ル
ソ
ー
のla volonté générale

と
ヘ
ー
ゲ
ル
のder allgem

eine W
ille

は
、

と
も
に
国
家
意
志
と
し
て
重
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
が
、
慣
例
に
従
い
、
ル
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ソ
ー
の
文
脈
で
は
「
一
般
意
志
」
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
脈
で
は
「
普
遍
意
志
」

と
訳
す
。

（
2
） V

gl. R
iedel, M

., Studien zu H
egels Rechtsphilosophie, Suhrkam

p, 1969, 
S.59ff. 

リ
ー
デ
ル
の
研
究
を
承
け
て
、
滝
口
清
栄
も
ま
た
、
『
構
想
Ⅲ
』
の

う
ち
に
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
論
の
批
判
的
継
承
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
読
み

取
っ
て
い
る
。
滝
口
清
栄
「
意
志
論
と
原
法
哲
学
の
成
立
―
―
ル
ソ
ー
の
批

判
的
継
承
」
、
同
『
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
（
権
利
）
の
哲
学
」
―
―
形
成
と
展
開
』

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
第
四
章
を
参
照
。

（
3
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
のEntäußerung

は
「
外
化
」
と
訳
す
が
、
ル
ソ
ー
の
「
譲
渡

aliénation

」
概
念
と
の
対
応
を
特
に
強
調
し
た
い
文
脈
で
は
「
外
化
（
譲
渡
）
」

と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
4
） 

南
條
文
雄
「
ル
ソ
ー
の
社
会
哲
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
」
、
同
『
人
倫
の
哲
学
―

―
ヘ
ー
ゲ
ル
・
カ
ン
ト
・
ル
ソ
ー
と
現
代
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
一
年
、
第

二
章
、
五
六
―
五
七
頁
。
佐
山
圭
司
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
お
け
る
伝
統
と

革
命
」
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
九
―
四
〇
頁
。

（
5
） 

い
ま
挙
げ
た
先
行
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
同
書

の
二
五
七
―
二
五
八
頁
の
叙
述
で
あ
る
（V

gl. G
W

8, 257f.

）
。
た
し
か
に

こ
の
箇
所
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ル
ソ
ー
を
意
識
し
つ
つ
自
ら
の
「
普
遍
意
志
」

理
解
な
ら
び
に
社
会
契
約
説
批
判
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
重
大
な

箇
所
で
あ
り
、
本
稿
で
も
二
節
で
こ
の
箇
所
を
詳
し
く
検
討
す
る
。
し
か
し
、

同
書
の
人
倫
構
想
の
総
体
的
な
検
討
と
い
う
課
題
を
果
た
す
た
め
に
は
、
当

該
箇
所
の
考
察
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
と
の
関
連
に
お
い
て
読

み
解
き
う
る
他
の
テ
キ
ス
ト
箇
所
の
検
討
を
、
三
節
、
四
節
で
行
う
。

（
6
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
知
哉
『
ジ
ャ
ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
論
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
一
一
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
7
） 

「
徳
」
に
つ
い
て
は
『
社
会
契
約
論
』
で
は
語
ら
れ
な
い
が
、
『
政
治
経
済

論
』
で
は
、
市
民
の
「
公
教
育
」
の
必
要
性
と
と
も
に
、
非
常
に
重
視
さ
れ

る
（C

f. O
C

3, 252ff.

）
。

（
8
） 

「
自
由
へ
の
強
制
」
の
教
育
的
機
能
、
な
ら
び
に
「
道
徳
的
自
由
」
と
の

関
連
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
、
前
掲
書
、
一
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
） 

ル
ソ
ー
は
、
立
法
者
が
未
熟
な
人
民
を
説
き
伏
せ
る
手
段
と
し
て
「
神
の

権
威
」
（O

C
3, 383

）
を
利
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う

な
る
と
、
権
威
へ
の
信
奉
を
促
す
こ
と
が
自
律
的
な
態
度
の
育
成
と
背
反
し

な
い
の
か
と
い
う
疑
念
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
と
な
り
、
や
は
り
問
題
の
十
全

な
解
決
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

（
10
） 

当
該
闘
争
論
と
ル
ソ
ー
の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
星
野
勉
「
承

認
を
め
ぐ
る
闘
い
―
―
イ
エ
ナ
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ホ
ッ
ブ
ズ
自
然
法
論
へ
の
対

応
」
、
浜
田
義
文
・
牧
野
英
二
編
『
近
世
ド
イ
ツ
哲
学
論
考
―
―
カ
ン
ト
と

ヘ
ー
ゲ
ル
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
、
二
六
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
11
） 

前

節

の

冒

頭

で

引

用

し

た

箇

所
（G

W
8, 255

）

で

も
、dem

 
gem

einsam
en W

illen

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
文
意
か
ら

し
て
明
ら
か
に
、
普
遍
意
志
と
ほ
ぼ
同
義
の
、
国
家
の
「
共
同
意
志
」
を
含

意
し
て
い
る
の
で
、
契
約
の
場
面
で
言
及
さ
れ
る
「
共
通
意
志
」
と
は
訳
し

分
け
た
。

（
12
） 

イ
ェ
ー
ナ
前
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
強
制
」
概
念
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
論
を

批
判
す
る
文
脈
の
な
か
で
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
《
相
互
制
限
と
し
て
の
自
由
》

に
基
づ
く
「
普
遍
的
な
強
制
の
体
系
」
（G

W
4, 443

）
に
結
び
つ
く
も
の
と

し
て
、き
わ
め
て
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、『
構
想
Ⅲ
』
の
「
強
制
」

概
念
は
一
転
し
て
、
個
別
意
志
の
普
遍
意
志
へ
の
「
陶
冶
」
を
導
く
も
の
と

し
て
積
極
的
な
意
義
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
滝
口
清
栄
は
こ
う
し
た
変
化

に
つ
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
然
法
論
へ
の
批
判
か
ら
受
容
へ
と
転
じ
た
も
の

と
解
釈
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
強
制
」
概
念
そ
の
も
の
か
ら
こ
う
し

た
陶
冶
と
い
う
積
極
的
意
味
合
い
を
読
み
取
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
何
も
言

及
し
て
い
な
い
（
滝
口
、
前
掲
書
、
第
二
章
「
人
倫
構
想
の
変
転
―
―
フ
ィ

ヒ
テ
の
「
強
制
」
概
念
を
軸
と
し
て
」
、
六
五
―
六
八
頁
）
。
本
稿
は
こ
う
し

た
「
強
制
」
概
念
の
転
換
の
要
因
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
な
く
、
ル
ソ
ー
の
受
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容
の
う
ち
に
認
め
る
。

（
13
） 

こ
う
し
た
当
該
箇
所
の
「
偉
人
」
論
は
、
後
年
の
歴
史
哲
学
で
説
か
れ
る

「
英
雄
の
権
利
」
や
「
世
界
史
的
個
人
」
の
考
え
方
の
原
型
を
な
し
て
い
る
。

ま
た
、こ
こ
で
の
《
服
従
を
介
し
た
陶
冶
》
と
い
う
論
点
は
、『
精
神
現
象
学
』

や
『
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
』
の
「
自
己
意
識
」
論
で
展
開
さ
れ
る
《
主

と
奴
の
弁
証
法
》
の
論
理
の
原
型
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。

（
14
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ェ
ー
ナ
初
期
の
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
な
か
で
す
で
に
、

強
力
な
政
治
支
配
者
の
必
要
性
を
説
く
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
教
説
を
、
四
分
五

裂
し
た
ド
イ
ツ
の
政
情
に
対
す
る
自
身
の
問
題
意
識
と
重
ね
合
わ
せ
、
深
い

共
感
を
示
し
て
い
た
（V

gl. G
W

5, 131ff., 205f.

）
。
と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー

も
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
影
響
を
受
け
た
一
人
で
あ
り
、『
社
会
契
約
論
』
の
「
立

法
者
」
論
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
『
ロ
ー
マ
史
論
』
に
お
け
る
「
立
法
者
」

論
と
の
比
較
考
察
も
な
さ
れ
て
い
る
。C

f. Leduc-Fayette, D
., Jean-Jacques 

Rousseau et le M
ythe de l`Antiquité, Paris, 1974, p. 93. 

し
か
し
、
マ
キ
ア

ヴ
ェ
リ
は
「
立
法
者
」
を
、
政
治
権
力
を
独
占
す
る
支
配
者
と
し
て
把
握
し

て
お
り
、
そ
の
点
で
は
や
は
り
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
像
と
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
そ
の
点
で
、
ル
ソ
ー
の
「
立
法
者
」
論
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
拒

絶
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
対
抗
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

（
15
） 

理
念
と
現
実
に
対
す
る
両
者
の
思
想
的
特
質
を
比
較
考
察
し
た
先
行
研
究

と
し
て
は
、
高
柳
良
治
「
あ
る
こ
と
と
あ
る
べ
き
こ
と
」
、
同
『
ヘ
ー
ゲ
ル

社
会
理
論
の
射
程
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
四
章
を
参
照
。
た

だ
し
、
高
柳
は
「
あ
る
こ
と
」
の
認
識
を
強
調
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
姿
勢
に
現

状
肯
定
的
な
も
の
を
認
め
、
そ
れ
に
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
の
点
で
、

本
論
考
の
見
解
と
は
異
な
る
。

（
16
） 

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
神
山
伸
弘
「
教
養
の
鏡
と
し
て
の
国
家
―
―
ヘ
ー

ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
国
家
の
正
当
性
に
つ
い
て
」
、
同
『
ヘ
ー
ゲ

ル
国
家
学
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
第
四
章
第
三
節
を
参
照
。

神
山
の
論
考
は
体
系
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
も
の
だ
が
、
同

様
の
見
方
は
こ
の
『
構
想
Ⅲ
』
に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ヘ
ー
ゲ
ル
、
ル
ソ
ー
、
普
遍
意
志
（
一
般
意
志
）
、
陶
冶
、
外

化
（
譲
渡
）



75　●　〈公募論文〉ネグリ＝ハートにおける抵抗と哲学――飯村祥之

　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
が
『
〈
帝
国
〉
』
に
よ
っ

て
開
始
し
た
議
論
は
、
二
つ
の
基
本
的
な
見
解
を
理
論
の
主
軸
と
し
て

い
た
。
は
じ
め
の
一
つ
は
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
り
、
資
本

主
義
の
進
展
に
伴
い
、
い
ま
や
新
た
な
権
力
形
態
、
す
な
わ
ち
〈
帝
国
〉

が
姿
を
現
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
権
力
形
態
の
量
的

な
広
が
り
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
地
球
規
模
の
範
囲
全
体
を
覆

う
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
こ
の
権
力
形
態
の
質
に
注
目
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
管
理
社
会
、
す
な
わ
ち
社
会
的
な
生
そ
の
も
の
を
管

理
す
る
「
言
論
や
想
像
力
に
も
お
よ
ぶ
完
璧
こ
の
う
え
な
い
支
配
の
達

成
」
で
あ
る

）
1
（

。
こ
う
し
た
管
理
と
し
て
の
統
治
へ
の
移
行
と
い
う
定
式

を
、
彼
ら
は
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
と
も
に
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

か
ら
受
け
取
っ
て
い
る

）
2
（

。
フ
ー
コ
ー
が
こ
う
し
た
権
力
形
態
に
先
行
す

る
も
の
と
し
て
分
析
し
た
「
規
律
型
」
の
権
力
の
ば
あ
い
、
そ
の
個
人

の
生
へ
の
侵
入
に
は
、
い
ま
だ
抵
抗
が
応
じ
え
た
。
た
い
す
る
「
管
理

型
」
の
権
力
は
、
言
論
や
想
像
力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た

個
人
の
社
会
的
生
の
構
成
そ
の
も
の
を
管
理
し
、
生
が
抵
抗
に
よ
っ
て

応
答
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
不
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

「
完
璧
こ
の
う
え
な
い
」
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
い
ま
一
つ
の
も
の
は
、
こ
う
し
た
管
理
に
よ
る
生
の
圧
倒
、

生
の
徹
底
的
な
受
動
性
と
い
っ
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
く
つ
が
え
す
。
こ
れ

か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
闘
争
こ
そ
が
支

配
の
発
展
や
再
編
成
に
と
っ
て
必
須
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見

〈
公
募
論
文
〉

ネ
グ
リ
＝

ハ
ー
ト
に
お
け
る
抵
抗
と
哲
学

【
哲
学
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
】

飯
村
祥
之
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解
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
抵
抗
は
、
支
配
を
逃
れ
る
残
余
と
し
て
で

は
な
く
、
む
し
ろ
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
で
は
、
権
力
に
応
答
す
る
抵
抗
と
い

う
因
果
関
係
は
転
倒
し
、
む
し
ろ
権
力
の
ほ
う
が
そ
れ
に
先
立
つ
抵
抗

に
応
答
す
る
。
す
な
わ
ち
い
か
な
る
抵
抗
の
可
能
性
も
失
わ
れ
て
い
く

か
に
み
え
る
精
緻
な
権
力
形
態
の
勃
興
を
論
じ
つ
つ
、
同
時
に
失
わ
れ

ざ
る
抵
抗
の
可
能
性
を
示
す
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
が
、
〈
帝
国
〉
を

め
ぐ
る
一
連
の
議
論
、
そ
し
て
彼
ら
の
提
示
す
る
新
し
い
階
級
闘
争
の

理
論
で
あ
る
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
論
を
貫
い
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
理
論
的
前
提
は
、
直
ち
に
次
の
よ
う
な
疑
問
へ
と

わ
た
し
た
ち
を
導
く
。
す
な
わ
ち
〈
帝
国
〉
論
を
特
徴
づ
け
る
オ
プ
テ
ィ

ミ
ズ
ム
、
つ
ま
り
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
抵
抗
の
伏
在
と
い
う
見
方

は
、
抵
抗
に
つ
い
て
の
自
然
発
生
主
義
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
ネ
グ
リ

と
ハ
ー
ト
は
、
と
り
わ
け
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
に
お
い
て
「
今
日
の

知
識
人
の
役
割the contem

porary role of the intellectual
」
を
論
じ

て
い
る

）
3
（

。
こ
こ
で
彼
ら
は
抵
抗
と
新
た
な
諸
制
度
の
構
成
に
お
け
る
知

識
人
の
積
極
的
な
役
割
を
認
め
て
お
り
、
ま
た
抵
抗
が
組
織
化
さ
れ
る

こ
と
の
重
要
性
は
彼
ら
の
論
の
至
る
と
こ
ろ
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
す
ぐ
さ
ま
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
彼

ら
は
ま
た
「
統
一
性
、
中
央
の
指
導
者
、
そ
し
て
階
層
秩
序
に
も
と
づ

く
伝
統
的
な
組
織
形
態
」
の
い
ず
れ
も
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る

）
4
（

。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
が
あ
ら
ゆ
る
統
一
性
、
ま
た
統
一
性
を
与
え

る
超
越
性
の
不
要
を
説
く
と
き
、
そ
の
比
喩
（
「
指
揮
者
な
し
で
拍
子
を

保
つ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ an orchestra keeping the beat w

ithout a conductor

」
）

は
、
限
り
な
く
自
然
発
生
主
義
に
近
づ
く
よ
う
に
見
え
る
。
で
は
彼
ら

が
「
自
然
発
生
性
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
だ
け
が
唯
一
の
選
択
肢
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
と
き
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解

決
は
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト

に
お
け
る
抵
抗
は
、
実
践
の
な
か
か
ら
の
自
然
発
生
で
も
な
く
、
ま
た

理
論
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
も
依
ら
な
い
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
提
示
を
試

み
る
が
、
い
か
に
し
て
こ
の
背
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
特
徴
を
備
え
た

抵
抗
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
か
ら
出
発
し
、
本
稿
は
次
の

問
い
へ
の
回
答
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
具
体
的

な
抵
抗
の
実
践
に
対
し
、
彼
ら
の
哲
学
的
な
書
物
に
よ
っ
て
い
か
な
る

介
入
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
の
下
、
彼

ら
の
議
論
に
お
い
て
一
つ
の
起
点
を
な
す
『
〈
帝
国
〉
』
を
中
心
に
、
そ

の
所
論
を
以
下
に
検
討
し
て
ゆ
く
。

一　

ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
け
る
抵
抗
概
念

　

ま
ず
本
題
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
そ
の
語
の
一
般
的
な
解
釈
に
反
し
、

む
し
ろ
能
動
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に

お
け
る
抵
抗
の
概
念
に
つ
い
て
、
彼
ら
自
身
に
よ
る
規
定
を
明
確
に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
抵
抗
概
念
が
明
確
に
叙
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述
さ
れ
る
の
は
、
『
〈
帝
国
〉
』
か
ら
九
年
後
の
議
論
、
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
が
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
―

抵
抗

論
へ
の
大
筋
の
賛
同
と
と
も
に
、
次
の
注
釈
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。

　

〔
…
〕
フ
ー
コ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、

と
き
に
挿
話
や
傍
注
の
よ
う
な
形
を
と
り
つ
つ
、
権
力
に
と
っ
て

の
他
者
―
―
と
い
う
よ
り
、
別
の
権
力
と
さ
え
い
え
る
も
の
―
―

を
理
論
化
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
そ
の
適
切
な
名
称
を
見
つ
け

る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
彼
自
身
し
ば
し
ば
「
抵
抗
」
と
い
う

語
を
使
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
フ
ー
コ
ー
が
考
え
て
い
る
も

の
を
正
確
に
は
と
ら
え
て
い
な
い
。
抵
抗
と
は
、
一
般
的
な
解
釈

に
よ
れ
ば
、
抵
抗
の
当
の
対
象
で
あ
る
対
立
す
る
権
力
に
過
度
に

依
存
し
、
従
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
…
〕
私
た
ち
の
見
る
と

こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
フ
ー
コ
ー
の
著
作
を
貫
く
権
力
の
別
の
側
面
は
、

単
に
権
力
に
抵
抗
す
る
だ
け
で
な
く
、
権
力
か
ら
の
自
律
性
を
も

目
指
す
よ
う
な
主
体
性
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
生
産
と
規
定
す
る

の
が
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る

）
5
（

。

　

こ
こ
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
用
い
た
抵
抗
の
概
念
が
、
そ
の
概
念
へ
の

一
般
的
理
解
に
付
き
ま
と
う
受
動
的
な
性
格
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ

能
動
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
彼
ら
に
お
け
る
抵
抗
概
念
が
、
フ
ー
コ
ー

の
そ
れ
と
共
に
あ
る
こ
と
を
明
か
し
つ
つ
、
そ
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
用

い
る
こ
と
へ
の
逡
巡
を
表
明
す
る
。

　

抵
抗
の
表
象
は
、
一
般
に
は
支
配
へ
の
応
答

0

0

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
ス

タ
イ
ル
は
と
き
に
権
力
を
模
写
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ネ
グ

リ
と
ハ
ー
ト
が
、
フ
ー
コ
ー
と
と
も
に
思
念
し
て
い
る
そ
れ
は
、
決
し

て
権
力
に
応
答
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
律
し
た
「
別
の
権
力
」

で
あ
り
、
ま
た
既
存
の
権
力
に
は
似
つ
か
な
い
「
権
力
に
と
っ
て
の
他

者
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
抵
抗
と
い
う
名
称

よ
り
も
む
し
ろ
「
主
体
性
の
生
産
」
と
い
う
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ

リ
か
ら
受
け
取
ら
れ
た
概
念
に
よ
り
よ
く
馴
染
む
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
け
る
抵
抗
概
念
の
含
意
は
、
彼
ら
と
ガ
タ
リ

の
仕
事
が
交
叉
す
る
地
点
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
。
一
九

八
五
年
の
ネ
グ
リ
と
ガ
タ
リ
と
の
共
著
に
お
い
て
、
す
で
に
両
者
の
間

で
「
主
体
性
の
生
産
」
と
い
う
概
念
は
共
有
さ
れ
て
い
る
が

）
6
（

、
よ
り
注

目
す
べ
き
は
、
ガ
タ
リ
が
イ
タ
リ
ア
・
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
運
動
と
の
接
触

を
始
め
た
一
九
七
七
年
の
テ
ク
ス
ト
、
と
り
わ
け
自
由
ラ
ジ
オ
運
動
に

寄
せ
た
批
評
で
あ
る

）
7
（

。
こ
こ
で
は
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
の
一
翼
を
担
っ
た
実

践
と
し
て
の
自
由
ラ
ジ
オ
の
運
動
が
、
い
か
に
し
て
「
主
体
性
の
生
産
」

で
あ
る
か
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ガ
タ
リ
は
、
数
千
あ
っ
た
自
由

ラ
ジ
オ
局
の
な
か
で
も
、
特
に
ラ
ジ
オ
・
ア
リ
ー
チ
ェ
の
独
創
性
を
強

調
す
る
。
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（
公
共
電
波
利
用
の
）
国
家
独
占
の
廃
止
の
あ
と
、
極
左
翼
か
ら

極
右
翼
ま
で
多
数
の
独
立
ラ
ジ
オ
局
が
開
設
さ
れ
、
あ
れ
や
こ
れ

や
の
個
別
の
運
動
分
野
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
な
る
。

　

ラ
ジ
オ
・
ア
リ
ー
チ
ェ
の
独
創
性
は
こ
れ
ら
の
独
立
ラ
ジ
オ
局

の
い
わ
ば
純
粋
に
〈
社
会
学
的
〉
な
性
格
を
越
え
て
、
自
ら
を
計

画
推
進
体
と
し
て
引
き
う
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る

）
8
（

。

　

自
由
ラ
ジ
オ
運
動
を
担
っ
た
多
く
の
左
翼
独
立
局
は
、
議
会
権
力
へ

の
応
答
と
し
て
「
社
会
学
的
」
な
性
格
を
も
ち
、
ま
た
支
配
的
な
メ
デ
ィ

ア
の
、
ニ
ュ
ー
ス
や
特
集
番
組
と
い
っ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
形

式
を
転
写
し
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、ラ
ジ
オ
・
ア
リ
ー
チ
ェ
は
日
々

の
放
送
用
の
番
組
表
も
な
く
、
あ
る
程
度
決
ま
っ
た
時
間
帯
の
政
治
日

報
、
ヨ
ガ
レ
ッ
ス
ン
、
音
楽
や
詩
の
朗
読
と
い
っ
た
内
容
を
放
送
し
て

い
た

）
9
（

。
こ
こ
に
権
力
へ
の
応
答
は
な
く
、
ま
た
支
配
的
な
メ
デ
ィ
ア
の

形
式
と
の
類
似
も
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
ラ
ジ
オ
・
ア
リ
ー
チ
ェ
は

「
計
画
推
進
体
」
と
し
て
の
自
ら
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
あ
り
、
一
般

的
な
意
味
で
の
、
つ
ま
り
応
答
と
し
て
の
抵
抗
と
は
か
け
離
れ
た
ス
タ

イ
ル
を
示
し
た
。

　

ガ
タ
リ
は
権
力
、
た
と
え
ば
現
下
の
資
本
主
義
的
秩
序
に
よ
る
マ
イ

ナ
ー
な
価
値
へ
の
抑
圧

）
10
（

に
た
い
し
、
そ
う
し
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
価
値

体
系
に
よ
る
捕
捉
を
逃
れ
る
可
能
性
に
よ
っ
て
自
由
ラ
ジ
オ
を
称
揚
し

た
。
ラ
ジ
オ
・
ア
リ
ー
チ
ェ
の
よ
う
な
自
由
ラ
ジ
オ
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

の
価
値
体
系
、
主
体
性
＝

主
観
性
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
マ
イ
ナ
ー
な
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
の
「
他
者
」
と
し

て
新
た
な
主
体
性
＝

主
観
性
を
生
産
す
る
。
こ
う
し
た
支
配
さ
れ
ざ
る

も
の
を
生
み
だ
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
主
体
性
」
の
生
産
に
こ
そ
ガ
タ

リ
の
関
心
は
あ
り
、
ま
た
抵
抗
を
論
じ
る
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
が
寄
せ
る

関
心
も
そ
こ
に
こ
そ
あ
る
。
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
け
る
抵
抗
概
念
に

は
、
こ
う
し
た
「
主
体
性
の
生
産
」
と
い
う
含
み
が
あ
る
こ
と
に
留
意

し
た
い
。

　

以
上
が
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
け
る
抵
抗
概
念
の
骨
子
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
権
力
―

抵
抗
の
関
係
性
に
お
け
る
転
回
は
、
フ
ー
コ
ー
に
お

け
る
、
抵
抗
が
権
力
に
先
立
つ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

）
11
（

と
共
鳴
し
つ
つ
、
ま
た
そ

れ
以
前
に
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
ル
ク
ス
主
義
、
と
く
に
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
運

動
の
理
論
的
前
身
で
あ
る
労
働
者
主
義operaism

o

に
参
画
し
た
人
々

が
共
有
し
て
い
た
権
力
論
に
端
を
発
し
て
い
る

）
12
（

。
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の

所
論
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」

と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
労
働
者
主
義
に
独
特
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
大
ま
か
な

道
筋
を
確
認
し
よ
う
。
労
働
者
主
義
の
中
心
的
な
理
論
家
で
あ
っ
た
マ

リ
オ
・
ト
ロ
ン
テ
ィ
は
、
一
九
六
五
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
研
究
を
進
め
る
な
か
で
、
も
し
私
た
ち
が
産
業
の
客
観
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
ま
す
ま
す
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
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た
、
労
働
者
に
た
い
す
る
資
本
の
支
配
の
今
日
的
な
形
態
の
発
展

を
辿
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
（
産
業
革
命
）
は
私
た
ち
の
研

究
の
出
発
点
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
生
き
た

労
働
と
資
本
の
不
変
部
分
と
の
関
係
性
の
発
展
は
、
生
産
の
社
会

的
条
件
と
同
様
、
集
合
的
労
働
者
と
資
本
の
全
体
性
と
の
間
の
階

級
関
係
の
発
生
に
暴
力
的
に
従
わ
さ
れ
る
。
産
業
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
お
け
る
全
て
の
技
術
的
な
変
革
は
、
階
級
闘
争
の
特
定
の
契
機

に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う

）
13
（

。

　

こ
の
論
述
は
、
ト
ロ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
重
要
な
論
点
を
示
し
て
お
り
、

そ
れ
は
支
配
と
は
対
象
を
一
次
元
化
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
支
配
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
、
む
し
ろ
支
配
と
被
支
配
と
の

間
の
闘
争
を
こ
そ
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論

と
同
時
期
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
や
、
ア
ド
ル
ノ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
ら
は
、

資
本
主
義
の
成
熟
を
社
会
の
一
次
元
化
と
し
て
論
じ
る
点
で
一
致
し
て

い
た

）
14
（

。
彼
ら
は
、
生
産
・
消
費
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
発
展
し
た
資
本
主
義

社
会
を
論
じ
、
そ
の
支
配
は
直
接
的
な
監
督
・
指
揮
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
れ
に
先
立
つ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
文
化
産
業
に
よ
る
支
配
対
象
＝

労
働

者
の
均
質
化
を
伴
う
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
が
予
期

し
た
よ
う
に
、
成
熟
し
た
資
本
主
義
社
会
は
監
督
・
指
揮
に
よ
っ
て
労

働
者
を
直
接
的
に
支
配
す
る
、
す
な
わ
ち
労
働
者
を
「
形
式
的
」
に
生

産
関
係
へ
と
「
包
摂
」
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
者
の
組
織
化
を
よ

り
容
易
に
す
る
諸
々
の
技
法
を
伴
う
「
実
質
的
包
摂
」
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
技
法
こ
そ
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
文

化
産
業
に
よ
る
均
質
化
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
抵
抗
の
不
可
能
性

と
し
て
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
発
展
、
す
な
わ
ち
均
質
化
な
い
し

一
次
元
化
に
よ
る
「
包
摂
」
の
徹
底
化
を
描
い
た
。

　

一
方
ト
ロ
ン
テ
ィ
は
、
む
し
ろ
闘
争
こ
そ
が
産
業
の
客
観
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
、
す
な
わ
ち
生
産
関
係
に
お
け
る
変
革
を
決
定
づ
け
、
そ
の
発
展

を
引
き
起
こ
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
。
こ
の
指
摘
の
重
要
性

は
、
資
本
主
義
的
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
「
中
立
的
」
な
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
、
支
配
が
均
質
化
と
い
う
戦
略
を
と
り
え
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
支
配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
れ
を

駆
動
し
、
発
展
さ
せ
る
闘
争
、
つ
ま
り
支
配
さ
れ
る
対
象
が
も
つ
過
剰

な
力
と
し
て
の
抵
抗
と
、
そ
れ
に
対
す
る
応
答
と
し
て
の
支
配
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ト
ロ
ン
テ
ィ
が
示
す
の
は
、
資
本
主
義
的
支

配
が
労
働
者
の
主
体
性
を
必
須
の
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
ト
ロ
ン
テ
ィ
が
示
し
た
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
発

展
や
再
編
成
を
さ
ま
ざ
ま
な
闘
争
が
先
取
り
し
て
い
る
と
い
う
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
の
ネ
グ
リ
に
よ
る
継
承
は
、
ネ
グ
リ
自
身
に
よ
る
一
九
六
八
年

の
試
論
「
周
期
性
と
恐
慌
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
」
に
お
い
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る

）
15
（

。
ハ
ー
ト
と
の
共
著
で
あ
る
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
い
て
も
こ

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
採
用
さ
れ
て
お
り

）
16
（

、
と
り
わ
け
二
十
世
紀
後
半
に
姿
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を
現
し
て
き
た
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
新
た
な
発
展
、
資
本
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
単

に
レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
「
帝
国
主
義
」
の
プ
ロ
セ
ス
へ
と

還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
遠
ざ
け
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
脱
中
心
的
な
闘
争
に
た
い
し
、
資
本
に
よ
っ
て
極
め

て
適
切
に
な
さ
れ
た
応
答
と
し
て
〈
帝
国
〉
的
権
力
の
構
築
を
描
く
た

め
の
理
論
的
立
脚
点
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
脱
中
心
的
な
闘
争
へ
の

対
応
物
と
し
て
、
脱
中
心
的
な
権
力
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
一
方
で
、
こ
の
管
理
社
会
と
し
て
の
〈
帝
国
〉
に
よ
る
「
完
璧
こ
の

う
え
な
い
」
支
配
の
実
現
を
描
き
つ
つ
、
な
お
従
属
す
る
個
人
の
主
体

性
こ
そ
が
構
成
的
な
モ
ー
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
ま
た
、
こ
の

労
働
者
主
義
流
の
図
式
か
ら
同
時
に
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て

ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
に
、
世
界

規
模
の
管
理
社
会
の
到
来
と
、
そ
れ
に
先
立
つ
世
界
規
模
の
闘
争
、
す

な
わ
ち
世
界
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
持
つ
「
生
き
た
労
働
」
の
過
剰

さ
の
諸
表
現
に
よ
る
生
産
と
い
う
両
義
性
を
見
て
と
る
。
こ
の
よ
う
に

支
配
の
圧
倒
的
優
越
の
実
現
と
し
て
の
資
本
主
義
の
成
熟
と
い
う
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
く
つ
が
え
し
、
む
し
ろ
支
配
の
た
だ
な
か
で
従
属
す
る
生
に

こ
そ
優
越
性
を
見
出
す
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
の
理
論
は
、
『
〈
帝

国
〉
』
の
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
ら
と
共
鳴
さ
せ
ら

れ
つ
つ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
管
理
社
会
の
分
析
と
し
て
の
〈
帝
国
〉
論
と
、

階
級
理
論
の
再
解
釈
で
あ
る
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
論
と
の
双
子
に
結
実
す

る
。
こ
う
し
た
理
論
的
影
響
の
下
、
『
〈
帝
国
〉
』
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ

た
議
論
は
、
い
か
に
成
熟
し
た
資
本
主
義
社
会
が
現
出
し
て
も
、
な
お

抵
抗
が
存
在
し
う
る
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
保
つ
の
で
あ
る
。

二　

闘
争
に
お
け
る
哲
学
の
位
置
づ
け

　

こ
の
よ
う
に
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
極
め
て
精
緻
な
〈
帝
国
〉
型
権

力
に
よ
る
支
配
の
た
だ
な
か
に
、
必
然
的
に
抵
抗
が
存
在
す
る
こ
と
を

論
じ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
を
直
ち
に
闘
争
に
つ
い
て
の
自
然
発
生
主

義
的
な
見
方
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
彼
ら
は
理
論
に
、

た
と
え
ば
彼
ら
自
身
の
哲
学
的
な
書
物
に
、
あ
く
ま
で
闘
争
の
実
践
の

な
か
で
占
め
る
べ
き
場
所
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
新
し
い

階
級
概
念
、
す
な
わ
ち
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
を
論
じ
る
が
、
で
は
そ
の
闘

争
を
論
じ
る
な
か
で
、
哲
学
に
い
か
な
る
任
務
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
『
〈
帝
国
〉
』
に
お
け
る
彼
ら
が
、
歴
史
哲
学
を
批
判
し

つ
つ
、
哲
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ

う
。　

哲
学
は
、
歴
史
が
実
現
し
た
後
に
、
そ
の
幸
せ
な
結
末
を
祝
福

す
る
た
め
に
飛
び
立
つ
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
な
ど
で
は
な
い
。

む
し
ろ
哲
学
と
は
、
出
来
事
に
用
い
ら
れ
る
主
体
的
な
命
題
、
欲
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望
、
実
践
で
あ
る

）
17
（

。

　

こ
の
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
の
は
、

直
接
に
は
『
法
の
哲
学
』
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
よ
り
一
般
化
す
る
な

ら
ば
歴
史
へ
の
観
想
的
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
は
マ
ル
ク
ス

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
を
乗
り
越
え
る
と
き
に
拒
否

し
た
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
拒
否
は
、
歴
史
の
な
か
で
活
動
す

る
も
の
と
、
そ
れ
を
た
ん
に
観
照
す
る
も
の
と
の
分
裂
を
拒
否
す
る
こ

と
で
あ
る

）
18
（

。
こ
う
し
た
反
ヘ
ー
ゲ
ル
の
端
的
な
表
現
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
・
テ
ー
ゼ
の
最
も
有
名
な
も
の

）
19
（

に
代
表
さ
れ
る
。
ま
た
マ
ル
ク

ス
主
義
歴
史
論
の
思
想
史
的
記
述
を
行
な
っ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ

に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
脱
す
る
マ
ル
ク
ス
に
つ
い

て
な
さ
れ
た
表
現
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
「
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
は
、
黄
昏
を
待
つ
こ
と
な
く
、
歴
史
の
創
造
者
た

ち
が
歴
史
を
作
る
そ
の
都
度
に
彼
ら
と
と
も
に
歩
む

）
20
（

」
。
ネ
グ
リ
と
ハ
ー

ト
が
、
一
八
二
〇
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
観
想
的
な
歴
史
哲
学
を
批
判

す
る
と
き
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
歴
史
に
た
い
す
る
哲
学
の
受

動
性
を
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
哲
学
に

能
動
的
な
地
位
を
与
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
を
作
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
実
践
」
と
、
哲
学
が
何
ら
か
の
し
か
た
で
手
を
携
え
て
歩
む
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
歴
史
へ
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
ネ
グ
リ
と

ハ
ー
ト
を
含
め
、
お
よ
そ
マ
ル
ク
ス
を
引
き
継
ぐ
哲
学
な
ら
ば
一
般
に

同
意
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
マ
ル
ク
ス
に
連
な
る
諸
哲
学
に
と
っ
て
、
こ
の
マ
ル
ク
ス
化

さ
れ
た
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
」
が
ど
の
よ
う
な
し
か
た
で
歴
史

の
創
造
者
と
と
も
に
歩
む
か
は
、
つ
ね
に
論
争
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

）
21
（

。

か
く
し
て
先
の
引
用
前
半
部
に
お
け
る
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
ヘ
ー
ゲ

ル
批
判
に
た
い
し
、
続
く
部
分
で
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
哲
学
に
与
え
ら

れ
る
、
「
主
体
的
な
命
題
、
欲
望
、
実
践
」
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
規

定
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

1　

哲
学
と
実
践

　

こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
を
、
そ
し
て
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ

ム
シ
の
よ
く
知
ら
れ
た
表
現
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
実
践
」
と
し
て

の
哲
学
と
は
マ
ル
ク
ス
以
来
の
系
譜
一
般
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
こ
で
の
哲
学
と
「
実
践
」
と
の
連
関
は
注
意
深
く
読
ま
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
私
た
ち
は
、
か
つ
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
た
、
「
実
践
の
哲
学
」
と
「
哲
学
の
実
践
」
と
の
間
に
あ
る
根
本
的

な
差
異
に
つ
い
て
の
議
論
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る

）
22
（

。
こ
こ
で
の
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
は
、
グ
ラ
ム
シ
に
代
表
さ
れ
る
「
実
践
の
哲
学
」
と
し
て

の
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
と
い
う
定
式
化
に
抗
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
マ
ル
ク

ス
主
義
の
哲
学
者
に
課
し
た
の
は
、
新
た
な
「
哲
学
の
実
践
」
を
発
明

す
る
と
い
う
任
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る

）
23
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、
マ

ル
ク
ス
は
、
新
し
く
、
ま
た
「
面
喰
わ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
」
哲
学
を
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実
践
し
て
み
せ
た
最
初
の
人
物
で
あ
り
、
哲
学
を
哲
学
と
し
て
生
産
す

る
こ
と
を
拒
み
、
哲
学
を
、
政
治
的
、
批
評
的
、
科
学
的
な
著
作
に
お

い
て
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
「
実
践
の
哲
学
」
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
解

釈
は
、
い
ま
だ
「
実
践
」
を
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
に
お
け
る
中
心
的
な
概0

念0

と
し
て
扱
う
に
留
ま
る
。
一
方
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
解
釈
に
お
い

て
、
「
実
践
」
な
い
し
「
社
会
的
実
践
」
と
は
哲
学
の
外
部
で
あ
り
、

哲
学
は
そ
の
た
め
に
存
在
す
る
。
彼
は
そ
う
し
た
哲
学
の
外
部
に
、
ま

さ
に
そ
の
哲
学
に
よ
っ
て
介
入
す
る
仕
方
を
発
明
す
る
こ
と
こ
そ
が
マ

ル
ク
ス
主
義
の
使
命
で
あ
る
と
論
じ
る
。
つ
ま
り
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の

解
釈
に
お
い
て
哲
学
と
は
、
歴
史
の
創
造
者
、
つ
ま
り
実
践
に
よ
っ
て

歴
史
を
つ
く
る
者
に
知
恵
を
（
す
な
わ
ち
理
論
を
）
授
け
る
、
ま
さ
に
「
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
」
で
あ
る
。

　

ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
歴
史
を
、
政
治
を
、
文
化

を
、
経
済
を
、
つ
ま
り
彼
ら
の
能
う
か
ぎ
り
で
最
大
限
に
広
範
な
対
象

を
論
じ
る
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
述
べ
た
意
味
で
の
面
喰
わ
せ
る
よ
う

な
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
過
去
の
哲
学
テ
ク
ス
ト
へ
の

参
照
を
中
心
と
せ
ず
、
い
か
な
る
既
存
の
哲
学
的
文
体
に
お
い
て
も
生

産
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
い
て
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、
『
〈
帝
国
〉
』

の
序
文
が
述
べ
る
と
お
り
、
「
そ
れ
ぞ
れ
同
等
の
資
格
に
お
い
て
、
哲

学
的
か
つ
歴
史
学
的
、
文
化
論
的
か
つ
経
済
学
的
、
政
治
学
的
か
つ
人

類
学
的
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る

）
24
（

」
。
そ
し
て
後
に
詳
論
す
る
が
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
は
哲
学
で
あ
り
な
が
ら
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
倣
っ
て

言
え
ば
、
哲
学
を
実
践
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
哲
学
に
よ
っ
て
「
実
践
」

の
領
野
に
介
入
す
る
こ
と
を
明
確
に
目
論
む
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ネ
グ
リ
に
お
け
る
「
哲
学
の
実
践
」
を
論
じ
た
ジ
ェ

イ
ソ
ン
・
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
ネ
グ
リ
が
哲
学
を
「
実
践
」
と
か
か
わ

ら
せ
る
仕
方
は
、
こ
う
し
た
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
流
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理

解
に
は
還
元
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る

）
25
（

。
リ
ー
ド
の
論
述
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
『
哲
学
の
実
践
』
を
通
じ
て
、
新
た
な
『
実
践
の
哲
学
』
を

展
開
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
実
践
と
哲
学
は
相
互
に
往

還
す
る
。
ネ
グ
リ
に
お
け
る
哲
学
と
そ
の
「
実
践
」
に
つ
い
て
、
リ
ー

ド
の
論
述
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
「
人
間
の
活
動
の
構
成
的
次
元
に
つ

い
て
の
実
践
の
哲
学
は
、
純
粋
な
思
考
の
運
動
と
し
て
思
弁
的
に
の
み

展
開
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
構
成
の
条
件
・
限
界
、
世
界
の
歴
史
性
、

物
質
性
と
の
継
続
的
な
対
峙
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
）
26
（

」
。
す
な
わ
ち
、
単
純
な
事
実
で
は
あ
る
が
、「
実
践
の
哲
学
」
は
「
実

践
」
の
領
野
、
す
な
わ
ち
哲
学
の
外
部
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
で
は
ハ
ー
ト
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
理
論
と
「
実
践
」
と
は

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ネ
グ
リ
が
た
だ
中
に
お
い
て
経
験

し
た
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
政
治
運
動
、
と
り
わ
け
オ
ペ
ラ
イ
ズ
モ
と
、

そ
の
後
継
た
る
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
の
運
動
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ト
が
論
じ
て

い
る
箇
所
を
参
照
し
よ
う
。



83　●　〈公募論文〉ネグリ＝ハートにおける抵抗と哲学――飯村祥之

　

イ
タ
リ
ア
思
想
の
特
異
性
は
、
イ
タ
リ
ア
の
社
会
・
政
治
運
動

の
歴
史
が
跡
づ
け
て
き
た
特
異
性
に
つ
い
て
幾
分
か
で
も
理
解
が

な
い
こ
と
に
は
把
握
さ
れ
え
な
い
。
実
際
、
そ
う
し
た
理
論
化
は

過
去
三
〇
年
余
り
に
わ
た
っ
て
運
動
の
波
に
乗
っ
て
き
た
の
で
あ

り
、
そ
の
集
合
的
実
践
の
一
部
分
を
な
す
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
著
作
は
つ
ね
に
、
夜
遅
く
の
く
す
ね
た
時
間
で

拵
え
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
つ
つ
、
あ
る
日
の
政
治
闘

争
を
解
釈
し
て
次
を
計
画
す
る
と
い
う
、
現
実
の
政
治
的
直
接
性

を
持
っ
て
き
た
。
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
う
い
っ
た
多
く
の
著
者
た

ち
は
、
陣
営
の
理
論
家
で
あ
り
、
政
治
活
動
を
生
業
と
し
て
き
た
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、
革
命
理
論
が
な
け
れ
ば
革
命
的
実
践
は
あ

り
え
な
い
と
述
べ
た
レ
ー
ニ
ン
を
引
用
す
る
の
を
好
ん
だ
。
（
し

か
し
）
イ
タ
リ
ア
人
た
ち
は
、
逆
の
関
係
性
を
よ
り
強
調
し
た
。

つ
ま
り
革
命
理
論
は
、
実
際
の
闘
争
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
問
題

に
つ
い
て
の
み
効
果
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
逆
に

こ
の
理
論
化
は
、
た
だ
実
践
の
領
野
に
お
け
る
創
造
的
な
実
行
を

通
し
て
の
み
記
述
さ
れ
う
る
。
理
論
と
実
践
の
関
係
は
開
か
れ
た

問
題
系
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
は
新
た
な
ア
イ
デ
ア
、
戦
略
、
そ
し

て
組
織
化
の
効
果
を
試
す
た
め
の
、
あ
る
種
の
実
験
室
で
あ
る
。

革
命
は
実
験
の
こ
の
絶
え
ず
開
か
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
い

）
27
（

。

　

レ
ー
ニ
ン
と
と
も
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
主
張
し
た
、
革
命
理
論
が

な
け
れ
ば
革
命
的
実
践
が
あ
り
え
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
哲
学
の
実
践
」

に
お
け
る
哲
学
的
理
論
、
思
弁
的
な
も
の
の
先
行
性
・
優
越
性
に
た
い

し
、
イ
タ
リ
ア
の
活
動
家
＝

理
論
家
ら
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
の
は
、

む
し
ろ
「
実
践
」
か
ら
こ
そ
理
論
的
問
題
は
提
起
さ
れ
る
と
い
う
道
行

き
で
あ
っ
た
と
ハ
ー
ト
は
論
じ
、
彼
ら
の
活
動
を
、
理
論
と
実
践
と
の

間
を
行
き
来
す
る
「
実
験
」
と
表
現
し
、
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
イ
タ
リ
ア
思
想
と
の
同
時
代
性
に
お
い
て

見
る
な
ら
ば
、
先
に
論
じ
た
「
『
哲
学
の
実
践
』
を
通
じ
て
、
新
た
な
『
実

践
の
哲
学
』
を
展
開
す
る
」
哲
学
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
よ
り
明
確
に

理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
い
て
現
実
に
つ
い
て
の

哲
学
は
、
思
弁
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
種
々
の
活
動
と
い
う
形
式

に
お
い
て
実
践
を
持
つ
。
こ
う
し
た
活
動
の
成
功
／
頓
挫
の
い
ず
れ
も

次
の
活
動
を
計
画
す
る
た
め
の
理
論
的
な
検
討
に
付
さ
れ
、
そ
れ
は
実

践
を
導
く
新
た
な
哲
学
と
し
て
再
び
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人

間
の
活
動
の
構
成
的
次
元
」
、
つ
ま
り
歴
史
を
作
る
活
動
と
し
て
の
「
実

践
」
は
理
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
が
、
そ
の
理
論
を
条
件
づ
け
る
も
の

は
、
つ
ね
に
哲
学
の
外
部
と
し
て
の
世
界
の
歴
史
性
、
物
質
性
、
つ
ま

り
「
実
践
」
の
領
野
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
―

実
践
の
往
還
は
、
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
「
哲
学
の
実
践
」
と
、
そ
れ
と

は
逆
の
道
行
き
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
日
の
政
治
闘
争
を
解
釈
し
て
次
を

計
画
す
る
」
よ
う
な
、
実
践
の
解
釈
か
ら
新
し
く
拵
え
あ
げ
ら
れ
る
「
実
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践
の
哲
学
」
と
の
間
の
循
環
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
既
存

の
理
論
と
現
実
の
活
動
に
つ
い
て
の
解
釈
と
を
組
み
合
わ
せ
る
、
い
わ

ば
器
用
仕
事
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、
実
践
に
つ
い
て
の
新
し
い
哲
学
的

検
討
で
あ
り
、
種
々
の
活
動
に
ア
イ
デ
ア
、
戦
略
、
組
織
化
を
与
え
る

よ
う
な
介
入
を
目
指
す
と
い
う
機
能
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
「
哲
学

の
実
践
」
で
も
あ
る
。

　

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
、

い
ま
だ
哲
学
は
、
歴
史
の
創
造
者
と
と
も
に
あ
り
つ
つ
も
、
つ
ね
に
彼

ら
を
上
空
か
ら
見
下
ろ
す
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
哲
学
に
、
超
越
的
な
い
し
超
越
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
入
れ

る
。
一
方
で
「
実
践
」
を
哲
学
に
先
立
た
せ
る
、
つ
ま
り
現
実
に
お
け

る
活
動
の
解
釈
と
し
て
、
そ
の
都
度
新
し
い
哲
学
を
作
り
あ
げ
て
ゆ
く

こ
と
は
、
哲
学
を
地
上
に
引
き
ず
り
下
ろ
し
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
性
を
拒

否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
「
実
践
」
と
し
て
の
哲
学

は
、
そ
の
「
実
践
」
と
哲
学
と
の
間
の
相
互
循
環
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
哲
学
は
も
は
や
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
」
で
あ
る
こ
と

を
や
め
、
直
接
に
歴
史
の
創
造
者
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
。

2　

主
体
的
な
命
題
と
し
て
の
哲
学
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
へ
の
批
判

　

で
は
次
に
、
本
節
冒
頭
の
引
用
で
与
え
ら
れ
て
い
た
「
哲
学
と
は
欲

望desire

で
あ
る
」
と
い
う
規
定
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼

ら
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
直
接
に
フ
ロ
イ
ト
以
来
の
精
神
分
析
の
系

譜
で
あ
る
よ
り
も
、
第
一
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
欲
望 

cupiditas

」
の
問
題
系
で
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ネ
グ
リ
と

ハ
ー
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
、
そ
し
て
共
著
を
通
じ
て
、
彼
ら
が
直
接
に

精
神
分
析
理
論
に
依
拠
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
が
精
神
分
析
に
発
す

る
「
欲
望
」
の
問
題
系
と
接
触
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
を
通
過
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た

一
九
八
〇
年
代
の
ネ
グ
リ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
接
近
す
ら
、
一
九
七

八
年
の
パ
リ
で
の
講
義
の
際
、
彼
が
当
地
で
聴
講
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に

よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
講
義
を
強
力
な
動
機
と
し
て
い
る

）
28
（

。
つ
ま
り
ネ
グ
リ
と

ハ
ー
ト
が
「
欲
望
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
る
と
き
、
そ
こ
で
は
や
は

り
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
議
論
が
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
「
欲
望
」
の
問
題
に
お
け
る
、
も
う
一
方
の
強
力

な
極
、
つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
を
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
し

あ
た
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
お
け
る
「
欲
望
」
の
問
題
へ
の
彼

ら
の
言
及
に
注
目
し
た
い
。
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
数
少
な
い
批
判
的

言
及
は
、
彼
ら
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
か
ら
何
を
受
け
取
り
、
ど
の

点
で
乗
り
越
え
を
図
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
し
た
が
っ
て
ネ
グ

リ
と
ハ
ー
ト
に
特
有
な
「
欲
望
」
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。

　

彼
ら
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
）
は
、
私
た
ち
の
注
意
を
社
会
的

生
産
の
存
在
論
的
実
体
へ
と
は
っ
き
り
と
向
け
て
く
れ
る
。
諸
機

械m
achines

が
生
産
す
る
の
で
あ
る
〔
…
〕
と
こ
ろ
が
、ド
ゥ
ル
ー
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ズ
と
ガ
タ
リ
が
積
極
的
な
仕
方
で
構
想
し
う
る
の
は
、
絶
え
間
な

い
運
動
と
絶
対
的
な
流
れ
へ
と
向
か
う
諸
傾
向tendencies

だ
け

で
し
か
な
い
よ
う
に
み
え
、
か
く
し
て
、
彼
ら
の
思
考
に
お
い
て

も
ま
た
、
社
会
的
な
も
の
の
生
産
に
関
す
る
創
造
的
な
諸
要
素
と

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
存
在
論
は
、
実
体
を
欠
い
た
無
力
な
も
の
に
留

ま
っ
て
い
る

）
29
（

。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
お
け
る
「
機
械 m

achine

」
の
概
念
は
、

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
概
念
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
彼
ら
の

共
同
作
業
を
、
社
会
革
命
を
論
じ
る
政
治
性
へ
と
導
い
た

）
30
（

。
彼
ら
は
、

社
会
体
を
「
欲
望
を
内
在
的
原
理
と
し
て
ひ
と
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
欲
望

す
る
諸
機
械

）
31
（

」
と
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
に
欲
望
を
再
生
産
し
、
ま
た
そ

の
欲
望
に
よ
っ
て
次
な
る
再
生
産
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
諸
機
械
の
接

続
と
し
て
、
ま
ず
彼
ら
は
社
会
の
構
造
論
的
な
見
方
を
提
示
す
る
。
し

か
し
彼
ら
は
こ
う
し
た
諸
機
械
が
「
変
調
」
を
、
そ
れ
も
慢
性
的
な
「
変

調
」
を
き
た
し
つ
つ
作
動
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

）
32
（

。
こ
の
「
変
調
」

は
、
再
生
産
を
超
え
出
て
し
ま
う
主
体
の
欲
望
の
過
剰
さ
で
あ
り
、
再

生
産
に
お
け
る
偏
差
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
再
生
産
の
生
産

性
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
機
械
」
の
概
念
は
構
造
概
念

と
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
社
会
的
な
も
の
の
革

命
的
切
断
の
可
能
性
を
認
め
る
点
で
、
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
い
ま
だ

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
と
共
に
あ
る
。

　

し
か
し
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
つ
い
て
私
た
ち
が
注
目
す
べ
き
は
、
彼

ら
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
か
ら
離
れ
る
地
点
で
あ
る
。
そ
し
て
先
の

引
用
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
へ
の
批
判
は
、
そ
こ
に
現
れ
て

い
る
「
傾
向
」
と
い
う
概
念
に
注
目
す
る
こ
と
で
明
晰
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
傾
向
」
概
念
は
、
ネ
グ
リ
が
一
九
七
八
年
の
パ
リ
で
の
講
義
、
す
な

わ
ち
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
（
以
下
、
「
要
綱
」
）
を
論
じ
た
講
義
の
な
か

で
強
調
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
語
を
用
い
る
以
上
、
あ
く

ま
で
か
つ
て
の
講
義
に
お
け
る
含
み
を
想
起
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

で
は
ネ
グ
リ
に
お
い
て
「
傾
向
」
概
念
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。

『
要
綱
』
講
義
の
う
ち
、
第
三
講
義
は
「
経
済
学
批
判
序
説
」（
以
下
、「
序

説
」
）
、
と
り
わ
け
そ
の
第
三
項
で
あ
る
「
経
済
学
の
方
法
」
の
分
析
を

中
心
と
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
方
法
を
次

の
よ
う
に
論
じ
る
。

　

一
方
に
、
具
体
的
な
も
の
に
お
い
て
そ
の
実
在
性
を
求
め
る
抽

象
（
規
定
さ
れ
た
抽
象 astrazione determ

inata

）
が
、
他
方
に
、
抽

象
に
お
い
て
自
ら
の
規
定
を
求
め
る
具
体
的
な
も
の
（
傾
向
の
過

程 processo della tendenza

）
が
あ
る
。
傾
向
と
は
、
生
産
と
階
級

闘
争
が
規
定
す
る
歴
史
的
運
動
で
あ
る

）
33
（

。

　

こ
こ
で
の
「
規
定
さ
れ
た
抽
象
」
と
は
、
ガ
ル
ヴ
ァ
ノ
・
デ
ッ
ラ
・

ヴ
ォ
ル
ペ
の
用
語
に
対
応
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
『
実
証
科
学
と
し
て
の
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論
理
』
に
お
い
て
、
デ
ッ
ラ
・
ヴ
ォ
ル
ペ
は
思
弁
的
で
普
遍
的
な
抽
象

概
念
に
反
対
し
、
歴
史
的
な
現
実
に
立
脚
し
た
抽
象
と
し
て
「
規
定
さ

れ
た
抽
象astrazione determ

inata

」
の
概
念
を
示
し
て
お
り
、
こ
の

後
者
の
抽
象
こ
そ
、
厳
格
な
科
学
的
抽
象
で
あ
り
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
の

経
済
学
批
判
の
方
法
で
あ
る
と
主
張
し
た

）
34
（

。
そ
の
概
念
と
し
て
の
実
在

性
は
、
ま
さ
に
具
体
的
な
も
の
に
立
脚
す
る
の
で
あ
り
、
先
の
引
用
に

お
け
る
ネ
グ
リ
は
、
こ
の
用
語
法
を
引
き
継
い
で
い
る
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
「
規
定
さ
れ
た
抽
象
」
と
は
、
具
体
的
な
も
の
（
た
と

え
ば
国
家
、
諸
国
民
間
の
交
換
、
世
界
市
場
）
か
ら
、
抽
象
的
な
規
定
（
た

と
え
ば
労
働
、
分
業
、
欲
望
、
交
換
価
値
）
を
分
析
的
に
導
き
出
す
研
究

の
道
行
き
、
い
わ
ゆ
る
「
下
向
法
」
の
段
階
で
あ
る

）
35
（

。

　

そ
れ
で
は
他
方
の
「
傾
向
」
の
過
程
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
上
向
法
」

に
対
応
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
も
の
は
、
抽
象
的
な
概
念
に

よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
運
動
が
も
っ

て
い
る
「
傾
向
」
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
ネ
グ
リ
の
論
じ
る

「
傾
向
」
の
過
程
と
は
、
複
雑
で
具
体
的
な
も
の
の
表
象
の
、
よ
り
単

純
で
抽
象
的
な
概
念
か
ら
の
説
明
、
す
な
わ
ち
「
上
向
法
」
に
よ
る
体

系
的
叙
述
の
道
行
き
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
ネ
グ
リ
は
「
上

向
法
」
に
よ
る
叙
述
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
「
生
産
と
階
級
闘
争
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
運
動
」
の
方
向
性
、
つ
ま
り
「
傾
向
」
を

あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
働
き
を
独
特
に
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
が
「
序
説
」
に
お
い
て
説
明
し
て
い
た
経

済
学
批
判
の
方
法
を
、
ネ
グ
リ
は
独
自
の
含
み
に
お
い
て
理
解
し
つ
つ
、

こ
れ
ら
を
『
要
綱
』
の
全
編
を
貫
く
方
法
的
原
則
と
し
て
捉
え
る
。
そ

し
て
ネ
グ
リ
は
『
要
綱
』
に
比
類
な
き
重
要
性
を
認
め
て
い
る
が
、
そ

れ
は
テ
ク
ス
ト
の
「
我
々
の
諸
知
覚
を
徐
々
に
拘
束
し
て
い
き
、
つ
い

に
は
、
集
合
と
し
て
の
労
働
者
と
集
合
と
し
て
の
資
本
家
と
の
敵
対
的

関
係
と
い
う
決
定
的
な
契
機
を
把
握
さ
せ
る

）
36
（

」
働
き
に
お
い
て
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
彼
が
指
摘
す
る
テ
ク
ス
ト
の
直
接
的
な
政
治
性
は
、
先
の

方
法
的
原
則
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ネ
グ
リ
の
理
解
で
は
、『
要
綱
』

に
お
け
る
剰
余
価
値
の
分
析
は
「
敵
対
的
傾
向
と
い
う
方
法
」
に
従
う

）
37
（

。

つ
ま
り
資
本
家
と
労
働
者
と
の
「
差
異
」
の
分
析
は
、
資
本
家
が
掠
め

取
る
剰
余
労
働
に
よ
る
、
労
働
者
の
分
け
前
た
る
必
要
労
働
へ
の
圧
迫

と
い
う
、
二
つ
の
集
団
の
間
の
敵
対
的
関
係
を
導
き
出
し
、
そ
の
関
係

の
極
限
、
「
危
機
＝

恐
慌 crisi

」
へ
と
至
る
展
開
を
「
傾
向
」
と
し
て

提
示
す
る
。
そ
し
て
敵
対
的
な
「
傾
向
」
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
の
効
果

こ
そ
が
、
ネ
グ
リ
に
と
っ
て
の
『
要
綱
』
の
重
要
性
の
核
心
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
要
綱
』
に
お
い
て
は
、
「
剰
余
価
値
の
量
的
定
義
と
労
働
日

の
二
つ
の
部
分
（
必
要
労
働
と
剰
余
労
働
）
へ
の
分
割
が
純
粋
な
学
説
的

要
素
で
は
な
く
、
労
働
者
の
闘
争
に
お
け
る
武
器
と
し
て
現
れ
る
よ
う

に
、
万
事
は
あ
ら
か
じ
め
配
置
さ
れ
て
い
る

）
38
（

」
の
で
あ
り
、
そ
の
武
器

の
効
果
と
は
、
「
闘
争
の
主
体
性
と
し
て
階
級
を
形
成
す
る

）
39
（

」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ネ
グ
リ
に
よ
る
『
要
綱
』
の
読
解
に
お
い
て
、

そ
こ
で
読
み
出
さ
れ
て
い
る
敵
対
的
な
「
傾
向
」
は
、
人
々
を
闘
争
の
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主
体
性
へ
と
導
く
、
す
な
わ
ち
階
級
と
し
て
主
体
化
す
る
た
め
の
梃
子

と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。

　

で
は
『
〈
帝
国
〉
』
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
る
の

は
、
以
上
に
検
討
し
て
き
た
「
傾
向
」
論
が
、
そ
れ
か
ら
二
〇
年
を
経

て
『
〈
帝
国
〉
』
で
展
開
さ
れ
た
、
さ
さ
や
か
だ
が
大
き
な
意
味
を
も
つ

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
対
す
る
批
判
を
論
理
的
に
導
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
よ
る
社
会

体
の
「
絶
え
間
な
い
運
動
と
絶
対
的
な
流
れ
へ
と
向
か
う
諸
傾
向
」
の

提
示
、
そ
う
し
た
存
在
論
が
無
力
さ
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
お
い
て
彼
ら
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
が
も
つ
主
体
化
の
機
能
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
社
会
的
再
生
産
の
生
産
性
（
創
造
的

な
生
産
、
諸
々
の
価
値
の
生
産
、
社
会
的
諸
関
係
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
動

や
生
成
変
化
）
を
発
見
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
彼
ら
は
た

ん
に
そ
う
し
た
生
産
性
を
、
カ
オ
ス
的
で
不
確
定indeterm

inate

な
地
平
と
し
て
、
そ
の
場
限
り
の
皮
相
な
仕
方
で
分
節
化
す
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
の
だ

）
40
（

。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
分
析
が
示
し
た
、
社
会
体
の
歴
史
的
運
動

に
つ
い
て
の
「
傾
向
」
は
、
「
社
会
的
再
生
産
の
生
産
性
」
、
す
な
わ
ち

社
会
的
な
も
の
の
革
命
的
切
断
に
向
か
う
潜
勢
力
を
認
め
つ
つ
、
あ
く

ま
で
そ
れ
を
不
確
定
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
留
ま
る
。
し
か
し
七
八

年
の
講
義
に
お
い
て
、
ネ
グ
リ
が
そ
の
主
体
化
の
機
能
に
よ
っ
て
称
揚

し
た
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ
が
示
し
た
歴
史
的
運
動
の
「
傾
向
」

は
、
「
生
産
と
階
級
闘
争
が
規
定
す
る determ

inano

歴
史
的
運
動
」

で
あ
り
、
決
し
て
不
確
定indeterm

inate

な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

つ
ま
り
本
節
冒
頭
に
示
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
へ
の
批
判
は
、
彼

ら
が
規
定
さ
れ
ざ
る
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
の
「
傾
向
」
を
観
照
す
る

ば
か
り
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
歴
史
的
条
件
と
し
て
の
資
本
主
義
の

分
析
を
欠
く
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
歴
史
的
な
も

の
で
あ
る
具
体
的
な
欲
望
、
ま
た
そ
れ
を
表
現
す
る
「
主
体
的
な
命
題
」

を
示
し
え
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
講
義
の
ネ
グ
リ
は
、『
要
綱
』

の
執
筆
プ
ラ
ン
に
現
わ
れ
つ
つ
も
書
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
賃
金

に
関
す
る
章
」
の
あ
り
う
べ
き
内
容
を
論
じ
、
そ
こ
で
は
「
欲
求
の
、

享
楽
の
、
闘
争
の
、
そ
し
て
必
要
労
働
の
レ
ベ
ル
」
が
扱
わ
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
労
働
者
階
級
が
何
を
望
み
う
る
か
、

そ
う
し
た
具
体
的
な
欲
望
を
表
現
す
る
「
主
体
的
な
命
題
」
が
、
そ
こ

で
は
必
然
的
に
展
開
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
ネ
グ
リ
の
見

立
て
で
あ
る
。
こ
の
読
解
の
文
献
学
的
な
正
当
性
は
措
く
と
し
て
、
こ

の
よ
う
に
し
て
彼
が
テ
ク
ス
ト
に
与
え
る
役
割
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ

は
圧
迫
を
強
め
る
資
本
の
「
傾
向
」
と
、
被
抑
圧
者
の
欲
望
を
表
現
す

る
「
主
体
的
な
命
題
」
と
の
対
峙
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
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て
両
者
の
敵
対
的
関
係
を
現
実
に
お
い
て
主
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
七
八
年
講
義
の
ネ
グ
リ
と
、
ハ
ー
ト
と
の
共
著
で
あ
る
『
〈
帝
国
〉
』

の
議
論
と
を
連
続
性
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
本
節
冒
頭
の
引
用
に
お

け
る
「
哲
学
と
は
、
主
体
的
な
命
題
、
欲
望
で
あ
る
」
と
い
う
宣
言
の

意
味
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
闘
争
の
実
践
の
な
か
、
哲
学
は
階
級
を

主
体
化
す
る
任
務
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
闘
争
の
主
体
性

に
と
っ
て
の
欲
望
を
表
現
す
る
命
題
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。三　

結
論
、階
級
と
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド

　

本
稿
第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
い
て
前

提
さ
れ
て
い
る
抵
抗
の
概
念
は
、
確
か
に
自
然
発
生
性
と
言
っ
て
よ
い

特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
ガ
タ
リ
の
用
語
に
倣
え
ば
「
主
体
性
の
生
産
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
抵
抗
は
、
支
配
に
先
立
つ
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
第
二
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
ネ
グ
リ
と
ハ
ー

ト
は
抵
抗
の
実
践
に
お
け
る
理
論
的
な
も
の
の
重
要
性
を
認
識
し
て
お

り
、
哲
学
に
「
闘
争
の
主
体
性
」
と
し
て
の
階
級
の
形
成
、
す
な
わ
ち

階
級
を
主
体
化
す
る
言
説
と
し
て
の
機
能
を
負
わ
せ
て
い
る
。
で
は
抵

抗
の
自
然
発
生
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
哲
学

は
そ
こ
に
介
入
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
ら
の
理
論
に
お
い
て

構
想
さ
れ
て
い
る
新
し
い
階
級
概
念
、
す
な
わ
ち
闘
争
の
主
体
性
と
し

て
の
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
性
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

で
は
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
の
哲
学
に
お
け
る
中
心
概
念
と
も
い
え
る
、

マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
と
は
何
か
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
簡
潔
な
定

式
化
は
『
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
』
の
第
二
部
冒
頭
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
の
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
と
い
う
概
念
が
階
級

概
念
の
再
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
論
と
伝
統

的
な
階
級
理
論
と
の
連
続
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

か
つ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
階
級
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
済
的
な
差
異
に
特
徴

づ
け
ら
れ
た
階
級
、
す
な
わ
ち
資
本
家
階
級
／
労
働
者
階
級
へ
と
収
斂

し
て
ゆ
く
こ
と
を
提
示
し
て
み
せ
た

）
41
（

。
こ
の
よ
う
に
経
済
的
な
差
異
、

す
な
わ
ち
生
産
的
財
産
を
所
有
す
る
者
／
し
な
い
者
と
の
差
異
は
、
マ

ル
ク
ス
に
お
い
て
特
権
的
な
重
要
性
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
が
、

ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
変
更
を
加
え
る
。
も
ち

ろ
ん
『
要
綱
』
講
義
の
ネ
グ
リ
に
お
い
て
は
、
そ
の
形
成
が
待
望
さ
れ

て
い
た
「
闘
争
の
主
体
性
」
と
し
て
の
階
級
は
、
あ
く
ま
で
マ
ル
ク
ス

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
忠
実
な
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
対
自
的
階
級
」

で
あ
り
、
い
ま
だ
経
済
的
差
異
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
集
合
で

あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
〈
帝
国
〉
』
と
、
そ
れ
に
続
く

議
論
は
、
経
済
的
差
異
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
一
つ
の
強
力
な
分

裂
と
二
極
化
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
な
い
し
伝
統
的
マ

ル
ク
ス
主
義
の
主
張
を
認
め
つ
つ
も
、
人
種
・
民
族
性
・
地
理
的
配
置
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
諸
要
因
が
、
経
済
的
差
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異
と
同
様
に
階
級
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
階
級
が
経
済
的
階
級

へ
と
収
斂
す
る
傾
向
に
た
い
し
、
階
級
が
そ
う
し
た
諸
要
因
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
た
無
数
の
階
級
へ
と
拡
散
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
反
マ
ル

ク
ス
的
な
い
し
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
主
張
も
ま
た
認
め
て
い
る

）
42
（

。
つ

ま
り
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
い
て
、
階
級
の
構
成
は
諸
要
因
に
よ
っ
て

重
層
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
経
済
的
な

差
異
は
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
最
終
審
級
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
経
済
的
審
級
の
特
権
性
を
剥
奪
し
た
う
え
で
、
彼
ら
は

そ
う
し
た
政
治
的
集
団
性
が
生
み
だ
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
客
観
主
義
的
な
説
明
か
ら
の
転
換
を
試
み
る
。

彼
ら
は
人
種
に
も
と
づ
い
た
集
団
性
の
生
起
を
例
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

な
か
に
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
生
み
だ
す
と
述
べ
た

ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
、
人
種
は
人
種
に
対
す

る
抑
圧
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
と
主
張
す
る
者
も
あ
る
。
だ
が
こ

の
論
理
を
も
う
一
歩
進
め
る
べ
き
だ
―
―
人
種
は
人
種
的
抑
圧
に

対
す
る
集
団
的
抵
抗
を
通
じ
て
立
ち
現
れ
る
の
だ
、
と
。
同
様
に

経
済
的
階
級
も
、
集
団
的
な
抵
抗
活
動
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る

）
43
（

。

　

彼
ら
は
、
か
つ
て
サ
ル
ト
ル
が
『
ユ
ダ
ヤ
人
』
に
お
い
て
示
し
た
、

人
種
主
義
に
よ
る
人
種
の
創
出
と
い
う
い
ま
や
通
俗
化
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
を
反
転
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
始
め
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ

人
へ
の
抑
圧
に
よ
っ
て
、
抑
圧
の
根
拠
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
性

が
与
え
ら
れ
て
ゆ
く
と
論
じ
た

）
44
（

。
彼
の
論
考
も
ま
た
、
近
代
以
前
の
論

理
を
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
性
が
先
行
し
、
そ
の
の
ち
に
反
ユ
ダ
ヤ
主
義

が
起
こ
る
と
い
う
論
理
を
反
転
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ネ
グ
リ

と
ハ
ー
ト
が
「
人
種
は
人
種
的
抑
圧
に
対
す
る
集
団
的
抵
抗
を
通
じ
て

立
ち
現
れ
る
」
と
主
張
す
る
と
き
、
サ
ル
ト
ル
の
主
張
す
る
、
人
種
主

義
的
抑
圧
が
人
種
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
権
力
優
勢
の
図
式
は
さ
ら
な

る
反
転
を
加
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
サ
ル
ト
ル
は
人
種
の
政
治
的
な
構
築

プ
ロ
セ
ス
を
、
権
力
の
側
の
ワ
ン
サ
イ
ド
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
み
理
解
し
、

い
ま
だ
人
種
を
、
た
だ
抑
圧
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
に
お
い
て
人
種
集
団
は
、
む
し
ろ
抵
抗
―

抑

圧
の
相
互
的
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
構
築
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
本
稿
第
一
節
で
検
討
さ
れ
た
、
彼
ら
に
お
け

る
抵
抗
の
概
念
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
再
度
述
べ
る
な
ら
ば
、
ネ
グ

リ
と
ハ
ー
ト
に
お
い
て
抵
抗
と
は
、
抑
圧
、
権
力
に
応
答
す
る
の
で
は

な
い
自
律
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
に
よ
る
サ
ル
ト
ル
の

図
式
の
再
反
転
は
、
経
験
的
な
差
異
（
肌
や
毛
髪
の
色
、
血
な
ど
）
に
基

づ
い
た
人
種
観
に
対
す
る
批
判
、
す
な
わ
ち
本
質
主
義
的
な
人
種
観
へ

の
批
判
を
サ
ル
ト
ル
か
ら
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
さ
ら
に
抵
抗
そ
の
も
の
に
、

彼
ら
自
身
を
政
治
的
に
構
成
す
る
力
能
が
見
出
さ
れ
る
と
主
張
す
る
も

の
で
あ
る

）
45
（

。



社会思想史研究　No. 42　2018

　●　90

　

先
述
の
よ
う
に
、
経
験
的
な
諸
差
異
は
、
政
治
的
集
合
性
を
、
収
斂

と
拡
散
と
の
相
反
す
る
方
向
へ
と
導
く
。
し
た
が
っ
て
ネ
グ
リ
と
ハ
ー

ト
の
階
級
理
論
は
、
も
は
や
諸
階
級
の
自
然
な
収
斂
、
あ
る
い
は
拡
散

と
い
っ
た
客
観
的
法
則
性
を
見
出
だ
す
こ
と
に
は
満
足
し
な
い
。
彼
ら

は
、
諸
階
級
が
そ
の
よ
う
な
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
階
級
が
客
観
的
な
要
素
を
乗
り
越
え
、
横
断
的

な
主
体
性
と
し
て
自
ら
を
構
成
す
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
関
心
を
寄
せ
る
。
こ
う
し

た
政
治
的
集
団
性
の
概
念
は
、
も
は
や
従
来
の
客
観
的
要
素
を
中
心
と

す
る
階
級
理
論
、
す
な
わ
ち
既
成
の
諸
条
件
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ

る
階
級
か
ら
大
き
く
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
と
は
、
す

な
わ
ち
客
観
主
義
的
な
階
級
理
論
と
の
切
断
を
特
徴
と
す
る
、
階
級
概

念
の
再
解
釈
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
概
念
を
捉
え
た
な
ら
ば
、
次
の
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
抵
抗
は
自
然
発
生
的
だ
が
、
マ
ル
チ

チ
ュ
ー
ド
は
自
然
発
生
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
チ

チ
ュ
ー
ド
の
自
己
形
成
、
そ
の
主
体
化
は
、
「
主
体
的
な
命
題
、
欲
望
、

実
践
」
と
し
て
の
哲
学
を
、
そ
の
梃
子
と
し
て
要
請
す
る
。
こ
う
し
た

必
要
か
ら
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
来
た
る
べ
き
階
級
＝

マ
ル
チ
チ
ュ
ー

ド
の
闘
争
に
向
け
、
哲
学
的
な
書
物
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
階
級
闘
争
に
お
い
て
哲
学
が
占
め
る
べ
き
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に

し
て
本
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
す
る
が
、
主
と
し
て
『
〈
帝
国
〉
』
以
降
の
共

著
の
分
析
、
と
り
わ
け
抵
抗
と
い
う
視
点
に
限
定
し
た
本
研
究
は
、
八

〇
年
代
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
か
ら
、
九
〇
年
代
の
構
成
す
る
権
力
＝

憲
法
制

定
権
力potere costituente

を
め
ぐ
る
議
論
に
至
っ
て
成
熟
し
た
、
ネ

グ
リ
の
権
力
論
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
政
治
哲
学
と

し
て
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
課
題
を
明
ら
か

に
し
た
と
こ
ろ
で
、
筆
を
擱
く
こ
と
と
し
た
い
。

 

（
い
い
む
ら
・
よ
し
ゆ
き
／
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
研
究
）

注（
1
） 

ネ
グ
リ
に
よ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
、
ネ
グ
リ
の
発
言
よ

り
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（
聞
き
手
＝
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
）
「
管
理
と

生
成
変
化
」
『
記
号
と
事
件
―
―1972-1990

年
の
対
話 

改
訂
版
新
装
』
宮

林
寛
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年
、
二
八
七
頁
。

（
2
） 

ハ
ー
ト
が
論
じ
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
著
作
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
、
規

律
社
会
か
ら
管
理
社
会
へ
の
移
行
を
明
示
し
た
箇
所
そ
の
も
の
を
見
つ
け
る

の
は
難
し
い
。
ハ
ー
ト
に
従
い
、
こ
の
移
行
の
定
式
化
は
、
フ
ー
コ
ー
の
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
曖
昧
に
示
唆
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ

て
明
確
に
さ
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。H

ardt, M
ichael, “Th

e 
global society of control, ” D

iscourse Vol. 20, N
o. 3, 1998, p. 139. 

邦
訳

「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
管
理
社
会
」
『
思
想
』
第
九
一
四
号
、
水
嶋
一
憲
訳
、
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
〇
―
三
一
頁
。

（
3
） H

ardt, M
ichael and A

ntonio N
egri, C

om
m

onw
ealth, H

arvard 
U

niversity Press, 2009, p. 110. 

邦
訳
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（
上
）〈
帝
国
〉

を
超
え
る
革
命
論
』
水
嶋
一
憲
監
訳
、
幾
島
幸
子
・
古
賀
祥
子
訳
、
N 

H 

K

ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
二
年
、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。

（
4
） Ibid., p. 166. 

邦
訳
（
上
）
二
六
四
頁
。

（
5
） Ibid., p. 56. 

邦
訳
（
上
）
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
。
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（
6
） 

た
と
え
ば
次
の
箇
所
な
ど
。
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・

ネ
グ
リ
『
自
由
の
新
た
な
空
間
』
杉
村
昌
昭
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

〇
七
年
、
三
七
頁
。

（
7
） 
ガ
タ
リ
と
イ
タ
リ
ア
・
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ア
運
動
と
が
出
会
う
時
期
の
伝
記
的

事
実
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。
櫻
田
和
也
「
ふ
た
つ
の
分
子
革
命

―
―
あ
る
い
は
地
球
計
画
か
ら
惑
星
の
思
考
へ
」『
現
代
思
想
』
四
一
巻
八
号
、

青
土
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
八
四
―
一
九
七
頁
。

（
8
） 

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
分
子
革
命
―
―
欲
望
社
会
の
ミ
ク
ロ
分
析
』

杉
村
昌
昭
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
八
年
、
一
一
一
頁
。

（
9
） 

粉
川
哲
夫
『
こ
れ
が
「
自
由
ラ
ジ
オ
」
だ
』
晶
文
社
、
一
九
八
三
年
。

（
10
） 

「
資
本
主
義
の
秩
序
は
諸
個
人
に
ひ
と
つ
の
交
換
シ
ス
テ
ム
、
一
般
的
翻

訳
の
可
能
な
価
値
体
系
に
適
合
す
る
生
し
か
許
容
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
手

前
の
と
こ
ろ
で
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
欲
望
で
も
非
社
会
的
で
危
険
で
罪
深

い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
て
が
し
く
ま
れ
て
い
る
」
。
フ
ェ
リ
ッ

ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
分
子
革
命
―
―
欲
望
社
会
の
ミ
ク
ロ
分
析
』
杉
村
昌
昭
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
八
年
、
六
五
頁
。

（
11
） 

「
抵
抗
が
ま
ず
最
初
に
来
ま
す
し
、
そ
れ
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
全
て
の
力

に
優
っ
て
い
ま
す
」
。Foucault, M

ichel, “une interview
: sexe, pouvoir et 

la politique de l ’identité, ” D
its et écrits 1954-1988, tom

e IV 1980-1988, 
Éditions G

allim
ard, 1994, p. 741. 

邦
訳
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
イ

ン
タ
ヴ
ュ
ー
―
―
性
、
権
力
、
同
一
性
の
政
治
」
西
兼
志
訳
、
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
二
年
、
二
六
二
頁
。

（
12
） 

と
り
わ
け
フ
ー
コ
ー
と
イ
タ
リ
ア
の
オ
ペ
ラ
イ
ズ
モ
の
間
に
あ
る
理
論
的

親
近
性
、
つ
ま
り
権
力
論
に
お
け
る
転
回
が
お
よ
そ
同
時
代
の
著
者
た
ち
に

よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ネ
グ
リ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い

て
語
っ
て
お
り
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
貢
献
の
大
き
さ
と
と
も
に
、
労
働
者
主

義
の
理
論
的
先
駆
性
も
ま
た
強
調
し
て
い
る
。
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
（
聞

き
手
＝
中
村
勝
己
）
「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
現
在
―
―
原
子
力
国
家
・
反
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
力
の
契
機
」
『
現
代
思
想
』
四
一
巻
九
号
、
中
村
勝
己
訳
、

二
〇
一
三
年
、
四
三
―
四
五
頁
。

（
13
） Tronti, M

ario, O
perai e C

apitale, 2006, D
eriveApprodi. p. 237.

（
14
） M

arcuse, H
erbert, O

ne-dim
ensional m

an: Studies in the ideology of 

advanced industrial society, Routledge, 2006. 

邦
訳
『
一
次
元
的
人
間
―
―

先
進
産
業
社
会
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
研
究
』
生
松
敬
三
・
三
沢
謙
一

訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
〇
年
。
ま
た
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、

テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
徳
永
恂
訳
、
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
七
年
。

（
15
） 

『
〈
帝
国
〉
』
に
お
け
る
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
は
、
支
配
に
先
立
つ
抵
抗
、
そ

れ
を
追
い
か
け
る
資
本
に
よ
る
再
領
土
化
と
い
う
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
ネ
グ

リ
自
身
に
よ
る
こ
の
論
考
の
参
照
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ト
ロ
ン

テ
ィ
の
理
論
が
階
級
闘
争
の
た
め
に
は
不
完
全
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
つ

つ
も
、
権
力
関
係
の
歴
史
性
を
客
観
的
に
説
明
す
る
理
論
と
し
て
は
、
ト
ロ

ン
テ
ィ
か
ら
の
影
響
は
大
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。Negri, Antonio, “M

arx 
on C

ycle and C
risis, ” Revolution Retrieved: Selected W

ritings on M
arx, 

Keynes, C
apitalist C

risis &
 N

ew
 Social Subjects 1967-83, Red N

otes, 1988, 
pp. 24-45.

（
16
） 

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
先
立
ち
、
そ
れ
を
予
示
し
て
い
た
諸
々
の

闘
争
は
、
生
き
た
労
働
の
力
の
諸
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
生
き
た
労
働
の
力
は
、
領
土
化
を
推
進
す
る
厳
格
な
体
制
に
よ
る
押
し

つ
け
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
」
。H

ardt, M
ichael and 

Antonio N
egri, Em

pire, H
arvard U

niversity Press, 2001. p. 52. 

邦

訳

『
〈
帝
国
〉
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
世
界
秩
序
と
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
可
能
性
』

市
田
良
彦
監
訳
、
水
嶋
一
憲
・
酒
井
隆
史
・
浜
邦
彦
・
吉
田
俊
実
訳
、
以
文

社
、
二
〇
〇
三
年
、
七
七
頁
。

（
17
） Ibid., p. 73. 

邦
訳
七
三
頁
。
本
稿
の
論
述
に
合
わ
せ
て
、
訳
文
は
一
部
改

変
。
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（
18
） 

マ
ル
ク
ス
主
義
の
前
史
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。Jay, M

artin, 
M

arxism
 and totality: the adventures of a concept from

 Lukács to H
aberm

as, 
U

niversity of C
alifornia Press, 1984. 

邦
訳
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
全
体
性　

ル
カ
ー
チ
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
へ
の
概
念
の
冒
険
』
荒
川
幾
男
ほ
か
訳
、
国

文
社
、
一
九
九
三
年
。
と
り
わ
けp. 64. 

邦
訳
八
七
―
八
八
頁
。

（
19
） 

「
哲
学
者
た
ち
は
、
世
界
を
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
大
切

な
こ
と
は
し
か
し
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
」
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス

「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
」
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』
松

村
一
人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
九
〇
頁
。

（
20
） Jay, M

artin, M
arxism

 and totality: the adventures of a concept from
 Lukács 

to H
aberm

as, U
niversity of C

alifornia Press, 1984. p. 64. 

邦
訳
八
八
頁
。

（
21
） Ibid., p. 64. 

邦
訳
八
八
頁
。
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） A

lthusser, Louis. (trans. Ben Brew
ster). “Transform
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philosophy. ” Philosophy and the spontaneous philosophy of the scientists &
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Press, 2007. p. 29.
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28
） 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
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ド
ス
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よ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
評
伝
に
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
講
義
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
ネ
グ
リ
の
発
言
が

引
か
れ
て
い
る
。「
私
は
こ
の
講
義
を
き
っ
か
け
に
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
に
な
っ

た
」
。D

osse, François, G
illes D

eleuze et Félix G
uattari: biographie croisée, 

D
écouverte, 2007, p. 353. 

邦
訳
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ 

交
差
的
評
伝
』

杉
村
昌
昭
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
〇
九
頁
。

（
29
） H

ardt, M
ichael and A

ntonio N
egri, Em

pire. H
arvard U

niversity 
Press, 2001, p. 28. 

邦
訳
四
七
頁
。
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
30
） 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
お
け
る
「
機
械
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
次
の
も

の
を
参
考
に
し
た
。
佐
藤
嘉
幸
「
ガ
タ
リ
＝

ド
ゥ
ル
ー
ズ
―
―
『
ア
ン
チ
・

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
草
稿
』
に
お
け
る
分
裂
分
析
と
新
た
な
主
体
性
の
生
産
」『I. 

R
. S.-

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
研
究
』
第
一
五
号
、
日
本
ラ
カ
ン
協
会
、
二
〇

一
七
年
、
二
―
二
四
頁
。

（
31
） 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ

プ
ス
（
上
）
』
宇
野
邦
一
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
頁
。

（
32
） 

「
欲
望
す
る
諸
機
械
は
、
た
え
ず
自
分
の
調
子
を
狂
わ
せ
な
が
ら
、
変
調

の
状
態
に
お
い
て
し
か
作
動
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
前
掲
書
、
二
六

―
二
七
頁
。

（
33
） N

egri, Antonio, M
arx oltre M

arx, Feltrinelli, 1979, p. 59. 

邦
訳
『
マ

ル
ク
ス
を
超
え
る
マ
ル
ク
ス
―
―
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
研
究
』
清
水
和
巳
・

小
倉
利
丸
・
大
町
慎
浩
・
香
内
力
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
〇
頁
。

（
34
） D

ella Volpe, G
alvano, “Logica com

e scienza positiva, ” O
pere vol. IV, 

Editori R
iuniti, 1973, pp. 281-532.

（
35
） 

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
武
田
隆
夫
ほ
か
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
六
年
、
三
一
一
―
三
一
四
頁
。

（
36
） N

egri, Antonio, M
arx oltre M

arx, Feltrinelli, 1979, p. 16. 

邦
訳
三
五
頁
。

（
37
） 

「
敵
対
的
傾
向
と
い
う
方
法
」
は
、
『
要
綱
』
講
義
に
お
け
る
第
三
講
義
の

表
題
で
あ
る
。

（
38
） N

egri, Antonio, M
arx oltre M

arx, Feltrinelli, 1979, p. 138. 

邦
訳
一
五

五
頁
。

（
39
） Ibid., p. 29. 

邦
訳
四
一
頁
。

（
40
） H

ardt, M
ichael and A

ntonio N
egri, Em

pire, H
arvard U

niversity 
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Press, 2001. p. 28. 

邦
訳
四
七
頁
。

（
41
） 

例
え
ば
「
資
本
主
義
的
蓄
積
の
歴
史
的
傾
向
」
と
題
さ
れ
た
、
『
資
本
論
』

第
一
巻
の
第
二
四
章
第
七
節
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
（
三
）
』
向

坂
逸
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
四
一
二
―
四
一
七
頁
。

（
42
） H

ardt, M
ichael and Antonio N

egri, M
ultitude: W

ar and dem
ocracy in 

the age of em
pire, Penguin, 2005, p. 103. 

邦
訳
『
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
（
上
）

〈
帝
国
〉
時
代
の
戦
争
と
民
主
主
義
』
市
田
良
彦
・
水
嶋
一
憲
監
訳
、
幾
島

幸
子
訳
、
N 
H 
K
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
七
―
一
七
八
頁
。

（
43
） Ibid., p. 104. 
邦
訳
一
七
八
頁
。

（
44
） 

「
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
に
拡
が
っ
て
い
る
見
解
と
は
逆
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

性
格
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
惹
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
作
り
上
げ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
」
。

ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
『
ユ
ダ
ヤ
人
』
安
堂
信
也
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
六
年
、
一
七
七
頁
。

（
45
） 

こ
の
論
点
は
『
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
』
に
引
き
継
が
れ
、
議
論
は
経
験
的
な

差
異
や
、
抑
圧
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
解
放

em
ancipation

」
を
め
ぐ
る
闘
争
の
限
界
の
指
摘
へ
と
進
む
。
さ
ら
に
フ
ラ

ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
ら
を
参
照
し
つ
つ
ネ
グ
リ
と
ハ
ー
ト
が
称
揚
す
る
の
は
、

脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
と
向
か
う
闘
争
の
、
横
断
的
な
闘
争
と
し
て
の
自

己
形
成
の
可
能
性
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
自
由
へ
の
生
成 liberation
」
と
い

う
概
念
で
こ
う
し
た
闘
争
を
名
指
し
て
い
る
。H

ardt, M
ichael and 

A
ntonio N

egri, C
om

m
onw

ealth, H
arvard U

niversity Press, 2009, pp. 
325-340. 

邦
訳
（
下
）
一
九
四
―
二
一
八
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
、
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー

ド
、
〈
帝
国
〉
、
『
マ
ル
ク
ス
を
超
え
る
マ
ル
ク
ス
』
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は
じ
め
に

）
1
（

　

「
偉マ

ハ

ー

ト

マ

ー

大
な
魂
」
の
尊
称
で
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
建
国
の
父
、
モ
ー
ハ
ン

ダ
ー
ス
・
K
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
（
一
八
六
九
―
一
九
四
八
年
）
に
関
す
る

聖ハ
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル

人
伝
的
解
釈
は
現
在
様
々
な
点
か
ら
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る

）
2
（

。
そ
の

中
で
も
最
も
論
議
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
が
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
一
九

〇
六
年
七
月
下
旬
か
ら
開
始
し
、
そ
の
後
生
涯
に
亘
っ
て
継
続
し
た
性

的
な
自
己
統
制
の
実
験
で
あ
る
「
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
（brahm

acary

）
3
（a

）
」

で
あ
る
。
通
常
、
性
的
禁
欲
の
戒
律
を
意
味
す
る
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ

と
異
な
り
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
自
身
の
思
想
を
、
杓
子
定
規
の
禁
欲
を

強
要
す
る
「
正
統
派
」
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
と
は
異
な
る
「
心
の
状

態
（m

ānsik sthiti

）
」
に
応
じ
た
「
生
殖
器
官
の
統
制
（jannendriya 

saṃ
yam

）
」
で
あ
る
と
定
義
し
た
（H

JB

紙
一
九
四
七
年
六
月
二
十
二
日
号
）
。

最
も
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
晩
年
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
ブ
ラ
フ

マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
の
名
の
下
に
行
っ
た
側
近
女
性
た
ち
と
の
裸
の
同

衾
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

）
4
（

。
複
雑
な
政
治
的
・
社
会
的
事
情
か
ら
も
、

ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
に
関
す
る
研
究
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
没

し
て
か
ら
半
世
紀
を
経
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
至
る
ま
で
自
由
に
出

版
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
十
数
年
の

間
に
、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
に
つ
い
て
論
じ
た
幾
つ
か
の
研
究

書
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る

）
5
（

。

〈
公
募
論
文
〉

非
暴
力
と
乳
汁

【
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
お
け
る
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
】

間 

永
次
郎
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こ
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
と
い
う
研
究
領
域
の
発
展
は
、「
サ
ッ
テ
ィ

ヤ
ー
グ
ラ
ハ
（satyāgrah

）
6
（a

）
」
や
「
非
暴
力
（ahiṃ

sā, nonviolenc

）
7
（e

）
」
と
い
っ

た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
重
要
概
念
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
を
少
な
か
ら
ず

変
え
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
医
療
人
類
学
者
の
ジ
ョ
セ
フ
・
オ
ル
タ
ー

は
、
一
九
〇
六
年
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
誓
い
が

交
わ
さ
れ
た
直
後
に
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
が
開
始
さ
れ
た
と
い

う
事
実
を
指
摘
し
、
私
的
宗
教
実
験
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
と
公

的
政
治
実
践
で
あ
る
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
の
関
係
が
「
決ク

リ
テ
ィ
カ
ル

定
的
」

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た

）
8
（

。
ま
た
、
間
は
、
イ
ン
ド
で
展
開
し
た
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
の
非
暴
力
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
発
展
が
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー

の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
に
見
出
さ
れ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
認

識
の
変
化
と
連
動
的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た

）
9
（

。
宗
教
学
者
の

ヴ
ィ
ー
ナ
・
ハ
ワ
ー
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
公
的
政
治

参
加
と
私
的
な
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
と
を
接
合
す
る
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
独
自
の
宗
教
政
治
の
枠
組
み
を
「
禁
欲
的
行
動
主
義
（ascetic 

activism

）
」
と
名
付
け
て
い
る

）
10
（

。
近
年
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
研
究
は
、

こ
れ
ま
で
専
ら
政
治
学
的
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
行
動
に
、
「
身
体
」
、
「

性

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ」

、
「

霊

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

性

」
と

い
っ
た
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
て

い
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
研
究
に

は
未
開
拓
な
領
域
が
多
い
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
南

ア
フ
リ
カ
滞
在
期
（
一
八
九
三
―
一
九
一
四
年
）
に
お
け
る
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ

リ
ヤ
の
実
験
で
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
ま
で
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
研
究
の
多
く

は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
南
ア
フ
リ
カ
か
ら
イ
ン
ド
に
帰
国
し
て
以
降
の
独

立
運
動
期
（
一
九
二
〇
―
一
九
四
七
年
）
、
特
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
晩
年

の
時
期
（
一
九
四
四
―
一
九
四
八
年
）
に
議
論
が
集
中
し
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
先
に
述
べ
た
オ
ル
タ
ー
の
研
究
は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
南
ア

フ
リ
カ
滞
在
期
に
お
け
る
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
と
サ
ッ
テ
ィ

ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
と
の
「
決
定
的
」
な
繫
が
り
を
指
摘
し
た
が
、
具
体

的
に
前
者
が
い
か
な
る
内
容
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
者
に
い
か
な

る
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
内
在
的
な
思
想
分
析
に

ま
で
は
至
っ
て
い
な
い

）
12
（

。

　

本
稿
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
お
け
る
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ

闘
争
（
一
九
〇
六
―
一
九
一
四
年
）
と
同
時
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
を
、
そ
の
実
験
の
「
主
要
な

（m
ukhya

）
」
（AK: 344

）
参
加
者
で
あ
っ
た
ヘ
ル
マ
ン
・
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ

（H
erm

ann K
allenbach: 

一
八
七
一
―
一
九
四
五
年
）
と
い
う
人
物
と
の
交

流
に
着
目
し
な
が
ら
探
究
し
て
い
く
。
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
は
、
一
八
九

六
年
に
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
に
移
住
し
て
き
た
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ

り
、
石
工
・
大
工
・
建
築
家
の
資
格
を
持
つ
裕
福
な
白
人
エ
リ
ー
ト
で

あ
っ
た
（H

K: 10-11

）
。
も
と
も
と
奢
侈
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、

一
九
〇
三
年
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
出
会
っ
た
こ
と
を
機
に
、
生
活
を
一

転
さ
せ
、
タ
バ
コ
・
ア
ル
コ
ー
ル
・
セ
ッ
ク
ス
を
放
棄
し
て
質
素
な
生
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活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
（AK: 352-353; H

K: 15-17; G
K: 2-6

）
。
一
九

〇
七
年
以
降
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
の
最

も
身
近
な
協
力
者
の
一
人
と
な
っ
た
（H

K: 12; AK: 352-354; D
ASI: 

279-296
）
。

　

南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
行
わ
れ
て
い
た
ブ
ラ
フ
マ

チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
、
同
時
並
行
し
て

行
わ
れ
て
い
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
や
、
後

に
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
非ア

ヒ
ン
サ
ー

暴
力
思
想
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る

上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
、
非
暴
力
思
想
を
サ
ッ

テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
と
関
連
付
け
て
提
唱
し
始
め
る
の
は
、
一
九
一

五
年
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
イ
ン
ド
に
帰
国
し
て
以
降
の
時
期
で
あ
る

）
13
（

。

と
は
い
え
、
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
す
で
に
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
・
仏
教
で
説
か
れ
る
非
暴
力
思
想
を
様
々
な

文
献
や
人
物
と
の
交
流
を
通
し
て
学
ん
で
い
た
。
は
っ
き
り
と
言
語
的

に
分
節
化
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー

が
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
の
時
点
で
非
暴
力
思
想
に
対
す
る
不
動
の
信
念

を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
本
稿
で
は
非
暴
力
の
語
が

サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
と
関
連
付
け
て
語
ら
れ
る
以
前
の
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
の
非
暴
力
的0

発
想
を
、
便
宜
的
に
「
原

プ
ロ
ト
・
ノ
ン
ヴ
ァ
イ
オ
レ
ン
ス

非

暴

力
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
、
こ
の
原
非
暴
力
と
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ

リ
ヤ
の
実
験
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

乳
汁
放
棄
の
誓
い

1　

D
A

S
I

の
記
述

　

南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
に
つ
い
て
、

ガ
ー
デ
ィ
ー
自
身
が
記
録
し
た
自
伝
的
史
料
と
し
て
、
『
南
ア
フ
リ
カ

の
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
叙イ

テ
ィ
ハ
ー
ス

事
詩
（D

akṣ iṇ  Āphrikānā Satyāgrahano 

Itihās

）
』
（
一
九
二
四
、
一
九
二
五
年
）
（
以
下
、DASI

）
と
『
真
理
の
諸
実
験
、

あ
る
い
は
、
自

ア
ー
ト
マ
カ
タ
ー

叙
伝
（Satyanā Prayogo athvā Ātm

akathā

）
』
（
一
九
二
七
、

一
九
二
九
年
）
（
以
下
、AK

）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
を

グ
ジ
ャ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
原
文
か
ら
分
析
し
て
い
く
。
本
節
で
は
ま
ず

D
ASI

の
記
述
を
見
て
い
き
た
い
。

　

D
ASI

の
中
で
は
、
合
計
三
章
（
第
九
章
―
一
一
章
）
に
亘
っ
て
、
南

ア
フ
リ
カ
の
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
中
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
闘

争
の
参
加
者
た
ち
と
自
給
自
足
の
共
同
生
活
を
行
っ
て
い
た
「
ト
ル
ス

ト
イ
農
場

）
14
（

」
で
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
第
一
一
章

に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
で
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の

「
自
己
浄
化
（ātm

aśuddhi

）
」
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
少
女
の
髪
剃
り
、

宗コ
ミ
ュ
ナ
ル

教
間
融
和
、
蛇
の
殺
生
、
現
地
役
人
と
の
交
流
、
食
生
活
の
改
善
と

い
っ
た
公
私
に
跨
る
様
々
な
実
験
／
出
来
事
が
網
羅
的
に
記
さ
れ
て
い

る
（D

ASI: 279-296

）
。

　

本
節
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
こ
れ
ら
全
て
の
実
験
を
扱
う
こ
と
は
で
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き
な
い
が
、
上
記
の
実
験
の
中
で
も
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
唯
一
カ
レ
ン

バ
ッ
ハ
と
の
み
行
っ
た
食
生
活
改
善
の
実
験
で
あ
る
「
乳
汁
放
棄

（dūdhnā tyāg

）
」
と
い
う
実
験
を
見
て
い
き
た
い
。
乳
汁
放
棄
と
は
、
菜

食
主
義
者
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
は
重
要
な
栄

養
源
の
一
つ
で
あ
る
雌
牛
の
乳
汁
を
摂
取
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
実
験

で
あ
る
。
こ
の
実
験
を
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
「
極
め
て
重
要
な
実
験
（atyant 

agatyano akhatro

）
」
と
呼
ん
で
お
り
、
第
一
一
章
で
列
挙
さ
れ
て
い
る

様
々
な
実
験
を
総
括
す
る
最
後
に
位
置
付
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

上
の
事
例
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
様
々
な
食
事
の
実
験

（orāknā akhatrā

）
は
、
健
康
の
観
点
か
ら
（ārogyanī dṛṣṭ ie

）
の
も

の
だ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
農
場
の
た
だ
中
で
、
私
は
自
身
に
対
し

て
、
あ
る
極
め
て
重
要
な
実
験
（atyant agatyano akhatro

）
を
行
っ

た
。
そ
れ
は
た
だ
霊
的
観
点

0

0

0

0

か
ら
（ādhyātm

ik dṛṣṭ ie

）
の
も
の
だ
っ

た
。 

（D
ASI: 294; 

強
調
筆
者
）

　

こ
こ
で
考
察
す
べ
き
第
一
の
問
い
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
カ
レ
ン
バ
ッ

ハ
と
行
っ
た
乳
汁
放
棄
の
実
験
が
性
の
問
題
が
関
わ
る
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ

リ
ヤ
の
実
験
の
一
環
と
看
做
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
こ
の
問
い
は
他
の
実
験
に
も
当
て
は
ま
る
が
、
本
稿
で
は
他
の
実
験
の
分
析

は
紙
数
の
関
係
か
ら
割
愛
す
る
）
。
第
二
に
、
乳
汁
放
棄
が
な
ぜ
他
の
実

験
と
区
別
さ
れ
る
「
極
め
て
重
要
」
な
実
験
と
看
做
さ
れ
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら
の
問
い
を
解
く
鍵
は
、
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
が
僅
か
に
仄
め
か
し
て
い
る
「
霊
的
観
点
（ādhyātm

ik 

dṛṣṭ ie

）
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
こ
の
「
霊
的
観
点
」
が
具
体

的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
を
一
一
章
の
中
で
語
っ
て
い
な
い
。
一
一
章

で
は
、
「
霊
的
観
点
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
霊
的
利
益
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
の
み
で
あ

る
。

農
場
に
住
ん
で
い
た
時
に
、
私
の
手
元
に
届
い
た
著
作
、
あ
る
い

は
、
小
冊
子
の
中
で
、
カ
ル
カ
ッ
タ
に
お
い
て
、
牛
や
水
牛
を
絞
っ

て
、
そ
の
乳
汁
を
抽
出
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
。
そ
の
記
事
の
中
に
は
、
プ
ー
ン
カ
ー
（phūṅ kav

）
15
（ā

）
の
非
道

（ghātkī

）
で
恐
ろ
し
い
（bhayānak

）
行
為
が
記
述
さ
れ
て
い
た
。

あ
る
時
に
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
氏
と
一
緒
に
乳
汁
を
飲
む
こ
と
の
必

要
性
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
て
、
そ
の
一
部
に
、
こ
の
行
為
〔
＝

プ
ー
ン
カ
ー
〕
の
事
も
私
は
〔
話
〕
し
た
。
〔
こ
の

0

0

〕
他
に
乳
汁
放

0

0

0

0

0

棄
に
伴
う
霊
的
利
益

0

0

0

0

0

0

0

0

（ādhyātm
ik phāydāo

）
に
つ
い
て
も
私
は
説

0

0

0

0

0

0

0

0

明
を
し
て

0

0

0

0

、
ま
た
、
乳
汁
の
放
棄
が
な
さ
れ
れ
ば
良
い
と
私
は
言
っ

た
。
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
氏
は
極
め
て
勇
敢
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
乳
汁

を
止
め
る
実
験
を
す
ぐ
に
準
備
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
彼
に
は
私
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の
し
た
〔
＝
言
っ
た
〕
こ
と
が
と
て
も
気
に
入
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
か
ら
、
我
々
は
二
人
と
も
乳
汁
を
絶

ち
、
ま
た
、
最
終
的
に
我
々
は
二
人
と
も
た
だ
乾
燥
し
た
、
ま
た
、

野
性
の
果
実
に
の
み
に
依
拠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

（D
ASI: 294-295; 

強
調
筆
者
）

　

こ
の
よ
う
に
一
一
章
の
中
で
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
共
に
乳
汁
放
棄
に

至
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
人
が
乳
汁
放
棄
を
決
意

す
る
に
至
っ
て
、
「
プ
ー
ン
カ
ー
」
の
事
実
を
知
っ
た
こ
と
が
重
要
な

契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
乳
汁
放
棄
は
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
の
動
物
に
対
す
る
非
暴
力
的
配
慮
（
＝
原
非
暴
力
）
に
密
接

に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
上
の
引
用
箇
所
で
語
ら
れ
て
い

る
プ
ー
ン
カ
ー
は
、
乳
汁
放
棄
を
特
徴
付
け
る
「
霊
的
観
点
」
と
は
直

接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
上
の
引
用
箇
所
を
よ
く

見
る
と
、
強
調
部
に
あ
る
通
り
、
プ
ー
ン
カ
ー
と
は
別
に

0

0

何
か
し
ら
の

「
霊
的
な
利
益
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
乳
汁
放
棄
を
特
徴
付
け
て
い
た
「
霊
的
観
点
」
（
あ
る

い
は
「
霊
的
利
益
」
）
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
な
ぜD

ASI

の
中
で
は
そ
の
「
霊
的
観
点
」
の
内
容
が
語
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
無
し
に
、
南

ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
お
け
る
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
原
非
暴
力
の
意
味
も
、

乳
汁
放
棄
が
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
理
由
も
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

だ
が
上
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
今
一
度
、
乳
汁
放
棄
の
実
験
に

対
す
る
次
の
よ
り
根
本
的
な
問
い
に
注
意
を
向
け
た
い
。
そ
も
そ
も
、

な
ぜ
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
こ
の
「
極
め
て
重
要
」
と
さ
れ
た
乳
汁
放
棄
の

実
験
だ
け
を
、
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
の
住
人
全
員
と
で
は
な
く
、
カ
レ
ン

バ
ッ
ハ
と
の
み

0

0

行
っ
た
の
か
。
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
で
行
わ
れ
た
様
々
な

実
験
の
中
で
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
二
人
だ
け
の
間
で
行
わ
れ
た
実
験
は

乳
汁
放
棄
の
み
で
あ
っ
た
。

2　

A
K

の
記
述

　

断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、AK

で
も
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
共
に
行
っ

た
食
事
の
実
験
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、AK

の
第
四
部
・

第
二
七
章
（
「
食
事
の
さ
ら
な
る
実
験
（K

horāknā Vadhu Prayogo

）
」
）
（AK: 

342-344

）
、
第
三
〇
章
（
「
統
制
に
向
け
て
（Saṃ

yam
 Prati

）
」
）
（AK: 352-

354

）
、
第
三
一
章
（
「
断
食
（U

pavās

）
」
）
（AK: 354-357

）
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
の
章
の
中
で
、
乳
汁
放
棄
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
三

〇
章
の
み
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
三
〇
章
の
内
容
を
中
心
に
、

D
ASI

の
一
一
章
で
語
ら
れ
て
い
た
「
霊
的
観
点
」
が
何
を
意
味
し
て

い
た
の
か
を
見
て
い
く
。

　

三
〇
章
で
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
行
っ
た
「
食

事
の
い
く
つ
か
の
変
化
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
（AK: 352

）
。
こ
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れ
ら
の
食
事
の
実
験
は
、
健
康
と
の
関
係
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
、「
ブ

ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
観
点
か
ら
（brahm

acaryanī dṣṭ ie

）
」
か
ら
行
わ
れ

た
二
種
類
の
も
の
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
（AK: 352

）
。
す
な
わ
ち
、

D
ASI

の
第
一
一
章
で
語
ら
れ
て
い
た
「
健
康
の
観
点
」
と
「
霊
的
観
点
」

と
の
対
比
は
、
こ
こ
で
は
健
康
の
観
点
と
「
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
観

点
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

　

AK

の
三
〇
章
の
中
で
、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
観
点
か
ら
行
わ
れ

た
食
生
活
改
善
の
「
最
初
の
変
化
」
は
、
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
の
初
め

の
頃
に
行
わ
れ
た
「
乳
汁
を
や
め
る
こ
と
（choḍ vāno

）
」
、
す
な
わ
ち
、

乳
汁
放
棄
の
実
験
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（AK: 352

）
。
そ

し
て
、AK

の
中
で
は
乳
汁
放
棄
に
至
っ
た
経
緯
が
、D

ASI

と
は
異
な

る
仕
方
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
誓
い
（brahm

acaryanuṃ
 vrat

）
を
立
て
て

い
な
か
っ
た
う
ち
は
、
乳
汁
を
や
め
る
こ
と
を
特
別
に
企
図
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
身
体
の
維
持
（śarīrnā nibhāv

）
の
た
め
に
、

乳
汁
は
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
ず
っ
と
以
前
か
ら

理
解
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
急
に
止
め
ら
れ
る

よ
う
な
事
で
は
な
か
っ
た
。
感
覚
器
官
の
抑
制
（indriyadam

an

）

の
た
め
に
乳
汁
を
や
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
も
っ
と

も
っ
と
理
解
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
雌
牛
や
牝
水
牛
に

対
し
て
牛
飼
い
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
残
虐
性
（dhātkīpaṇ ā

）

に
関
す
る
い
く
つ
か
の
文
献
が
私
の
も
と
に
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
届

い
た
。
こ
の
文
献
の
影
響
は
呪
術
的

0

0

0

（cam
atkārī

）
だ
っ
た
。
私

は
そ
れ
に
つ
い
て
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
氏
と
一
緒
に
議
論
し
た
。

 

（AK: 352; 

強
調
筆
者
）

　

D
ASI

同
様
に
、
こ
こ
で
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
自
身
の
乳
汁
放
棄
に
至

る
過
程
に
お
い
て
、
プ
ー
ン
カ
ー
が
決
定
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を

語
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
、
そ
れ
よ
り

「
ず
っ
と
以
前
か
ら
」
乳
汁
放
棄
の
重
要
性
を
「
理
解
し
て
い
た
」
と

も
語
っ
て
い
る
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
一
九
〇
六
年
に
「
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ

リ
ヤ
の
誓
い
」
を
交
わ
す
以
前
か
ら
乳
汁
放
棄
の
重
要
性
に
留
意
し
て

お
り
、
そ
の
誓
い
を
交
わ
し
た
後
に
、
乳
汁
放
棄
を
や
め
る
こ
と
を
「
特

別
に
企
図
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
頃
か
ら

乳
汁
放
棄
が
「
感
覚
器
官
の
抑
制
の
た
め
」
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を

「
も
っ
と
も
っ
と
理
解
し
て
い
っ
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

プ
ー
ン
カ
ー
以
前
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
中
に
起
こ
っ
た
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ

リ
ヤ
の
誓
い
と
感
覚
器
官
の
抑
制
に
対
す
る
理
解
の
深
度
と
い
う
点
は
、

D
ASI

の
一
一
章
で
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
「
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
観
点
」
か
ら
行
わ
れ
た
「
感
覚
器
官
の

抑
制
」
こ
そ
、D

ASI

で
僅
か
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
プ
ー
ン

カ
ー
と
は
別
の
「
霊
的
観
点
」
を
意
味
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
はAK

の
三
〇
章
の
冒
頭
で
、
よ
り
明
確
に
「
乳

汁
は
感
覚
器
官
の
情
欲
（indriyavikār

）
を
生
み
出
す
物
質
で
あ
る
」
と

語
っ
て
い
る
（AK: 352

）
。
つ
ま
り
、
乳
汁
が
「
感
覚
器
官
の
抑
制
」

の
問
題
に
絡
む
の
は
、
乳
汁
が
「
情
欲
（vikār

）
」
を
生
み
出
す
原
因

と
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
はAK

の
中
で
、

こ
の
よ
う
な
乳
汁
と
情
欲
と
の
因
果
論
的
関
係
を
最
初
に
、
自
身
と
同

じ
西
イ
ン
ド
・
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
出
身
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
で
あ
る
シ
ュ

リ
ー
マ
ッ
ド
・
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ

）
16
（

（
一
八
六
七
―
一
九
〇
一
年
）
と
い

う
人
物
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
（AK: 352

）
。
乳
汁
と
情
欲

と
の
因
果
論
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
南
ア
フ
リ
カ
滞

在
期
に
熟
読
し
て
い
た
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
代
表
作
『
解
脱
の
詞
華

集
（M

okṣ am
āḷ ā

）
』
の
第
六
九
課
「
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
九
つ
の
柵

（Brahm
acaryanī N

av Vāḍ

）
」
の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
。
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン

ド
ラ
は
こ
の
課
の
中
で
、
「
乳
汁
、
カ
ー
ド
、
ギ
ー
な
ど
の
よ
う
な
甘

く
油
性
の
物
質
」
が
、「
精
液
（vīrya

）
」
を
作
り
出
し
、「
性
欲
（kām

）
」

を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る

）
17
（

。
つ
ま
り
、
ラ
ー
ジ

チ
ャ
ン
ド
ラ
は
「
乳
汁
→
精
液
→
性
欲
」
と
い
う
単
線
的
な
因
果
論
的

関
係
を
説
い
て
い
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
精
液
の
発
生
と
性
欲
の
増
加

を
食
い
止
め
る
乳
汁
放
棄
は
、「

魂
ア
ー
ト
マ
ーの

〔
解
脱
の
〕
探
求
者
（ātm

ārthā

）
」

で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
践
者
に
と
っ
て
「
霊
的
な
利
益
」
と

な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
こ
の
六
九

課
の
内
容
を
晩
年
に
至
る
ま
で
は
っ
き
り
と
暗
記
し
て
い
た

）
18
（

。

　

こ
れ
ま
でAK

の
記
述
に
お
い
て
、
乳
汁
が
精
液
、
情
欲
、
さ
ら
に
、「
感

覚
器
官
の
抑
制
」
や
「
絶
食
」
と
い
っ
た
禁
欲
主
義
的
な
主
題
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

AK

の
記
述
に
お
い
て
も
、
先
に
投
げ
か
け
た
も
う
一
つ
の
よ
り
根
本

的
な
問
い
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
実
験
が
な
ぜ
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
間
に

お
い
て
だ
け
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、AK

の
三
〇
章
の
中
に
は
、D

ASI

に
は
書
か
れ

て
い
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
含
み
の
あ
る
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。　

彼
〔
＝
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
〕
は
完
全
に
独
り
身
だ
っ
た
。
〔
…
〕
最

初
の
入
獄
の
後
に
、
我
々
は
二
人
で
一
緒
に
住
み
始
め
た
。
〔
…
〕

　

こ
の
我
々
の
同
居
生
活

0

0

0

0

の
間
に
（bhegā vasvāṭ nā sam

ay darm
yān

）
、

乳
汁
に
つ
い
て
の
議
論
が
起
こ
っ
た
。
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
氏
は
提
案

し
た
。
「
乳
汁
の
欠
陥
（dūdhnā doṣ o

）
を
、
我
々
は
し
ば
し
ば
話

し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、
我
々
は
乳
汁
を
止
め
よ
う
で
は
な
い
か
？

そ
れ
の
必
要
は
そ
も
そ
も
な
い
」
。
私
は
こ
の
意
見
に
よ
っ
て
喜

び
と
驚
き
（sānandāścarya

）
を
得
た
。
私
は
こ
の
提
案
を
称
賛
し
た
。

そ
し
て
我
々
は
二
人
で
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
の
中
で
ま
さ
に
そ
の
瞬

間
に
乳
汁
を
放
棄
し
た
。
こ
の
出
来
事
は
一
九
一
二
年
に
起
こ
っ

た
。 

（AK: 352-353; 

強
調
筆
者
）
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こ
の
僅
か
二
つ
の
段
落
に
は
、
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
が
開
始

さ
れ
て
か
ら
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
最
初
に
投
獄
さ
れ
出
獄
し
た
後
の
一
九

〇
八
年
か
ら
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
が
設
立
さ
れ
た
後
の
一
九
一
二
年
に
至

る
五
年
間
の
時
の
経
過
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は

D
ASI

で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
に
居
住
し
て
い
る
時
に
、

プ
ー
ン
カ
ー
に
関
す
る
文
献
を
読
み
、
一
九
一
二
年
に
乳
汁
放
棄
に

至
っ
た
と
書
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
の
引
用
箇
所
で
は
、
プ
ー

ン
カ
ー
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

上
の
引
用
箇
所
で
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
が
設
立
さ
れ
る
以
前

0

0

の
時
期

に
、
す
で
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
間
で
乳
汁
の
「
欠

陥
」
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
欠
陥
」
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
一
九
一
二
年
以
前
に

乳
汁
を
め
ぐ
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
「
情
欲
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ

し
て
、
上
の
引
用
箇
所
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
に
加
え
て
、
乳
汁
の
欠

陥
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
時
期
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン

バ
ッ
ハ
と
が
「
同
居
生
活
」
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
僅
か
ば
か
り
で
あ

る
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
節
で
投
げ
か
け
た
問
い
、
す
な
わ
ち
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
な
ぜ
乳

汁
放
棄
を
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
二
人
の
間
だ
け
で
行
っ
た
の
か
と
い
う
根

本
的
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
情
欲
の
問
題
が
話
題
に
上
が
っ

て
い
た
と
言
わ
れ
る
二
人
の
同
居
生
活
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

二　

カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
同
居
生
活

　

AK

に
お
い
て
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
が
ト
ル
ス

ト
イ
農
場
設
立
以
前
の
時
期
に
同
居
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
僅
か

ば
か
り
言
及
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
彼
ら
の
同
居
生
活
が
具

体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
、
近
年
の
い
く
つ
か
の
研
究
に
よ
っ

て
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ

ハ
と
の
間
に
、
「
非
凡
に
親
密
」
な
「
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
関
係

が
築
か
れ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る

）
19
（

。

　

大
英
帝
国
の
イ
ン
ド
駐
在
官
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト

の
名
門
で
あ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
高
等
学
校
で
英
語
中
等
教
育
を
受
け
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
付
属
の
イ
ン
ナ
ー
法
曹
院
で
法
廷
弁
護
士
の
資
格
を
取

り
、
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
中
の
弁
護
士
時
代
も
長
き
に
亘
っ
て
「
大
英
帝

国
の
臣
民
」
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
に
感
じ
て
い
た
当
時
の
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
の
中
に

）
20
（

、
性
に
関
す
る
過
剰
な
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
・
モ
ラ
リ
テ
ィ

を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
は
な
い

）
21
（

。
ま
し
て
や
、
同
性
間
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
「
ラ
サ
（ras; 

審
美
的
感
情
、
味
わ
い
）
」
を
、
自
身
の
内
で
は
っ
き

り
と
知
的
に
分
節
化
す
る
手
立
て
を
、
当
時
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
は
ず
は
な
か
っ
た
（AK: 344

）
。
性
的
感
情
は
異
性
に

対
し
て
の
み
発
生
し
う
る
と
い
う
の
が
当
時
の
「
生
物
学
的
」
見
解
で
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あ
っ
た

）
22
（

。

　

管
見
の
限
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
二
人
の
同

居
生
活
に
つ
い
て
初
め
て
論
じ
た
の
は
、
一
九
九
七
年
に
ベ
ル
リ
ン
で

出
版
さ
れ
た
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
の
又
姪
で
あ
る
イ
ー
サ
・
サ
リ
ッ
ド
ら
に

よ
る
『
ヘ
ル
マ
ン
・
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
―
―
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
マ
ハ
ー

ト
マ
ー
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
友
人
』
（
以
下
、H

K

）
と
い
う
伝
記
著
作

で
あ
る

）
23
（

。
こ
の
著
作
の
中
で
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
が

同
居
生
活
を
し
て
い
た
「
ク
ラ
ー
ル
（K

raal; 

ア
フ
リ
カ
ー
ン
ス
語
で
「
（
家

畜
）
小
屋
」
を
意
味
す
る
）
」
と
「
テ
ン
ト
（tent

）
」
と
呼
ば
れ
た
小
さ

な
居
住
地
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
リ
ッ
ド

が
学
者
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
著
作
が
ベ
ル
リ
ン
で
自
費
出
版

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
シ
モ
ン
・
レ
ヴ
と
ラ
ー
マ
チ
ャ
ン
ド
ラ
・

グ
ハ
の
先
行
研
究
を
除
い
て

）
24
（

、H
K

は
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者

の
間
で
認
知
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
で
は
、
サ
リ
ッ
ド
や
レ
ヴ
の
二
次

文
献
と
、
筆
者
が
現
存
し
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
の
ク
ラ
ー
ル
と
イ

ン
ド
で
入
手
し
た
一
次
史
料
を
参
考
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン

バ
ッ
ハ
と
の
同
居
生
活
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い

）
25
（

。

　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
一
九
〇
八
年
二
月
下
旬
か
ら
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
が

設
立
さ
れ
る
一
九
一
〇
年
六
月
ま
で
の
間
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
同
居
生

活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
内
、
一
九
〇
八
年
二
月
か
ら
一
九
〇
九
年
七

月
ま
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
の
パ
イ
ン
・
ロ
ー
ド
に
建
て
ら
れ
た
「
ク

ラ
ー
ル
」
と
い
う
小
さ
な
小
屋
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
残
り
の
一

九
〇
九
年
六
月
か
ら
一
九
一
〇
年
十
月
ま
で
は
、
ク
ラ
ー
ル
か
ら
約
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
に
あ
る
リ
ン
ク
・
フ
ィ
ー
ル
ド
リ
ッ
ジ
の
マ
ウ
ン
テ

ン
・
ヴ
ュ
ー
と
い
う
丘
上
に
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
建
て
た
「
テ
ン
ト
」
と

呼
ば
れ
る
小
さ
な
居
住
地
に
も
住
ん
で
い
た
（G

K: 12n2

）
。

　

二
人
の
同
居
生
活
が
開
始
し
て
か
ら
約
二
ヶ
月
半
が
経
過
し
た
一
九

〇
八
年
五
月
十
六
日
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
友
人
の
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ル

ズ
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
数
日
間
に
私
た
ち
の
―
―
つ
ま
り
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
私
と

の
―
―
共
同
生
活
（joint life

）
の
形
式
の
中
に
あ
る
偉
大
な
変
化

（a great change

）
が
起
こ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
自
分
で
料
理
か

ら
全
て
を
こ
な
す
の
で
、
使
用
人
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
余

地
が
全
く
な
い
の
で
す
。
も
し
私
た
ち
が
十
時
に
ベ
ッ
ド
に
向
か

う
な
ら
ば
、
我
々
は
五
時
に
起
床
し
ま
す
。
も
し
私
た
ち
が
十
時

過
ぎ
に
ベ
ッ
ド
に
向
か
う
な
ら
ば
、
我
々
は
五
時
半
に
起
床
し
ま

す
。
日
曜
日
は
も
う
少
し
怠
け
る
こ
と
に
し
て
、
私
た
ち
は
果
樹

園
に
散
歩
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
ま
す
。
私
た
ち
二
人
が
エ
プ
ロ
ン

姿
で
い
る
こ
と
は
最
高
の
光
景
で
す
。 

（G
K: 18

）

　

こ
の
書
簡
の
中
で
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
「
偉
大
な
変
化
」
を
経
験
し

た
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
二
人
が
寝
起
き
を
共
に
し
て
い
た
こ
と
を

語
っ
て
い
る
。
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
一
九
三
七
年
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
秘



103　●　〈公募論文〉非暴力と乳汁――間永次郎

書
で
あ
る
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
・
デ
ー
サ
ー
イ
ー
に
南
ア
フ
リ
カ
で
の
同
居

生
活
に
つ
い
て
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
「
同
じ
部
屋
に
住

ん
で
」
お
り
、
「
ほ
と
ん
ど
同
じ
ベ
ッ
ド
の
中
で
」
寝
起
き
を
共
に
し

て
い
た
と
い
う
（H

J 

、
一
九
三
七
年
六
月
二
十
九
日
号

）
26
（

）
。

　

二
人
の
同
居
生
活
が
開
始
さ
れ
て
約
一
年
が
経
過
し
た
頃
の
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
の
書
簡
に
は
、
す
で
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の

親
密
な
関
係
を
示
す
言
葉
が
見
受
け
ら
れ
る
。
「
あ
な
た
は
確
実
に
私

が
毎
日
想
っ
て
い
る
一
人
で
す
。
私
の
体
は
あ
な
た
と
い
な
く
て
も
、

私
の
魂
（spirit

）
は
い
つ
も
あ
な
た
と
一
緒
に
い
ま
す
。
（
一
九
〇
九
年

四
月
五
日
付G

KP, G
roup 5, N

AI, S. N
o. 26

）
」
「
あ
な
た
の
こ
と
を
想

わ
な
か
っ
た
日
は
一
日
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
互
い
を
あ
ま
り
に

良
く
知
っ
て
い
る
か
ら
、
言
葉
で
話
さ
な
く
て
も
話
が
で
き
る
し
、
ま

た
何
を
す
べ
き
か
、
そ
れ
を
す
る
前
か
ら
理
解
で
き
る
の
で
す
。
（
一

九
〇
九
年
六
月
十
一
日
付
、K

）
27
（P

）
」

　

多
忙
な
二
人
は
、
し
ば
し
ば
遠
方
に
出
張
す
る
こ
と
が
あ
り
、
一
時

的
に
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
。
そ
の
度
に
二
人
の
間
に
書
簡
が
交
わ
さ
れ

た
が
、
こ
の
よ
う
な
出
張
期
間
が
最
も
長
く
続
い
た
の
が
、
一
九
〇
九

年
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
南
ア
フ
リ
カ
の
イ

ン
ド
人
の
権
利
向
上
の
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
陳
情
に
行
っ
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
に
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ

に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

〔
一
九
〇
九
年
八
月
三
十
日
付
〕

私
は
あ
な
た
か
ら
論
理
的
で
魅
力
的
な
愛
の
手
紙
（logical and 

charm
ing love notes

）
を
受
け
取
り
続
け
て
い
ま
す
。
〔
…
〕
私
は

あ
な
た
の
愛
を
拒
む
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
あ
な
た
に
と
っ

て
良
い
こ
と
で
す
。
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
あ
た
か
も
あ
な
た
と
の

関
係
に
お
い
て
私
の
自
己
中
心
性

0

0

0

0

0

が
義
務
で
あ
る
か
の
よ
う
に
私

を
堕
落
さ
せ
え
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
す
。
〔
…
〕
人
々
が
歴
史
書
や
小
説
の

中
で
読
む
過
ぎ
去
っ
た
時
代
の
友
情

0

0

を
、
あ
な
た
は
私
に
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
約
束
し
ま
す
―
―
私
の
心
の
中

に
見
つ
け
た
あ
な
た
の
居
場
所
を
〔
他
の
人
で
〕
二
度
と
満
た
す

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
祈
る
し
、
そ
の
愛
が
失
わ
れ
る
こ
と
は

決
し
て
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
超
人
間
的

（superhum
an

）
な
の
で
す
。
（G

KP, G
roup 1, N

M
M

L, S. N
o. 14; 

強
調
筆
者
）

〔
一
九
〇
九
年
九
月
二
十
四
日
付
〕

あ
な
た
の
写
真
が
私
の
部
屋
の
暖
炉
の
上
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。

暖
炉
は
ベ
ッ
ド
の
向
か
い
に
あ
り
ま
す
。
永
久
不
滅
の
楊
枝
が
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。
櫛
、
コ
ッ
ト
ン
ウ
ッ
ド
と
ワ
セ
リ
ン
を
見
る
度

に
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
〔
…
〕
あ
な
た
と
私
に
言
い
た
い

こ
と
は
、
あ
な
た
が
い
か
に
徹
底
的
に
私
の
体
を
奪
っ
て
し
ま
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
か
を
伝
え
る
こ
と
な
の
で
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（how
 com

pletely you have taken 
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possession of m
y body

）
。

 
　

（ G
KP, G

roup 1, N
M

M
L, S. N

o. 17; 

強
調
筆
者
、
丸
括
弧
内
の
補
足
語

原
文
）

　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
し
ば
し
ば
二
人
の
間
の
書
簡
を
「
愛
の
手
紙
」
や

「
ラ
ブ
レ
タ
ー
」
と
表
現
し
て
い
た
。
ま
た
上
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、

二
人
が
同
居
生
活
中
に
生
活
用
品
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
や
、
そ
の
言

葉
の
意
味
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、「
あ

な
た
が
い
か
に
徹
底
的
に
私
の
体
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
」
と
い
う
言

葉
は
彼
ら
の
非
凡
に
親
密
な
関
係
を
示
し
て
い
る

）
28
（

。

　

先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
人
の
関
係
は
明
ら
か
に
「
ホ
モ

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い

う
も
の
の
、
先
の
引
用
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
自
身
は
自
分
た
ち

の
感
情
を
あ
く
ま
で
「
友
情
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ

れ
に
加
え
て
、
彼
ら
の
間
で
精
液
の
放
出
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
点
は
重

要
で
あ
る
。

〔
一
九
〇
八
年
六
月
十
日
付　

カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
か
ら
兄
サ
イ
モ
ン
宛
の

書
簡
〕

　

私
た
ち
は
あ
る
こ
の
上
な
く
非
凡
な
生
活
（ein höchst 

eigenartiges Leben

）
を
送
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
人
間
を
状
況
に
依

存
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
よ
り
善
く
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で

す
。
〔
…
〕
そ
し
て
、
こ
の
十
八
ヶ
月
間
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
性
交

渉
を
放
棄
し
ま
し
た
（habe ich jeden geschlechtlichen U

m
gang 

aufgegeben

）
。
こ
の
間
に
、
私
は
自
分
の
人
格
が
向
上
し
、
精
神

的
に
生
き
生
き
と
し
、
身
体
的
な
力
と
肉
体
の
健
康
が
拡
大
し
、

改
善
し
た
と
信
じ
て
い
ま
す
（Ich glaube, dass ich w

ährend dieser 

Z
eit an C

harakter gew
onnen, an geistiger Frische zugenom

m
en &

 

physische Stärke &
 körperliches W

ohlbefinden grösser &
 besser ist

）
。

 

（G
KP, G

roup 13, N
AI, S. N

o. 1

）

〔
一
九
一
二
年
六
月
十
六
日
付　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
か
ら
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ

宛
て
の
書
簡
〕

一
人
の
受
動
的
抵
抗
者
〔
＝
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
の
実
践
者
〕
と

し
て
、
私
は
結
婚
が
単
に
必
要
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
積

極
的
に
公
共
的
あ
る
い
は
人
道
的
活
動
の
障
害
で
あ
る
と
い
う
結

論
に
達
し
ま
し
た
。
〔
…
〕
独
身
（celibate

）
の
生
涯
を
送
ろ
う
と

す
る
者
た
ち
は
、
確
実
に
よ
り
偉
大
な
、
そ
し
て
、
よ
り
広
範
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
（m

uch greater and w
ider scope for their energy

）
を

持
ち
ま
す

）
29
（

。

　

「
性
交
渉
」
を
放
棄
す
る
こ
と
で
「
精
神
的
に
生
き
生
き
と
し
、
身

体
的
な
力
と
肉
体
の
健
康
が
拡
大
し
、
改
善
し
た
」と
い
う
カ
レ
ン
バ
ッ

ハ
の
言
葉
や
、
「
独
身
」
や
「
自
己
統
制
」
に
よ
っ
て
「
よ
り
広
範
な
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エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
得
る
と
い
う
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
言
葉
は
、
彼
ら
が
著

名
な
宗
教
家
で
あ
る
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
か
ら
学

ん
だ
「
精
液
結
集
（vīryasaṅ grah

）
」
と
い
う
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
、
ブ
ラ

フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
の
重
要
な
一
部
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る

）
30
（

。
精
液
結
集
と
は
、
生
命
力
や
活
力
の
源
泉
で
あ
る
と

信
じ
ら
れ
る
「
精
液
（vīrya

）
」
を
体
内
に
蓄
積
し
、
心
と
魂
の
「
シ
ャ

ク
テ
ィ
（śakti; 

力
、
能
力
、
霊
力
）
」
を
高
め
る
実
践
を
意
味
す
る
。
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
出
会
っ
た
一
九
〇
三
年
と
は
ま
さ
に
、

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
精
液
結
集
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
の
『
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
』
（
一
八
九
六

）
31
（

）
と
い
う
著
作
を
読
ん

だ
同
じ
年
で
あ
っ
た
（AK: 280

）
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
二
人
の
同
居
生

活
を
、
「
生
き
た
実
験
室
（living laboratory
）
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に

は
（G

K: 13

）
、
こ
の
よ
う
な
射
精
の
禁
止
に
よ
る
シ
ャ
ク
テ
ィ
の
向
上

と
い
う
ヨ
ー
ガ
的
発
想
が
関
係
し
て
い
た
。

　

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
思
想
を
知
る

前
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
体
内
の
精
液
の
増
加
が
必
然
的
に
性
欲
を
発
生

さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
か
ら
学
ん
で
い
た
。
こ
れ

と
対
照
的
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ヨ
ー
ガ

思
想
を
通
し
て
、
精
液
を
体
内
に
「
結
集
」
さ
せ
た
と
し
て
も
、
適
切

な
身
体
的
・
心
理
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
精
液
は
性
欲
で
は
な

く
、
シ
ャ
ク
テ
ィ
に
変
換
さ
れ
う
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
サ
ッ

テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
の
拡
大
は
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
同
居
生
活
の

中
で
、
精
液
が
性
欲
で
は
な
く
シ
ャ
ク
テ
ィ
に
変
換
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
信
じ
さ
せ
た
。
同
居
生
活
に
お
い
て
二
人
の
親
密

0

0

さ0

が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
同
時
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
サ
ッ
テ
ィ

ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
は
「
極
め
て
凝
集
し
て
い
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

（jām
ī hatī

）
」
（AK: 

344; G
KP, G

roup 12, N
AI, S. N

o. 115; 

強
調
筆
者
）
。

　

と
は
い
え
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
同
居
生
活
の
中

で
、
次
第
に
二
人
の
「
友
情
」
が
「
友
情
」
の
域
を
超
え
る
性
的
性
質

を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
疑
い
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
精
液
は
シ
ャ
ク
テ
ィ
だ
け
で
な
く
、
部
分

的
に
情
欲
を
も
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
茫
洋

と
で
は
あ
る
が
懸
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

）
32
（

。
一
九
〇
九
年
に

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
か
ら
受
け
取
っ
た
書
簡
を
他
人
に
見

ら
れ
な
い
よ
う
に
「
破
棄
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー

が
こ
の
時
期
の
二
人
の
感
情
に
、
公
に
し
難
い
何
ら
か
の
「
情
欲
」
や

「
欠
陥
」
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る

）
33
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
間
に
行
わ
れ

た
乳
汁
放
棄
を
め
ぐ
る
複
雑
な
性
認
識
の
諸
相
を
知
る
時
、D

ASI

の

中
で
、な
ぜ
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
乳
汁
放
棄
を
特
徴
付
け
る
「
霊
的
観
点
」

の
内
容
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
語
れ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

の
か
と

い
う
理
由
、
ま
た
、
な
ぜ
実
験
の
内
容
が
公
に
さ
れ
ず
、
二
人
の
間
で

だ
け
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
初
め
て
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知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

）
34
（

。

三　

プ
ー
ン
カ
ー
の
隠
れ
た
意
味

　

こ
れ
ま
で
、D

ASI

の
第
二
部
・
第
一
一
章
で
記
さ
れ
て
い
た
乳
汁

放
棄
の
実
験
と
、
そ
こ
で
内
容
・
意
味
が
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
霊

的
観
点
」
と
が
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
き

た
。
次
の
段
階
と
し
て
、
こ
の
実
験
と
原
非
暴
力
と
の
関
係
、
つ
ま
り
、

乳
汁
放
棄
を
特
徴
付
け
て
い
た
霊
的
観
点
と
一
九
一
二
年
に
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
が
知
っ
た
プ
ー
ン
カ
ー
の
事
実
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
考
察

を
進
め
た
い
。

　

乳
汁
放
棄
に
至
る
経
緯
は
、D

ASI

に
は
一
回
、AK

に
は
二
回
に
分

け
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
本
稿
の
第
一
節
で
見
た
。
そ
の
中
で
も
第

一
節
・
第
二
項
の
最
初
に
抜
粋
し
たAK

の
引
用
箇
所
で
は
、
プ
ー
ン

カ
ー
に
関
す
る
文
献
か
ら
の
「
呪
術
的
」
な
影
響
と
い
う
表
現
が
用
い

ら
れ
て
い
た
（
強
調
箇
所
参
照
）
。
以
下
で
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
乳
汁

放
棄
を
特
徴
付
け
て
い
た
「
霊
的
観
点
」
と
、
こ
の
引
用
箇
所
で
語
ら

れ
て
い
た
「
呪
術
的
」
影
響
と
い
う
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
乳
汁
は
精
液
と
性
欲
の
増
加
と
い
う
心
理

的
・
倫
理
的
問
題
と
絡
む
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
プ
ー
ン
カ
ー
は
、

本
稿
の
第
一
節
・
第
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
動
物
に
対
す
る
「
残
虐

性
」
と
い
う
社
会
的
暴
力
の
問
題
に
絡
む
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
前
者

の
心
理
的
問
題
と
後
者
の
社
会
的
問
題
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
因
果

関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
明
ら
か
に
し
て
、

初
め
て
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
原
非
暴
力
の
意
味
を
正
し
く
理
解
で
き
る
。

　

ま
ず
プ
ー
ン
カ
ー
の
「
残
虐
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、

次
の
問
い
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
こ
の
プ
ー
ン
カ
ー
の
残

虐
性
を
知
っ
た
衝
撃
が
、
単
に
雌
牛
に
対
す
る
惻
隠
の
情
に
起
因
し
て

い
た
な
ら
ば
、
搾
乳
は
個
人
的
関
心
を
越
え
た
社
会
レ
ベ
ル
の
残
虐
行

為
で
あ
り
、
そ
の
残
虐
性
か
ら
身
を
引
く
た
め
に
、
乳
汁
放
棄
の
誓
い

は
ト
ル
ス
ト
イ
農
場
の
住
人
全
員
に
課
せ
ら
れ
る
べ
き
戒
律
と
な
る
は

ず
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
プ
ー
ン
カ
ー
を
知
っ
た
後
も
、
乳
汁
放
棄
を

カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
二
人
だ
け
の
間
で
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー

の
原
非
暴
力
は
、
単
に
物
理
的

0

0

0

暴
力
の
回
避
と
い
う
意
味
以
上
の
事
柄

を
含
蓄
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
非
暴
力

思
想
の
哲
学
的
意
味
を
、
前
述
し
た
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
か
ら
最
初
に

学
ん
だ

）
35
（

。
以
下
で
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
原
非
暴
力
思
想
を
理
解
す
る

た
め
に
、
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
学
ん
だ
ラ
ー
ジ

チ
ャ
ン
ド
ラ
の
非
暴
力
思
想
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て

み
た
い
。

　

ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
非
暴
力
思
想
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
四
年
に

ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
が
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
送
っ
た
書
簡
の
中
で
語
ら
れ
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て
い
る
。
こ
れ
は
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
に
送
っ
た
宗

教
の
意
味
を
め
ぐ
る
二
七
個
の
質
問
の
最
後
の
質
問
（
「
も
し
蛇
が
噛
み

つ
い
て
き
た
ら
、
そ
れ
を
私
は
噛
ま
せ
る
ま
ま
に
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
私

は
そ
れ
を
追
い
払
う
べ
き
か
？
」
）
に
対
す
る
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
回

答
で
あ
る

）
36
（

。

魂ア
ー
ト
マ
ーの

益
（ātm

hit
）
を
欲
す
る
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
〔
＝
蛇
〕

に
自
身
の
身
体
を
明
け
渡
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
魂
の
向
上
を

欲
し
な
い
者
が
そ
れ
に
そ
の
よ
う
に
す
る
だ
ろ
う
か
？
な
の
で
、

そ
れ
の
回
答
は
、
た
だ
奈
落
な
ど
の
中
を
行
き
来
す
る

（narakādim
āṃ

 paribhram
aṇ

）
〔
＝
低
次
の
世
界
を
輪
廻
す
る
〕
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
蛇
を
殺
す
と
い
う
教
え
を
ど
う
や
っ
て
で
き
る
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
だ
が
、
そ
の
者
が
〕
非
ア
ー
リ
ヤ

的
性
質
（anāryavṛ tti

）
で
あ
る
な
ら
ば
殺
す
こ
と
を
教
え
る
が
良

い
）
37
（

。

　

ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
主
張
は
詰
ま
る
所
、
蛇
の
殺ヒ

ン
サ
ー生

を
め
ぐ
る
決

断
は
、
行
為
者
の
「
魂
の
益
」
を
め
ぐ
る
心
理
的
動
機
に
依
拠
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
の
魂
の
覚
醒
と
行
為
者
の
非
暴
力
的
実
践

と
の
間
に
不
釣
り
合
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
ー
ジ

チ
ャ
ン
ド
ラ
は
魂
の
向
上
を
求
め
な
い
者
（
＝
非
ア
ー
リ
ヤ
的
性
質
の
者
）

は
蛇
を
殺
生
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
教
え
た
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
カ

レ
ン
バ
ッ
ハ
と
出
会
っ
た
同
じ
年
に
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の

『
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
』
と
い
う
著
作
を
読
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
重
要

な
の
は
、
こ
の
『
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
』
の
中
に
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー

が
生
涯
を
通
し
て
愛
読
し
て
い
た
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
原
文
と
英
語
の
注
解
も
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
る
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト

ラ
』
の
注
解
箇
所
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
非
暴
力
思
想
の
意
味
が
詳

し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
非
暴
力
思
想
の
意
味
に
つ
い
て
説

明
さ
れ
た
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
第
二
章
三
五
節
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
原
文
と
そ
れ
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
英
訳
及
び
注

解
を
引
用
す
る
。

〔
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
文
〕Ahi ṃ

s āprati ṣṭh āy āṃ
 tatsannidhau 

vairaty āga ḥ

）
38
（.

〔
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
英
訳
〕
不
殺
生
（N

on-killing

）
が
確

立
す
れ
ば
、
彼
の
前
で
（
他
者
の
中
に
あ
る
）
全
て
の
敵
意
は
消

滅
す
る
だ
ろ
う
。

〔
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
注
解
〕
も
し
あ
る
人
が
他
者
に
対
す

る
不
傷
害
（non-injuring

）
の
理
想
を
得
る
な
ら
ば
、
彼
の
前
で

獰
猛
な
本
性
を
持
つ
動
物
で
さ
え
平
穏
に
な
る
。
そ
の
ヨ
ー
ギ
ー

の
前
で
虎
と
羊
は
一
緒
に
戯
れ
る
。
あ
な
た
が
そ
の
状
態
に
行
き
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着
い
た
時
に
の
み
、
あ
な
た
は
不
傷
害
を
固
く
確
立
し
た
と
理
解

す
る
だ
ろ
う

）
39
（

。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
説
く
非
暴

力
思
想
は
、
行
為
者
が
完
全
に
非
暴
力
（
＝
「
不
殺
生
、
不
傷
害
」
）
を
「
確

立
」
し
て
い
る
な
ら
ば
、
行
為
者
は
他
者
を
傷
つ
け
な
い
だ
け
で
な
く
、

他
者
自
身

0

0

0

0

も
行
為
者
に
対
し
て
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
外
の
非
暴
力
的
状
態
の
一
致
が

起
こ
っ
た
こ
と
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
行
為
者
は
自
身
が
「
不

傷
害
〔
の
誓
い
〕
を
固
く
確
立
し
た
と
理
解
す
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
非
暴
力
の
誓
い
を

含
め
た
自
己
統
制
を
達
成
し
た
ヨ
ー
ギ
ー
が
持
つ
外
的
現
実
へ
の
影
響

力
は
、「
超
自
然
的
／
呪
術
的
力
（siddhi

、aiścarya
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

）
40
（

。

　

ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
的
非
暴
力
思
想
も
、
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
的
非
暴
力
思
想
も
、
同
じ
意
味

で
は
無
い
も
の
の
、
単
な
る
物
理
的
暴
力
の
否
定
と
い
う
意
味
を
越
え

た
行
為
者
の
心
理
状
態
と
外
的
現
実
と
の
一
致
の
重
要
性
を
説
い
て
い

る
点
で
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
こ
の
よ
う
な
内

外
一
致
の
非
暴
力
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
一
五

年
以
降
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
思
想
に
関
す
る
様
々
な
発
言
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る

）
41
（

。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
に
イ
ン
ド
で

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
の
宗
教
間
暴
力
が
激
し
く

な
っ
て
き
た
頃
か
ら
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
頻
繁
に
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
は
自
身
の
定
義
上
の
完
全
な
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
を
達
成
で
き

た
と
断
言
で
き
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
私
は
自
身
の
思
考
に
対

す
る
統
制
を
ま
だ
得
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
非
暴
力
の
探
求
を
必

要
と
し
て
い
る
。
私
の
非
暴
力
が
伝
染
的
（contagious

）
で
感
染

的
（infectious

）
に
な
る
た
め
に
は
、
私
は
自
身
の
思
考
に
対
す

る
よ
り
大
き
な
統
制
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（H
J 

、 

一
九
三
八
年
七
月
二
十
三
日
号
）

　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
に
よ
る
内
面
の
心
理
的
浄
化

と
現
象
世
界
に
お
け
る
物
理
的
非
暴
力
の
実
現
と
が
常
に
共
時
的
に
対

応
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
社
会
の
理
想

は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
自
身
の
内
面
に
お
け
る
性

欲
の
克
服
と
い
う
心
理
的
主
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
独
自
の
非
暴
力
思
想
の
意
味
に
着
目
し
た

時
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
な
ぜ
プ
ー
ン
カ
ー
の
事
実
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
す
ぐ
に
乳
汁
放
棄
の
決
断
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
も
初
め
て

充
全
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
語
っ

て
い
た
プ
ー
ン
カ
ー
の
文
献
か
ら
受
け
た
と
い
う
「
呪
術
的
」
な
影
響

と
は
詰
ま
る
所
、
プ
ー
ン
カ
ー
と
い
う
残
虐
な
外
的
現
実
を
知
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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に
よ
っ
て

0

0

0

0

、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヤ
の
実
験
が
失
敗
し
て
い
た
こ
と
に
は
っ
き
り
と
気
付
い
た
こ
と

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

を
意

味
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
外
面
世
界
の
暴
力
性
は
、
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
自
身
の
心
の
中
に
発
生
し
て
い
た
情
欲
を
反
映
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。

　

よ
り
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
可
能
で
あ
る
。
第
一
節
・
第
二

項
で
見
た
よ
う
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
行
っ
て
い
た

ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
の
一
つ
で
あ
る
精
液
結
集
の
実
践
に
よ
っ

て
、
精
液
を
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
に
必
要
不
可
欠
な
シ
ャ
ク

テ
ィ
に
変
換
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
。
も
し
、
実
験
が
成
功
し
て
い

た
場
合
（
つ
ま
り
、
精
液
が
シ
ャ
ク
テ
ィ
に
変
換
し
て
い
た
場
合
）
、
外
的

現
実
に
お
い
て
非
暴
力
的
状
態
が
実
現
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
一
九
一
二
年
に
目
に
し
た
の
は
プ
ー
ン
カ
ー

と
い
う
社
会
的
暴
力
の
実
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
精
液
が
シ
ャ
ク

テ
ィ
で
は
な
く
情
欲
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
を
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
知

ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
ま
さ
に
こ
の
時
に
そ
れ

ま
で
茫
洋
と
感
じ
て
い
た
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
感
情
が
「
友
情
」
の
域

を
超
え
る
性
的
性
質
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会

的
暴
力
を
撤
廃
す
る
最
善
の
方
法
が
自
己
の
心
の
「
浄
化
」
に
あ
る
と

信
じ
て
い
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
、
そ
の
後
に
わ
か
に
、
精
液
と
性
欲
を

増
加
す
る
恐
れ
の
あ
る
乳
汁
を
絶
つ
こ
と
を
誓
っ
た
。

　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
一
九
一
三
年
七
月
二
日
付
の
親
戚
の
ジ
ャ
ム
ナ
ー

ダ
ー
ス
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
宛
て
の
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
告
白
し
て

い
る
。搾

乳
の
主
題
〔
＝
プ
ー
ン
カ
ー
〕
に
触
れ
た
本
に
ざ
っ
と
目
を
通

し
た
。
私
は
〔
そ
れ
が
〕
良
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
だ
が

0

0

、
私0

の0

〔
心
の

0

0

〕
状
態
こ
そ
が
そ
の
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
に
思
わ
せ
た

0

0

0

0

0

〕
で
あ
っ
た

0

0

0

0

。

誰
か
が
肉
の
中
に
身
体
（śarīr

）
に
極
め
て
良
く
働
く
要
素
を
証

明
し
た
と
し
て
も
、
〔
私
は
〕
そ
れ
を
放
棄
（tyāgya

）
す
る
。
そ

の
よ
う
に
乳
汁
に
つ
い
て
も
信
じ
て
い
る
。

 

（G
A 12: 106; 

強
調
筆
者
）

　

ま
た
、
乳
汁
放
棄
が
誓
わ
れ
た
同
じ
年
に
書
か
れ
た
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ

宛
て
の
書
簡
（
一
九
一
二
年
八
月
三
十
日
付
）
で

）
42
（

、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

我
々
は
あ
る
意
味
で
、
世
界
の
全
て
の
悲
惨
さ
、
つ
ま
り
、
我
々

の
周
囲
に
あ
る
全
て
の
不
完
全
さ
の
た
め
に
咎
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
我
々
が
完
全
に
な
る
時
に
完
全
に
な
る
。

 

（G
KP, G

roup 1, N
AI, S. N

o. 9

）

　

以
上
、
（
1
）
乳
汁
放
棄
に
至
る
過
程
で
問
題
視
さ
れ
て
い
た
「
霊

的
観
点
」
や
「
霊
的
利
益
」
の
意
味
（
す
な
わ
ち
、「
情
欲
」
の
問
題
）
と
、
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（
2
）
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
原
非
暴
力
の
形
而
上
学
的
含
意
（
す
な
わ
ち
、

呪
術
的
影
響
の
意
味
）
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
し
た
。

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
の
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
の

背
後
で
行
わ
れ
て
い
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
ブ
ラ
フ

マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
に
つ
い
て
分
析
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一

見
些
細
に
見
え
る
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
に
見

出
せ
る
性
認
識
が
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
原
非
暴
力
思
想
を
理
解
す
る
上

で
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
の
原
非
暴
力
と
は
単
に
物
理
的
レ
ベ
ル
の
暴
力
の
不
在
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
自
身
の
性
欲
＝
情
欲
と
い
う
身

体
的
・
心
理
的
レ
ベ
ル
の
暴
力
の
問
題
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
も
の

な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
お
け
る
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
原
非

暴
力
思
想
の
解
明
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
イ
ン
ド
独
立
運
動
期
に
お
け

る
様
々
な
非
暴
力
行
動
（
第
一
次
非
協
力
運
動
、
塩
の
行
進
、
不
可
触
民
撤

廃
運
動
、
「
イ
ン
ド
を
立
ち
去
れ
運
動
」
等
）
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
に
少

な
か
ら
ぬ
修
正
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る

）
43
（

。

 

（
は
ざ
ま
・
え
い
じ
ろ
う
／
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
、
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

本
稿
で
使
用
す
る
以
下
の
史
料
に
つ
い
て
は
本
文
・
脚
注
と
も
に
略
号
を

用
い
る
。
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
著
作
・
全
集
：D

akṣiṇ Āphrikānā Satyāgrahano 

Itihās, Am
dā vā d: N

avjī van Prakāś an M
andir, 1950

は

D
ASI

、Satyanā 

Prayogo athvā Ātm
akathā, Am

dā vā d: N
avjī van Prakāś an M

andir, 1947

は

AK

、G
āndhījīno Ak ṣardeh: M

ahātm
ā G

āndhīnā ṃ
 Lakhā ṇo, Bhā ṣa ṇo, Patro 

Vagereno Sa ṅgrah, 82 vols, Am
dā vā d: N

avjī van Prakāś an M
andir, 1967-

1992

は

G
A

、Th
e C

ollected W
orks of M

ahatm
a G

andhi, 100 vols, N
ew

 
D

elhi: Publications D
ivision, M

inistry of Inform
ation and 

Broadcasting, G
overnm

ent of India, 1956-1994

はC
W

M
G

。
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
自
身
が
発
行
し
て
い
た
週
刊
紙
： H

arijan, 1933-1955

はH
J

、

H
arijanbandhu, 1933-1955

はH
JB

。

原

物

史

料
：G

andhi-Kallenbach 

Papers

はG
KP

（
尚
、G

KP

に
つ
い
て
は
デ
リ
ー
のN

ational Archives of 
India (N

AI)

で
収
集
し
た
も
の
とN

ehru M
em

orial M
useum

 and Library 
(N

M
M

L)

で
収
集
し
た
も
の
を
用
い
る
。
適
宜
、
所
蔵
館
の
略
号
を
付
記

す
る
）
、Kallenbach Paper, Satyagraha H

ouse, Johannesburg

はKP 

。
二
次

史
料
：Sarid, Isa, and Bartolf, C

hristian, H
erm

ann Kallenbach: M
ahatm

a 

G
andhi’s Friend in South Africa, Berlin: G

andhi-Inform
ations-Z

entrum
 

(Selbstverlag), 1997

は

H
K

、Lev, Shim
on, Soulm

ates: T
he Story of 

M
ahatm

a G
andhi and H

erm
ann K

allenbach, H
yderabad: O

rient 
Blacksw

an, 2012

はG
K 

。

（
2
） 

例
え

ば
、M

arkovits, C
laude, Th

e U
nG

andhian G
andhi: Th

e Life and 

Afterlife of the M
ahatm

a, London: Anthem
 Press, 2004; Lelyveld, Joseph, 

G
reat Soul: M

ahatm
a G

andhi and H
is Struggle w

ith India, N
ew

 York: 
K

nopf, 2011; D
esai, Ashw

in, and Vahed, G
oolam

, T
he South African 

G
andhi: Stretcher-Bearer of Em

pire, Stanford: Stanford U
niversity Press, 

2016
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
3
） 

古
典
的
に
、
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
『
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
』
に
記
さ
れ
る

「
禁ヤ

マ戒
」
の
一
つ
で
あ
り
、
（
性
的
）
禁
欲
・
独
身
の
誓
い
を
意
味
す
る
。
あ

る
い
は
、
『
ダ
ル
マ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
の
中
で
制
定
さ
れ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
四
つ
の
「
住

ア
ー
シ
ュ
ラ
マ

期
」
の
一
つ
で
あ
る
「
独
身
期
／
学
生
期
」
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
。

（
4
） 
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
一
九
四
四
年
頃
か
ら
一
九
四
八
年
に
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
、

血
の
繋
が
り
の
あ
る
マ
ヌ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
や
ア
バ
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
を
始

め
と
し
た
側
近
女
性
と
裸
で
寝
床
を
共
に
す
る
実
験
を
行
っ
た
。
詳
細
は
、

間
永
次
郎
、
「
M
・
K
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
性

―
―
晩
年
『
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
ル
ヤ
の
実
験
』
再
考
」
『
ア
ジ
ア
研
究
』
第
五

八
巻
四
号
、
二
〇
一
二
、
三
七
―
四
九
頁
、
第
五
九
巻
一
・
二
号
、
二
〇
一

三
、
五
四
―
五
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） Lal, V

inay, “N
akedness, N

onviolence, and Brahm
acharya: G

andhi ’s 
Experim

ents in C
elibate Sexulaity, ” Journal of the H

istory of Sexuality, 9 

（1/2

）, 2000, pp. 105-36; Alter, Joseph, G
andhi’s Body: Sex, D

iet, and the 

Politics of N
ationalism

, Philadelphia: U
niversity of Pennsylvania Press, 

2000; K
um

ar, G
irja, Brahm

acharya: G
andhi and H

is W
om

en Associates, 
N

ew
 D

elhi: V
itasta, 2006; Veena R

. H
ow

ard, G
andhi’s Ascetic Activism

: 

Renunciation and Social Action, Albany: State U
niversity of N

ew
 York, 

2013.

（
6
） 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
・
グ
ジ
ャ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
の
「
真
理
（satya
）
」
と
「
堅

持
／
主
張
（āgraha

）
」
を
結
合
し
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
よ
る
造
語
。
一
九
二

〇
年
代
の
独
立
闘
争
以
降
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
「
非
暴
力
抵
抗

（nonviolent resistance

）
」
等
の
訳
語
で
も
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
7
） non-violence

は
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
不

殺
生
／
不
傷
害
」を
意
味
す
るahi ṃ

sā

の
訳
語
。
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
、
ガ
ー

ン
デ
ィ
ー
のnon-violence

とahi ṃ
sā

の
両
方
を
「
非
暴
力
」
と
訳
す
。

ahi ṃ
sā

やnon-violence

と
い
う
語
の
使
用
期
限
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
間

永
次
郎
「
M
・
K
・
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
政
治
的ahi ṃ

sā

の
起
源
―
―“H

ind 
Sw

arā jya ” 

（1909

）
か
らahi ṃ

sāvrat 

（1915

）
ま
で
」
『
南
ア
ジ
ア
研
究
』

第
二
三
号
、
二
〇
一
一
、
七
―
三
〇
頁
参
照
。

（
8
） Alter, G

andhi’s Body, p. 24.

（
9
） 

間
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
性
」
、
お
よ
びH

azam
a, Eijiro, “Th

e Paradox 
of G

andhian Secularism
: T

he M
etaphysical Im

plication behind 
G

andhi ’s ’Individualization of Religion ’, ” M
odern Asian Studies, 51 

（5

）, 
2017, pp. 1394-1438

参
照
。

（
10
） H

ow
ard, G

andhi’s Ascetic Activism
.

（
11
） 

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
生
ま
れ
て
か
ら
十
八
歳
ま
で
（
一
八
六
九
―
一
八
八
八

年
）
を
西
イ
ン
ド
・
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
で
過
ご
し
、
十
九
歳
か
ら
二
十
一
歳
ま

で
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
（
一
八
八
八
―
一
八
九
一
年
）
、
二
十
三
歳
か
ら
四

十
四
歳
ま
で
（
一
八
九
三
―
一
九
一
四
年
）
を
南
ア
フ
リ
カ
で
過
ご
し
た
。

四
十
五
歳
（
一
九
一
五
年
）
に
イ
ン
ド
に
帰
国
し
て
か
ら
は
、
七
十
八
歳
に

暗
殺
さ
れ
る
ま
で
イ
ン
ド
で
過
ご
し
た
。

（
12
） 

オ
ル
タ
ー
は
、
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
と
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
と
の
「
決

定
的
」
結
び
付
き
を
説
明
す
る
唯
一
の
論
拠
を
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
秘
書
に

よ
る
自
叙
伝
の
英
訳
（Th

e Story of M
y Experim

ents w
ith Truth

）
の
第
四
部
・

第
二
四
章
の
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
言
葉
に
の
み
求
め
て
い
る
。す
な
わ
ち
、
サ
ッ

テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
開
始
の
直
前
に
、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
誓
い
が
立
て
ら

れ
た
と
い
う
時
系
列
的
事
実
の
み
が
、
両
者
の
結
び
付
き
を
説
明
す
る
論
拠

と
な
っ
て
い
る
（Alter, Ibid, pp. 24-25

）
。

（
13
） 

間
「
政
治
的ahi ṃ

sā

の
起
源
」
参
照
。

（
14
） 

一
九
一
〇
年
に
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
近
郊
に
設
立
。
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
の
精

神
に
賛
同
す
る
約
九
〇
人
の
サ
ッ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
闘
争
の
参
加
者
が
、

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
共
同
生
活
を
行
っ
た
。

（
15
） 
唐
辛
子
な
ど
の
刺
激
物
を
雌
牛
の
乳
に
吹
き
付
け
る
強
制
的
搾
乳
。

（
16
） 
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
同
じ
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
出
身
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
。
ガ
ー
ン



社会思想史研究　No. 42　2018

　●　112

デ
ィ
ー
は
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
か
ら
甚
大
な
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
こ

と
を
、
生
涯
の
様
々
な
場
所
で
述
べ
て
い
た
（AK: 144-147; G

A 32: 3; 3: 
218; 9: 290-291; 13: 135, 271-274, 282-283; 25: 340; 37: 246-252; 
43: 111

）
。

（
17
） R

ā jcandra, Ś rī m
ad, M

ok ṣam
ā ḷā, Agā s: Ś rī m

ad R
ā jcandra Ā

ś ram
, 2010, 

p. 187.

（
18
） 

だ
が
、
晩
年
に
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
言
葉
を
引
用
し
た
際
に
、
ガ
ー
ン

デ
ィ
ー
は
そ
の
思
想
の
意
義
を
無
意
味
な
禁
欲
主
義
的
戒
律
と
し
て
退
け
た
。

詳
細
は
、H

azam
a, “Th

e Paradox of G
andhian Secularism

”, pp. 1409-
1412

を
参
照
。

（
19
） G

K: 18-20; Levyveld, Ibid., p. 88, 369

を
参
照
。

（
20
） D

esai and Vahed, Ibid.

（
21
） H

ay, Stephen, “T
he M

aking of a Late-V
ictorian H

indu: M
. K

. 
G

andhi in London, 1888-1891, ” Victorian Studies, 33 

（1

）, 1989, p. 86, 
89; C

aplan, Pat, T
he C

ultural C
onstruction of Sexuality, N

ew
 York: 

Tavistock, 1987, pp. 271-295.

（
22
） M

ason, M
., T

he M
aking of V

ictorian Sexuality, O
xford U

niversity 
Press, 1994, pp. 171-2.

（
23
） 

本
稿
の
注
（
1
）
参
照
。

（
24
） G

K; G
uha, R

am
achandra, G

andhi before India, N
ew

 York: V
intage 

Books, 2015.

（
25
） 

現
在
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
関
連
の
一
次
史
料
の
ほ
と
ん
ど
はN

AI

（
略
号
は
、

注
（
1
）
参
照
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
二
〇
一

七
年
二
月
か
ら
三
月
にN

AI

で
史
料
収
集
を
し
た
限
り
、
一
部
の
史
料
は

ア
ク
セ
ス
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
史

料
の
複
写
はN

M
M

L

と
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
の
ク
ラ
ー
ル
（
現Satyagraha 

H
ouse

）
で
入
手
で
き
た
。

（
26
） 

カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
こ
の
時
の
同
居
生
活
が
、
「
生
涯
に
お
け
る
最
も
幸
福

な
時
間
」
で
あ
っ
た
と
後
に
回
想
し
て
い
る
（G

KP, G
roup 6, N

AI, S. 
N

o. 28

）
。

（
27
） 

本
稿
で
引
用
し
た
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
間
の
書
簡
は
全
体
の

氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
。
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
期
で
最
も
多
い
時
は
、
ほ
と

ん
ど
毎
日
の
ペ
ー
ス
で
書
簡
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
、G

KP, 
G

roup. 1, N
AI, S. N

o. 19; G
roup 5, N

AI, S. N
o. 26; G

roup 12, N
AI, 

S. N
o. 115; G

KP, G
roup 1, N

M
M

L, S. N
o. 2, 9, 62, 130, 231

は
、
彼

ら
の
親
密
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。

（
28
） 

「
ワ
セ
リ
ン
」
の
使
用
を
始
め
、
引
用
箇
所
に
あ
る
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
言

葉
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
仮
に
南
ア
フ

リ
カ
滞
在
期
の
一
時
期
に
、
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
の
間
に
何
ら
か
の
形
の
「
性

交
渉
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
後
述
す
る
通
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
射

精
と
情
欲
が
発
生
す
る
限
り
で
原
則
的
に
禁
じ
て
い
た
。

（
29
） H

unt, Jam
es D

., and Bhana, Surendra, “Spiritual R
ope-W

alkers: 
G

andhi, K
allenbach, and the Tolstoy Farm

, 1910-13, ” South African 
H

istorical Journal, 58, 2007, pp. 176n6.

（
30
） H

azam
a, E

ijiro, “B
rahm

acarya as R
om

ance? Som
e U

nknow
n 

Traditional O
rigins of G

andhi ’s R
eligious Politics, ” in V

inay Lal and 
Istvan Perczel, eds., G

andhi in a G
lobalized W

orld, N
ew

 D
elhi: O

xford 
U

niversity Press, forthcom
ing; “Th

e Paradox of G
andhian Secularism

, ” 
p. 1417n98

参
照
。

（
31
） V

ivekananda, Sw
am

i, “R
aja-Yoga, ” in Th

e C
om

plete W
orks of Sw

am
i 

Vivekananda, vol. 1, C
alcutta: Advaita Ashram

, 1965, pp. 119-313.

（
32
） 

例
え
ば
、
先
の
引
用
に
も
あ
っ
た
通
り
、
し
ば
し
ば
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
は
カ

レ
ン
バ
ッ
ハ
に
対
す
る
親
密
な
感
情
を
「
自
己
中
心
性
」
や
「
堕
落
」
と
い
っ

た
否
定
的
な
性
質
の
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
た
。

（
33
） 
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
送
っ
た
書
簡
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
に

よ
っ
て
生
前
中
に
「
破
棄
」
さ
れ
た
。
一
九
〇
九
年
七
月
三
十
日
付
の
ガ
ー
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ン
デ
ィ
ー
か
ら
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
宛
て
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ

る
。
「
あ
な
た
が
送
っ
て
く
れ
る
手
紙
は
魅
力
的
で
あ
る
。
あ
な
た
が
そ
れ

ら
を
私
以
外
の
人
に
読
ん
で
欲
し
く
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

私
が
あ
る
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
頻
繁
に
行
き
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
私
は
そ
れ
ら
を
破
棄
し
よ
う
と
思
う
」
（G

KP, G
roup 1, N

M
M

L, S. 
N

o. 9
）
。

（
34
） 

ち
な
み
に
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
四
男
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ー
ス
は
、
一
九
〇
八
年

か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
と
の
活
動
に
つ

い
て
カ
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
自
伝
を
書
く
こ
と
を
度
々
依
頼
し
た
が
、
カ
レ
ン

バ
ッ
ハ
は
そ
の
依
頼
に
生
涯
応
え
な
か
っ
た
（G

KP, G
roup 6, N

AI, S. 
N

o. 30

）
。

（
35
） 

だ
が
、
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
は
「
非
暴
力
」
よ
り
も
「
慈
悲
（dayā

）
」

と
い
う
言
葉
を
よ
り
頻
繁
に
用
い
て
い
た
。

（
36
） 

ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
非
暴
力
思
想
に
関
す
る
教
え
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー

の
質
問
に
対
す
る
九
番
目
と
一
一
番
目
の
回
答
の
中
で
も
語
ら
れ
て
い
る

（K
alā rthī , M

ukulbhāī , ed., Śrīm
ad Rājcandra ane G

āndhījī, A
m

dā vā d: 
G

ujarā t V
idyā pīṭ h, 2000, pp. 102-104

）
。

（
37
） K

alā rthī , Ibid., p. 112.

（
38
） 

「
非
暴
力
の
状
態
が
確
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
傍
で
、
全
て
が
敵
意

を
捨
て
る
」
（
筆
者
訳
）
。

（
39
） V

ivekananda, Ibid., p. 262.

（
40
） V

ivekananda, Ibid., pp. 270-288, 280-281, 289.

（
41
） 

間
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
性
」
四
一
―
四
七
頁
、
お
よ
びH

azam
a, “Th

e 
Paradox of G

andhian Secularism
”, pp. 1418-1437

参
照
。

（
42
） 

乳
汁
放
棄
の
誓
い
は
、
一
九
一
二
年
末
頃
に
交
わ
さ
れ
た
（G

KP, G
roup 

10, N
AI, S. N

o. 4

）
。

（
43
） 

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
の
内
外
一
致
の
非
暴
力
思
想
が
、
独
立
運
動
の
中
で
如
何

に
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
間
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
性
」
や

H
azam

a, “Th
e Paradox of G

andhian Secularism
”

を

参

照
。

ま

た
、

H
azam

a, “Th
e Paradox of G

andhian Secularism
”

で
論
じ
た
よ
う
に
、
南

ア
フ
リ
カ
滞
在
期
に
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
が
影
響
を
受
け
て
い
た
ラ
ー
ジ
チ
ャ
ン

ド
ラ
の
精
液
概
念
理
解
は
、
イ
ン
ド
帰
国
後
に
近
代
タ
ン
ト
ラ
思
想
の
受
容

等
に
よ
り
大
き
く
変
容
し
た
。
こ
の
点
を
知
る
こ
と
は
、
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
晩

年
の
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
の
実
験
（
女
性
と
の
裸
の
同
衾
）
を
適
切
に
理
解

す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
、
非
暴
力
、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
リ
ヤ
、
サ
ッ
テ
ィ

ヤ
ー
グ
ラ
ハ
、
南
ア
フ
リ
カ
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は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
以
降
の
シ
リ
ア
内
戦
が
引
き
起
こ
し
た
大
規
模
な
避
難

民
流
出
は
、
国
際
社
会
の
言
論
状
況
を
分
裂
さ
せ
て
い
る
。
一
方
で
、

国
境
を
越
え
て
移
動
す
る
人
々
の
脆
弱
性
と
保
護
の
必
要
性
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
他
方
で
、
そ
う
し
た
人
々
の
大
規
模
な
移
動
が
受
け

入
れ
社
会
に
引
き
起
こ
す
多
様
な
「
問
題
」
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
論

争
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
。
双
方
の
議
論
は
同
時
並
行
で
展
開
さ
れ
な

が
ら
も
、
必
ず
し
も
接
点
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
に
あ
る
。
そ
う
し
た
分

裂
の
根
本
的
な
原
因
を
探
求
す
る
な
ら
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国

際
社
会
で
確
立
さ
れ
た
人
の
移
動
を
め
ぐ
る
国
際
レ
ジ
ー
ム
に
行
き
着

く
で
あ
ろ
う

）
1
（

。

　

本
論
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
い
て
難
民
移
動

に
関
す
る
認
識
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
思

想
史
的
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の
固
定
化
し
た
認
識
枠
組
み
を
乗

り
越
え
る
可
能
性
を
探
っ
て
い
く

）
2
（

。
第
一
に
、
学
問
領
域
と
し
て
の
難

民
研
究
が
誕
生
し
て
き
た
そ
の
来
歴
を
素
描
す
る
。
第
二
に
、
「
難
民

問
題
」
の
解
決
を
目
的
と
し
た
難
民
研
究
に
と
っ
て
、
難
民
移
動
が
ど

の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
三
に
、
難
民
と
い

う
存
在
と
近
代
以
降
に
確
立
し
た
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
と
の
根
源
的
な

関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
難
民
研
究
が
抱
え
込
む

〈
公
募
論
文
〉

「
難
民
研
究
」へ
の
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ

【
リ
ベ
ラ
ル
な
難
民
観
を
超
え
て
】

山
岡
健
次
郎
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認
識
論
上
の
ア
ポ
リ
ア
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
難
民

研
究
と
国
際
的
な
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
前
提
と
し
て
き
た
リ
ベ
ラ
ル

な
難
民
観
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
五
に
、
そ
う
し
た
従
来
ま
で
の
リ
ベ

ラ
ル
な
難
民
観
が
見
落
と
し
て
き
た
難
民
移
動
に
ま
つ
わ
る
集
団
性
・

共
同
性
の
次
元
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
難
民
が
「
エ
グ
ザ
イ

ル
」
と
し
て
連
帯
し
て
い
く
可
能
性
を
展
望
す
る
。

難
民
研
究
の
は
じ
ま
り

　

難
民
研
究
と
い
う
学
問
分
野
が
確
立
さ
れ
て
き
た
の
は
、
一
九
八
〇

年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る

）
3
（

。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
難
民
移
動

と
い
う
現
象
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
以
前
に
も
様
々
な
場
所
と
時
代
で
幾

度
も
発
生
し
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
に
難

民
移
動
が
体
系
的
な
学
問
の
研
究
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ

が
解
決
困
難
な
「
問
題
」
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、
難
民
移
動
は
変
則
的
な
一
時
的
現
象
で
あ
っ

て
、
や
が
て
は
終
息
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
頃
か
ら
、
難
民
移
動
を
め
ぐ
る
状
況
（
よ

り
正
確
に
言
え
ば
、
状
況
認
識
）
に
変
化
が
訪
れ
た
。
難
民
移
動
は
容
易

に
は
終
息
せ
ず
、
国
際
社
会
に
よ
る
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
以
下
、
ま
ず
は
そ
の
経
過
を
振

り
返
っ
て
お
く
。

　

現
在
で
は
、
難
民
を
人
道
援
助
の
対
象
と
み
な
す
こ
と
は
ご
く
自
然

な
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
難
民
が
人
道
の
対

象
と
な
っ
た
の
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
古
い
話
で
は
な
い
。
難

民
移
動
は
古
今
東
西
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
発
生
し
て
い
た
が
、
難
民
と

人
道
と
が
結
び
つ
い
た
の
は
、
難
民
が
一
つ
の
共
同
体
か
ら
追
い
出
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
定
着
す
べ
き
別
の
共
同
体
を
見
つ
け
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
る

）
4
（

。
あ
る
種

の
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
人
々
と
い
う
の
は

人
類
の
歴
史
上
数
多
く
発
生
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
人
々
は
、
別
の

場
所
に
移
動
し
そ
こ
で
生
活
を
再
建
し
て
い
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、

外
部
か
ら
の
人
道
援
助
の
必
要
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
代
の
難
民
の
よ

う
に
、
あ
る
共
同
体
で
住
む
場
所
を
追
わ
れ
た
人
々
が
別
の
ど
こ
か
に

新
た
な
自
分
た
ち
の
居
場
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、

脆
弱
な
存
在
と
し
て
援
助
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
難
民
は
、
行

き
場
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
道
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
的
な
意
味
の
難
民
発
生
の
は
じ
ま
り
に
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革

命
の
動
乱
を
め
ぐ
る
難
民
移
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た

文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
革
命
の
動
乱
を
逃
れ
た
人
々
は
行
き
場
を
失

い
、
国
際
社
会
の
保
護
が
必
要
な
存
在
と
な
り
、「
ナ
ン
セ
ン
・
パ
ス
ポ
ー

ト
」
と
い
う
特
殊
な
身
分
証
明
書
を
発
行
し
な
け
れ
ば
そ
の
地
位
が
保

障
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た

）
5
（

。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
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お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
占
領
地
域
を
追
い
出
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
受
け
入

れ
に
関
し
て
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
消
極
的
な
姿
勢
に
終
始
し
た
こ

と
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
強
制
収
容
所
以
外
の
行
き
場
を
失
っ
て
し

ま
っ
た

）
6
（

。
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
「
最
終
的
解
決
」
と
は
、
現
代
の
「
難
民

問
題
」
が
抱
え
る
本
質
的
な
困
難
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
戦
後
、
ド
イ
ツ
占
領
地
域
に
残
さ
れ
た
東
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

出
身
者
た
ち
が
ソ
連
の
影
響
下
に
あ
る
出
身
国
へ
の
帰
国
を
拒
ん
だ
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
人
々
を
い
か
に
保
護
す
べ
き
か
が
問
題
化
し

た
。
こ
の
と
き
、
戦
後
の
国
際
秩
序
と
し
て
の
東
西
冷
戦
体
制
が
人
の

移
動
を
強
く
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
五
一
年
の
「
難
民
の
地
位

に
関
す
る
条
約
」
（
以
下
、
難
民
条
約
）
は
明
ら
か
に
、
東
側
の
共
産
圏

か
ら
自
由
を
求
め
て
西
側
に
移
動
し
て
く
る
個
人
を
前
提
と
し
て
い
て
、

「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
人
の
移
動
を
制
限
し
て
い
る
た
め
に
そ
う
し
た

移
動
も
大
規
模
に
な
る
こ
と
な
く
、
西
側
自
由
主
義
圏
は
寛
容
な
姿
勢

で
難
民
を
受
け
入
れ
諸
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
冷
戦
に
規

定
さ
れ
た
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
の
働
き
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
難
民
危
機
は
一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
に
は
終
息
し
て
い
っ
た

）
7
（

。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
確
立
し
た
難
民
保
護
の
た
め
の
国
際
的
な
レ
ジ
ー

ム
は
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
で
発
生
す
る
難
民
移
動
に
関
し
て
は

必
ず
し
も
有
効
に
機
能
し
な
い
こ
と
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て

徐
々
に
顕
わ
と
な
っ
て
き
た
。
脱
植
民
地
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
独
立
し
て

い
っ
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新
興
国
家
の
自
立
化
の
道
は
容
易
で
な

く
、
国
家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
で
様
々
な
紛
争
を
抱
え
込
む
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
「
暴
力
か
ら
逃
走
」
す
る
よ
う
に
し
て
、
大
量
の
難

民
が
発
展
途
上
地
域
で
発
生
し
て
い
く

）
8
（

。
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
難
民

移
動
が
「
東
（
共
産
主
義
圏
）
」
か
ら
「
西
（
自
由
主
義
圏
）
」
へ
の
移
動

で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
発
展
途
上
世
界
で
発
生
し
た
難
民
移
動
は
、

「
南
（
発
展
途
上
世
界
）
」
か
ら
そ
の
周
辺
各
国
の
「
南
」
へ
の
移
動
、

さ
ら
に
は
貧
し
い
「
南
」
か
ら
豊
か
な
「
北
（
先
進
工
業
世
界
）
」
へ
の

移
動
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　

「
南
」
か
ら
「
南
」
へ
の
移
動
で
は
、
難
民
の
流
入
に
よ
っ
て
同
じ

く
発
展
途
上
に
あ
る
隣
国
の
政
治
・
社
会
的
な
安
定
が
脅
か
さ
れ
る
た

め
、
難
民
の
キ
ャ
ン
プ
へ
の
収
容
が
広
く
行
わ
れ
る
。
難
民
キ
ャ
ン
プ

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
U 

N 

H 

C 

R
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
機
関
や
国

際
的
な
N 

G 

O
に
よ
る
人
道
援
助
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
反
面
、
難
民

た
ち
は
援
助
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
キ
ャ
ン
プ
生
活
が
長
期
化
し
、

さ
ら
に
は
、
キ
ャ
ン
プ
と
い
う
空
間
が
反
政
府
武
装
組
織
の
拠
点
と
な

る
な
ど
複
雑
化
し
た
問
題
が
発
生
し
て
き
た

）
9
（

。

　

他
方
で
、
さ
ら
な
る
安
全
と
豊
か
さ
を
目
指
し
て
「
南
」
か
ら
「
北
」

へ
と
移
動
す
る
移
民
・
難
民
の
波
も
一
九
七
〇
年
代
後
半
ご
ろ
か
ら
問

題
視
さ
れ
始
め
る
。
北
側
先
進
世
界
の
西
欧
諸
国
は
、
戦
後
復
興
の
た

め
に
東
欧
や
旧
植
民
地
か
ら
の
移
民
を
低
賃
金
労
働
力
と
し
て
受
け
入

れ
て
き
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
高
度
経
済
成
長
が
終
わ
り
を

迎
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
外
国
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
が
停
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止
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
新
た
に
「
南
」
の
貧
し
い
地

域
か
ら
や
っ
て
く
る
難
民
た
ち
と
い
う
の
は
、
「
北
」
の
先
進
諸
国
に

と
っ
て
は
重
荷
で
し
か
な
か
っ
た
。
く
わ
え
て
、「
東
」
か
ら
や
っ
て
来
る

難
民
と
違
っ
て
、
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
わ
り
の
薄
い
「
南
」
か
ら

の
難
民
た
ち
を
受
け
入
れ
る
政
治
的
な
メ
リ
ッ
ト
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、こ
の
頃
か
ら
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
「
庇

護
の
衰
退
」
と
い
っ
た
事
態
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

）
10
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
応
答
す
る
よ
う
に
し
て
、
一
九
八
〇

年
代
頃
か
ら
「
難
民
研
究
」
と
い
う
学
問
分
野
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。
一
九
八
三
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
難
民

研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
、
「
難
民
研
究
所
」
と
な
る
）
が

開
設
さ
れ
、
一
九
八
八
年
に
は
難
民
研
究
の
専
門
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
あ
る

Journal of Refugee Studies

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
多
様
な
学
問

分
野
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
学
際
的
な
分
野
と
し
て
難
民
研
究
は

発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
難
民
研
究

は
、
「
難
民
問
題
」
の
解
決
を
目
指
す
と
い
う
実
践
的
な
目
標
を
掲
げ

て
い
る
。
こ
の
世
界
で
居
場
所
を
失
っ
た
難
民
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

も
う
一
度
居
場
所
を
取
り
戻
せ
る
の
か
、
と
い
う
難
問
こ
そ
が
、
難
民

研
究
が
取
り
組
む
べ
き
共
通
の
課
題
と
な
っ
た
。

「
難
民
問
題
」の
解
決
と
は

　

「
難
民
問
題
」
に
お
け
る
一
般
的
な
解
決
策
と
さ
れ
る
の
は
、
①
受

け
入
れ
社
会
へ
の
統
合
、
②
第
三
国
へ
の
再
定
住
、
③
出
身
国
へ
の
帰

国
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
①
と
②
、
す
な
わ
ち
他
国
に
お
け
る
庇
護
は
、

戦
後
の
東
西
冷
戦
と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
可
能
と
な
る
解
決
策

で
あ
ろ
う
。
西
側
の
自
由
主
義
国
が
東
側
の
共
産
主
義
国
か
ら
自
由
を

求
め
て
逃
れ
て
く
る
人
々
を
寛
容
な
姿
勢
で
受
け
入
れ
市
民
権
を
与
え

る
と
い
う
構
図
は
、
東
西
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
冷
戦
体
制
が
崩
壊
し
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
そ
う
し
た

庇
護
に
よ
る
解
決
の
道
は
狭
ま
っ
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
③
の
出

身
国
へ
の
帰
国
が
「
難
民
問
題
」
の
解
決
策
と
し
て
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。

　

そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
難
民
研
究
に
お
い
て
も
新
し
い
問
題
意

識
が
芽
生
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
各
国
で
庇
護
が
衰
退
し
て
い
く
反

面
で
、
国
際
社
会
で
は
そ
も
そ
も
難
民
を
発
生
さ
せ
て
い
る
出
身
国
の

責
任
を
追
及
す
る
言
説
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
国
連
に
お
い
て
も
一
九

八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
難
民
発
生
の
「
根
本
原
因
」
を
突
き
止
め
発
生

源
か
ら
食
い
止
め
る
と
い
う
議
論
が
活
発
に
な
り
、
さ
ら
に
は
難
民
を

発
生
さ
せ
る
よ
う
な
国
家
は
ま
と
も
な
統
治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
「
失

敗
国
家
・
破
綻
国
家
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
国
家
に
不
干
渉
の
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主
権
を
言
い
立
て
る
正
統
性
な
ど
な
く
、
国
際
社
会
が
人
道
的
に
介
入

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
に
ま
で
発
展
し
て
い
く

）
11
（

。
そ
し
て
、
難
民

が
他
国
に
「
入
国
す
る
権
利
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
認
め
が
た
い
が
、

自
国
に
「
帰
国
す
る
権
利
」
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
難
民
発
生
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
出
身
国
こ
そ
が
、

難
民
受
け
入
れ
の
負
担
を
担
う
べ
き
で
あ
り
、
難
民
を
発
生
さ
せ
た
わ

け
で
は
な
い
豊
か
で
安
定
し
た
国
々
が
そ
う
し
た
難
民
を
受
け
入
れ
保

護
す
べ
き
道
義
的
な
責
務
を
担
う
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
す
る
言
説

が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
問
題
解
決
を
至
上
命

題
と
す
る
難
民
研
究
は
、
各
国
（
と
り
わ
け
先
進
各
国
）
に
お
け
る
庇
護

の
衰
退
に
対
し
て
繰
り
返
し
懸
念
を
表
明
し
て
き
た
し
、
出
身
国
に
責

任
を
押
し
付
け
る
論
理
に
対
し
て
は
国
際
社
会
の
共
同
の
責
任
と
人
権

の
普
遍
性
を
言
い
立
て
て
き
た
。
難
民
と
い
う
脆
弱
な
存
在
を
国
際
社

会
の
弱
肉
強
食
の
ル
ー
ル
に
巻
き
込
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
、

難
民
研
究
に
携
わ
る
者
た
ち
の
共
通
の
思
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
く
ら
い
か
ら
、
従
来
の
難
民
の
定
義

（
政
治
的
迫
害
か
ら
の
避
難
）
に
は
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
が
、
貧

困
や
開
発
や
環
境
破
壊
な
ど
の
多
様
な
原
因
で
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
人
々
の
保
護
と
い
う
問
題
に
も
注
目
が
集
ま
り
始
め
、
難
民
研

究
を
強
制
移
動
研
究forced m

igration studies

と
い
う
枠
組
み
で
包

括
的
に
再
編
し
て
い
く
動
き
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

）
12
（

。
人
道

的
保
護
の
対
象
は
、
強
制
移
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
拡
張
に
伴
っ
て
拡
大

し
て
い
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
難
民
研
究
の
成
立
と
発
展
の
流
れ
が
、
近
年
、
大
き

な
曲
が
り
角
を
迎
え
て
い
る
。
シ
リ
ア
内
戦
を
き
っ
か
け
と
し
た
大
規

模
な
難
民
移
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
到
達
し
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

社
会
の
安
定
や
安
全
を
揺
る
が
し
始
め
て
い
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
る

に
つ
れ
て
、
「
移
民
・
難
民
問
題
」
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
大
な
政
治

的
課
題
と
し
て
先
鋭
化
し
て
き
た
。
現
在
、
豊
か
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界

を
目
指
す
人
々
の
動
き
の
中
に
は
、
多
様
な
移
動
が
混
在
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
真
に
保
護
が
必
要
な
難
民
移
動
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

単
に
経
済
的
な
豊
か
さ
を
求
め
て
や
っ
て
来
て
い
る
「
経
済
移
民
・
不

法
移
民
」
の
移
動
な
の
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
に
加
え

て
、
移
動
の
ル
ー
ト
も
陸
路
、
空
路
、
海
路
と
多
様
化
し
、
密
航
ビ
ジ

ネ
ス
が
横
行
す
る
な
か
で
、
移
動
を
秩
序
付
け
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困

難
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
13
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は
、

自
国
の
安
全
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
不
安
や
、
国
内
の
雇
用
が
そ
う
し
た

移
民
た
ち
に
奪
わ
れ
社
会
保
障
制
度
が
食
い
物
に
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

た
自
国
民
の
不
満
の
高
ま
り
を
受
け
て
移
動
制
限
を
厳
格
化
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
現
状
に
見
合
わ
な
い
政
策
は
そ
れ
ゆ
え
、
高
い
緊
張
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
る
。
欧
米
各
国
で
連
鎖
的
に
起
き
て
い
る
「
政
変
」

（
極
右
政
党
の
台
頭
や
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
」
現
象
な
ど
）
は
、
そ
う
し
た
難

民
移
動
を
め
ぐ
る
政
治
・
社
会
的
な
緊
張
の
産
物
で
も
あ
る
だ
ろ
う

）
14
（

。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
難
民
研
究
で
は
、
移
動
の
性
質
の
変
化
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に
注
目
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
難
民
移
動
が
他
の
移
動
と
混
合
し
て

き
て
い
る
状
況
は
、
「
混
成
移
動m

ixed m
igration

」
と
い
う
概
念
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
る

）
15
（

。
さ
ら
に
は
従
来
ま
で
の
三
様
の
解
決
策
（
統
合
、

再
定
住
、
帰
国
）
で
は
も
は
や
事
態
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

難
民
の
流
動
性
を
前
提
と
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
16
（

。
他
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
安
全
保
障

に
対
す
る
懸
念
を
受
け
て
、
よ
り
現
実
主
義
的
な
対
応
も
模
索
さ
れ
始

め
て
い
る
。
人
道
の
理
念
が
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
論
理
に
押
し
き
ら
れ
る

場
面
が
増
え
て
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

）
17
（

。

　

国
境
を
越
え
る
人
の
移
動
は
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
民
国
家
で
区
切
ら
れ
た
現
代
の
国
際
秩
序
は
そ
う
し
た
移

動
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
保
護
を
必
要
と
す
る

人
々
を
不
断
に
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
受

け
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
難
民
研
究
は
誕
生
し
た
。
し
か
し

こ
こ
に
き
て
難
民
研
究
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
抱
え
込
ん
で
い
る
ア
ポ

リ
ア
（
難
関
）
に
あ
ら
た
め
て
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
と
難
民

　

現
代
的
な
意
味
で
の
難
民
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
は
、
近
代
以
降
の

国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
と
緊
密
に
相
関
し
て
い
る
。
近
代
国
家
が
中
央
集

権
的
に
権
力
を
掌
握
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
誰
が
そ
の
国
家
の
構

成
員
で
あ
る
の
か
と
い
う
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
確
定
が
決
定
的
な
意
味

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
国
家
に
と
っ
て
は
、
「
誰
が
外
国
人
で
あ
る
か
」

よ
り
も
先
行
し
て
、
「
誰
が
国
民
で
あ
る
の
か
」
を
線
引
き
す
る
こ
と

が
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
国
内
に
居
住
す
る
住
民
の
「
移
動
手
段
を

独
占
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
全
国
民
規
模
で
の
徴
税
や
徴
兵
が
可
能

と
な
り
近
代
国
家
は
「
国
家
ら
し
さ
」を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
パ
ス
ポ
ー

ト
と
い
う
身
分
証
明
書
が
発
行
さ
れ
る
意
味
も
そ
こ
に
あ
る

）
18
（

。

　

し
か
し
、
国
家
に
よ
る
国
民
の
把
握
が
行
き
渡
る
に
つ
れ
て
、
国
家

の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
人
々
が
そ
の
共
同
性
か
ら
排

除
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
西
洋
に
お
い
て
国
民
国
家
が
形
成
さ
れ
る

プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
、
同
時
代
的
に
海
外
に
植
民
地
が
獲
得
さ
れ
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
近
代
国
家
が
抱
え
き
れ
な

い
余
剰
人
口
は
、
こ
と
ご
と
く
植
民
地
に
移
住
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で

き
た
。
国
内
の
過
剰
労
働
力
を
植
民
地
に
移
住
さ
せ
る
こ
と
で
、
帝
国

主
義
的
な
人
の
移
動
が
活
発
化
し
て
い
っ
た

）
19
（

。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
は
、
植
民
地
主
義
・
帝
国
主
義
が
根
本
か
ら
否
定
さ
れ
、
も

は
や
列
強
も
海
外
に
植
民
地
を
保
有
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
ま

で
植
民
地
と
さ
れ
て
い
た
国
々
が
次
々
と
独
立
を
成
し
遂
げ
て
い
く
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
地
球
の
表
面
が
各
国
民
国
家
で
線
引
き
さ
れ
主
権

が
言
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
帝
国
主
義
時
代
に
は
開
け
て
い

た
移
動
の
余
地
が
い
よ
い
よ
狭
ま
っ
て
い
っ
た
。
い
ま
や
、
相
手
国
の

同
意
な
し
に
は
そ
こ
で
居
住
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
入
国
す
る
こ
と
さ
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え
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
難
民
と
い
う
存
在
は
、

国
民
国
家
同
士
の
境
界
の
裂
け
目
に
落
ち
込
ん
で
い
く
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
る
現
代
世
界
に
お
い
て
さ
え
、

国
境
を
越
え
た
移
動
の
ル
ー
ト
は
厳
格
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
許
可
な
し
、
文
書
な
し
の
移
動
は
原
則
、「
不

法
」
な
も
の
と
見
な
さ
れ
監
視
と
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
る
。
そ
の

と
き
、
例
外
化
さ
れ
る
の
が
、
難
民
移
動
で
あ
る
。
難
民
移
動
に
限
っ

て
は
、
例
外
的
に
保
護
の
対
象
と
す
る
と
い
う
の
が
、
戦
後
の
国
際
レ

ジ
ー
ム
に
お
け
る
合
意
で
あ
っ
た
。
国
民
国
家
と
い
う
政
治
的
共
同
性

を
維
持
し
続
け
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
難
民
を
そ
の
他
の
移
民
と
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
。
難
民
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
難
民
で
あ
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
と
い
う
枠
組
み
に
囲
い
込
ま
れ
て

は
じ
め
て
「
難
民
」
と
し
て
現
象
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
難
民
に
つ
い

て
思
考
す
る
た
め
に
は
、
難
民
を
難
民
な
ら
し
め
て
い
る
背
景
が
認
識

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
多
様
な
人
の
移
動
の
中
で
難

民
移
動
だ
け
が
保
護
の
対
象
と
な
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て
自
明
の
こ

と
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
特
殊
な
国
際
秩
序
（
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
）
が

存
在
し
な
け
れ
ば
、
難
民
が
人
道
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
難
民
研
究
に
お
い
て
追
求
さ
れ
て
き
た
「
難

民
問
題
」
の
解
決
策
の
あ
り
方
に
も
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
難
民
研

究
が
掲
げ
て
き
た
統
合
、
再
定
住
、
そ
し
て
帰
国
と
い
う
三
様
の
解
決

策
は
ど
れ
も
、
難
民
移
動
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、

難
民
を
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
に
（
再
）
包
摂
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
包
摂
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
は
キ
ャ
ン

プ
に
収
容
し
て
そ
の
移
動
を
止
め
、
人
道
援
助
の
対
象
と
し
て
い
く
。

難
民
研
究
は
、
一
方
に
お
い
て
難
民
の
人
権
の
普
遍
性
を
言
い
立
て
て

き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
「
解
決
」
を
追
求

す
る
こ
と
で
国
民
国
家
シ
ス
テ
ム
の
維
持
を
強
化
し
て
き
た
側
面
が

あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う

）
20
（

。

リ
ベ
ラ
ル
な
難
民
観

　

そ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
込
ん
だ
難
民
研
究
に
あ
っ
て
、
難
民

の
人
権
の
普
遍
性
を
強
調
す
る
伝
統
的
な
立
場
は
、
一
方
で
依
然
と
し

て
根
強
い
。
し
か
し
他
方
で
、
そ
う
し
た
従
来
ま
で
の
難
民
研
究
に
染

み
付
い
た
「
難
民
中
心
主
義
」
を
相
対
化
し
、
受
け
入
れ
社
会
の
負
担

や
安
全
保
障
へ
の
懸
念
を
強
調
す
る
よ
り
現
実
主
義
的
な
立
場
が
登
場

し
て
き
て
い
る

）
21
（

。

　

両
者
は
難
民
へ
の
対
応
に
お
い
て
対
照
的
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
難

民
観
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
も
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。
難
民
の
人

権
を
強
調
す
る
立
場
も
国
家
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
重
要
性
を
強
調
す
る

立
場
も
、
「
難
民
＝
諸
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
個
人
」
と
い
う
認
識
で
は

一
致
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
共
通
認
識
に
基
づ
い
て
、
一
方
は
権
利
保

障
の
重
要
性
を
言
い
立
て
、
他
方
は
そ
の
限
界
を
主
張
し
て
い
る
。
す
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な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
立
場
に
し
て
も
、
冷
戦
期
に
確
立
し
た
リ
ベ
ラ
ル

な
難
民
観
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
難
民
と
は
、
人
間
と
し
て
保
障
さ
れ

る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
が
剥
奪
さ
れ
た
脆
弱
な
存
在
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
い
ず
れ
か
の
国
家
に
よ
っ
て
諸
権
利
が
与
え
ら
れ
、
も
う
一
度

人
間
ら
し
さ
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ

る
。

　

こ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
難
民
観
こ
そ
が
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
問
い

直
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
政
治
思
想
家
の
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が

『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
お
い
て
描
き
出
し
た
難
民
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ

ア
に
つ
い
て
は
難
民
研
究
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
戦
後
の
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
克
服
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

）
22
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
が
問
題
化
し
た
よ
う
に
、
近
代

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
原
理
は
一
方
に
お
い
て
人
権
の
普
遍
性
を
言
い
立

て
る
が
、
し
か
し
実
際
に
そ
う
し
た
諸
権
利
を
保
障
す
る
の
は
政
治
的

共
同
体
と
し
て
の
国
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
、
個
人
が
十
全
な
権
利

を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に
そ
う
し
た
諸
権
利
を
保
障
す
る

能
力
を
備
え
た
政
治
的
共
同
体
の
一
員
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
人
権
保
障
の
前
提
と
な
る
隠
さ
れ
た
特
権
の
こ
と
を

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
「
諸
権
利
を
持
つ
た
め
の
権
利
」
と
呼
び
、
難
民
と

い
う
存
在
は
そ
う
し
た
政
治
的
共
同
体
に
所
属
す
る
権
利
を
持
た
な
い

か
ら
こ
そ
、
根
本
的
な
権
利
剥
奪
の
状
況
に
置
か
れ
る
と
論
じ
た
の
で

あ
っ
た

）
23
（

。

　

す
な
わ
ち
、
人
権
と
は
そ
の
理
念
的
な
定
義
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
に
普
遍
的
に
保
障
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
国
民
国
家
で

色
分
け
さ
れ
た
現
実
世
界
に
あ
っ
て
は
、
ど
こ
か
の
国
家
に
メ
ン
バ
ー

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
は
人
権
の
普
遍
性
も
単
な
る
お
題

目
に
過
ぎ
ず
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
し
て
の
機
能
を
果
た
さ
な
い
。
フ
ラ

ン
ス
人
権
宣
言
の
「
人
間
と
市
民
の
権
利
宣
言
」
と
い
う
定
式
化
に
す

で
に
そ
の
ア
ポ
リ
ア
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
人
間
」で
あ
る
こ
と
と
「
市

民
」
で
あ
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
は
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
「
人
間
」
で
は
あ
っ
て
も
「
市
民
」
で
は
な
い
「
難
民
」
と
い

う
存
在
に
つ
い
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
権
利
を
誰
が
ど

の
よ
う
に
保
障
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
根
源
的
な
問
題
を
避
け
て
通
る

こ
と
は
で
き
な
い

）
24
（

。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
原
理
は
「
人
間
」
の
普
遍
性
に

立
脚
し
て
権
利
を
打
ち
立
て
る
が
、
他
方
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
は

「
市
民
」
の
範
囲
を
限
定
さ
せ
て
統
治
の
正
当
性
を
引
き
出
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
原
理
的
に
含
ま
れ
る
「
普
遍
」

と
「
特
殊
」
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
、
難
民
と
い
う
存
在
を
通
し

て
顕
在
化
す
る

）
25
（

。

　

戦
後
の
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
は
、
国
民
国
家
の
境
界
の
裂
け
目
に
難

民
が
落
ち
込
ん
で
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
国
際
条
約
と
国
際
機
関
の
働

き
に
よ
っ
て
そ
の
溝
を
架
橋
し
権
利
保
障
を
充
実
さ
せ
て
き
た
。
し
か

し
そ
れ
は
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
東
西
冷
戦
体
制
と
い
う
特
殊
歴
史

的
な
状
況
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
権
利
保
障
の
方
法
で
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あ
っ
た
。
個
人
を
諸
権
利
の
束
と
み
な
す
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
人
間
観
に

立
つ
か
ぎ
り
、
難
民
の
権
利
保
障
と
い
う
課
題
は
国
家
主
権
の
恣
意
性

に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
難
民
移
動
の
規
模
が

拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
難
民
性
を
個
別
的
に
審
査
す
る
こ
と
は
不
可
能

と
な
り
、
結
果
と
し
て
「
難
民
」
と
い
う
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
維

持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

難
民
移
動
の
集
団
性
・
共
同
性

　

リ
ベ
ラ
ル
な
普
遍
性
に
基
づ
い
て
難
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
限

界
が
あ
る
―
―
そ
う
し
た
現
実
に
意
識
的
で
あ
っ
た
の
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
論
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
個
人
に
先
行

し
て
共
同
体
の
存
在
を
強
調
す
る
共
同
体
主
義
に
と
っ
て
は
、
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
が
言
い
立
て
る
諸
権
利
と
い
う
の
は
根
な
し
草
の
よ
う
に
頼
り

な
い
も
の
に
映
る
。

　

代
表
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
一
人
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
は
、
『
正
義
の
領
分
』
の
中
で
国
境
を
超
え
た
人
の
移
動
を
秩

序
付
け
る
共
同
体
に
基
づ
い
た
構
想
を
提
示
し
た
。
同
書
で
ウ
ォ
ル

ツ
ァ
ー
は
、
配
分
的
正
義
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
第
二

章
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
配
分
に
与
る
の
は
誰
で
あ
る
の
か
、

す
な
わ
ち
成
員
資
格m

em
bership

の
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
成
員
資
格
自
体
が
配
分
可
能
な
財
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
共
同
体
の
部
外
者
が
外
か
ら
や
っ
て
き
た
と
き
に
そ
れ
が
配
分

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、「
移
民
」
と
「
難
民
」

と
は
、
こ
の
成
員
資
格
と
い
う
財
へ
の
切
迫
度
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
求
め
て
い
る
も
の
が
、
領
地
を
与
え
た
り
富
を

輸
出
す
る
こ
と
で
は
満
た
さ
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
困
り
方
を
し

て
い
る
孤
立
者
の
集
団
が
あ
る
。
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
、
そ
の
要
求
は
満
た
さ
れ
え
な
い
。
こ
れ
は
亡
命
者
〔
難
民
〕

の
集
団
で
あ
り
、
彼
ら
は
輸
出
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
財
で
あ
る
、

成メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

員
資
格
自
体
を
求
め
て
い
る

）
26
（

。

　

こ
こ
で
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

原
理
が
見
落
と
し
て
い
る
個
人
の
権
利
を
有
効
な
も
の
と
し
て
機
能
さ

せ
る
集
団
性
・
共
同
性
の
次
元
に
つ
い
て
で
あ
る
。
難
民
が
置
か
れ
て

い
る
窮
状
は
、
そ
う
し
た
集
団
性
・
共
同
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
と

に
起
因
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
は
、
受
け
入
れ
社
会
の
一
員
と
し

て
成
員
資
格
を
与
え
、
そ
の
上
で
個
人
の
権
利
回
復
を
図
る
必
要
が
あ

る
と
さ
れ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
提
起
す
る
集
団
性
・
共
同
性
の
位
相
と
い
う

の
は
、
難
民
移
動
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

と
は
い
え
そ
れ
は
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
よ
う
に
、
無
力

な
難
民
が
受
け
入
れ
社
会
に
到
達
し
、
そ
こ
で
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
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て
受
け
入
れ
ら
れ
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
展
開
す
る
と

は
か
ぎ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
受
け
入
れ
社
会
の
側
に
集
団
性
・
共
同
性

が
財
と
し
て
備
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
難
民
に
配
分
す
る
と
い
う
か
た

ち
で
は
必
ず
し
も
事
態
は
進
行
し
な
い
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況

で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
現
代
世
界
に
あ
っ
て
は
、
集
団
性
や
共

同
性
は
も
は
や
国
家
の
独
占
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

自
体
が
脱
領
域
化
し
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て
拡
散
し
て
い
く

）
27
（

。
そ
れ

ゆ
え
難
民
自
身
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
集
団
性
・
共
同
性
の
位
相
は
、

既
存
の
政
治
的
共
同
体
へ
の
包
摂
と
は
違
っ
た
次
元
で
発
生
し
て
く
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
難
民
は
個
人
と
し
て
庇

護
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
各
国
が
そ
の
移
動
を
個
別
に
審
査

し
、
難
民
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実

際
の
難
民
移
動
の
あ
り
方
は
、
そ
の
よ
う
な
個
々
バ
ラ
バ
ラ
の
無
力
な

個
人
と
し
て
移
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
移
動
の
ル
ー
ト
や
移
動

先
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
に
集
団
性
や
共
同
性
が
深
く
関
わ
っ
て

い
て
、
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
た
か
た
ち
で
人
々
は
移
動
し
て
い
る

）
28
（

。
集

団
性
・
共
同
性
を
捨
象
さ
れ
た
抽
象
的
な
個
人
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
ど
れ
ほ
ど
危
険
な
事
態
で
あ
る
か
を
、
難
民
自
身
が
身
に
し
み
て
熟

知
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
移
動
の
最
中
も
移
動
後
も
、
難
民
は
何
ら

か
の
意
味
で
の
集
団
性
・
共
同
性
を
維
持
し
、
あ
る
い
は
あ
ら
た
に
創

造
し
よ
う
と
す
る
。

　

難
民
と
は
諸
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
利
は
外

部
の
権
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
的
難
民
観
で
は
、
難
民
は
無
力
な
個
人
に
過
ぎ
な
い
が
、
難
民
自

身
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。と
い
う
の
も
、
そ

う
し
た
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
、
自
己
の
生
命
や
自
由
は
他
者
か
ら

の
施
し
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
他
者
の
恣
意
の
ま
ま
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。リ
ベ
ラ
ル
な
構
想
で
は
、
難
民
に
諸

権
利
を
与
え
る
こ
と
で
難
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
し
よ
う
と
す
る
が
、
難
民

自
身
は
独
自
の
集
団
性
・
共
同
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
支
配
的
な
勢
力

に
そ
の
存
在
の
平
等
性
を
認
め
さ
せ
、
諸
権
利
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る

）
29
（

。

　

し
か
し
そ
う
し
た
難
民
自
身
に
よ
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
動
き
は
、

受
け
入
れ
社
会
や
支
配
的
な
社
会
勢
力
に
と
っ
て
は
不
穏
な
動
向
に
映

る
。
そ
の
た
め
、
難
民
を
保
護
を
必
要
と
し
た
無
力
な
個
々
人
と
し
て

表
象
し
つ
づ
け
、
現
実
に
も
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
援
助
漬
け
に
し
、
そ
の

主
体
性
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
難
民
は
無
力
で
従
順

な
存
在
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
規
範
化
し
て
い
る

）
30
（

。
国
際
的
な
難

民
保
護
レ
ジ
ー
ム
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
難
民
観
を
難
民
自
身
が
乗
り
越
え

よ
う
と
す
る
事
態
に
う
ま
く
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

難
民
と
い
う
存
在
を
通
し
て
見
た
と
き
、
権
利
と
い
う
概
念
の
本
質

が
よ
く
理
解
で
き
る
。
自
然
法
的
な
理
解
に
従
え
ば
、
人
間
は
生
ま
れ

な
が
ら
に
諸
権
利
を
備
え
た
存
在
で
あ
っ
て
、
法
制
度
は
そ
れ
を
明
文

化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
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で
は
、
難
民
が
諸
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
正
確
な
言
い

方
で
は
な
い
。
誰
に
も
権
利
を
奪
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
支
配
権
力

が
権
利
保
障
の
法
制
度
を
整
備
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

法
制
度
を
遵
守
し
て
い
な
い
た
め
に
、
難
民
は
ま
る
で
無
権
利
で
あ
る

か
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
求
め

ら
れ
る
の
は
、
法
制
度
の
整
備
で
あ
り
そ
の
遵
守
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

無
権
利
状
態
に
置
か
れ
た
難
民
自
身
に
と
っ
て
、
「
あ
な
た
た
ち
も
本

当
は
権
利
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
屈
は
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
つ

で
あ
ろ
う
か
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
自
由
フ
ラ
ン
ス
政
府
の

活
動
に
身
を
投
じ
た
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
解
放
後
の
祖
国
フ
ラ

ン
ス
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
以
降
、
権
利

が
絶
対
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
的

混
乱
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
権
利
は
い
く

ら
言
い
立
て
た
と
し
て
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ

に
対
応
す
る
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
権
利
は
ま
っ
た
く
機

能
し
な
い
。
つ
ま
り
、
無
条
件
に
存
在
し
て
い
る
の
は
権
利
で
は
な
く
、

義
務
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
な
ど
存
在
し

な
い
。
支
配
権
力
が
自
ら
の
義
務
を
引
き
受
け
る
と
き
に
は
じ
め
て
、

難
民
の
権
利
は
生
じ
て
く
る
。
権
利
は
権
利
と
し
て
は
自
足
し
て
い
な

い
。
義
務
だ
け
が
自
立
的
で
あ
る
。

一
つ
の
権
利
が
現
実
に
行
使
さ
れ
る
に
い
た
る
の
は
、
そ
の
権
利

を
所
有
す
る
人
間
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
人
間
に
た
い
し
て

な
ん
ら
か
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
他
の
人
間
た
ち

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
義
務
は
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
と
き
す
ぐ
さ

ま
有
効
と
な
る
。
だ
が
、
一
つ
の
義
務
は
、
た
と
え
だ
れ
か
ら
も

認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
さ
え
、
な
ん
ら
そ
の
存
在
の
十
全
性
を
失

う
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
だ
れ
か
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
権
利

は
、
取
る
に
た
り
な
い
も
の
で
あ
る

）
31
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
難
民
た
ち
に
と
っ
て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
権
利
理
解
は
あ

ま
り
頼
り
に
な
ら
な
い
。
支
配
権
力
が
自
ら
の
義
務
を
認
め
る
期
待
が

薄
い
の
で
あ
れ
ば
、
幻
想
の
権
利
を
追
い
求
め
て
も
仕
方
が
な
い
。
そ

れ
よ
り
は
、
権
力
闘
争
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
の
対
等
性
を
認
め
さ
せ
よ

う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
闘
争
に
お
い
て
カ
ギ
と
な

る
の
が
、
難
民
自
身
の
集
団
性
や
共
同
性
で
あ
ろ
う
。

　

や
は
り
ヴ
ェ
イ
ユ
が
見
抜
い
て
い
た
よ
う
に
、
普
段
は
ほ
と
ん
ど
意

識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、
人
間
の
根
源
的
な
欲
求
の
一
つ
に
何
ら
か

の
共
同
体
に
根
付
く
と
い
う
精
神
的
欲
求
が
あ
る
。
そ
れ
は
失
わ
れ
て

は
じ
め
て
、
ど
れ
ほ
ど
切
実
な
欲
求
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ

に
と
っ
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
根
本
的
原
因
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ

ツ
に
よ
る
暴
挙
と
い
っ
た
一
時
的
で
例
外
的
な
事
態
で
は
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
全
体
に
連
鎖
的
に
拡
が
っ
た
「
根
こ
ぎ
」
と
い
う
事
実
の
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中
に
あ
っ
た
。
集
団
性
・
共
同
性
の
根
を
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
は
、

中
央
集
権
的
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
容
易
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　

同
様
に
難
民
も
、
抽
象
的
な
個
々
人
と
し
て
は
生
き
て
い
け
な
い
。

集
団
性
・
共
同
性
へ
の
定
住
や
定
着
と
い
っ
た
根
源
的
な
欲
求
が
満
た

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
の
難
民
研
究
や
難
民
保
護
の
国
際
レ
ジ
ー

ム
が
看
過
し
て
き
た
こ
の
根
源
的
欲
求
を
適
切
に
扱
わ
な
い
か
ぎ
り
、

「
難
民
問
題
」
が
含
む
思
想
的
な
位
相
を
掴
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

「
エ
グ
ザ
イ
ル
」に
よ
る
連
帯

　

そ
う
し
た
集
団
性
・
共
同
性
へ
の
根
源
的
な
欲
求
が
激
し
く
ぶ
つ
か

り
合
う
現
場
と
し
て
、
現
在
に
ま
で
引
き
続
く
「
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ

ス
チ
ナ
問
題
」
が
あ
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
犠
牲
者
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
民

族
が
集
団
性
・
共
同
性
を
体
現
す
る
国
家
を
追
い
求
め
た
結
果
、
新
た

な
難
民
移
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
今
度
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
と
っ
て
の

集
団
性
・
共
同
性
の
問
題
が
切
迫
し
て
く
る
。
そ
う
し
た
難
民
移
動
の

連
鎖
に
自
ら
も
直
面
し
続
け
、
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
と
し
て
の
生
を
思
考

し
続
け
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
も
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
言
及
し
な
が
ら

同
様
の
問
題
の
所
在
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　

一
世
代
前
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
エ
グ
ザ
イ
ル
の
ジ
レ
ン

マ
を
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
簡
潔
に
提
起
し
て
い
た
。
「
定
住
す
る

こ
と
は
」
、
彼
女
は
こ
う
続
け
た
―
―
「
お
そ
ら
く
人
間
の
魂
に

と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
必
要
性
が

も
っ
と
も
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
」と
。け
れ
ど
も
ヴ
ェ

イ
ユ
は
、
ま
た
、
世
界
大
戦
と
強
制
移
送
と
大
量
虐
殺
と
い
う
こ

の
時
代
に
お
い
て
、
強
制
退
去
に
対
す
る
救
済
策
の
ほ
と
ん
ど
は
、

そ
れ
が
意
図
的
に
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
く
ら
い

危
険
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
救
済
策

の
な
か
で
も
、
国
家
―
―
正
確
に
言
え
ば
、
国
家
主
義
―
―
は
、

も
っ
と
も
陰
険
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
国
家
崇
拝
は
、
他
の

あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
乗
っ
取
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
だ

）
32
（

。

　

こ
こ
で
サ
イ
ー
ド
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
論
じ
た
定
住
へ
の
人
間
の
欲
望

が
、
二
十
世
紀
以
後
の
人
類
に
と
っ
て
は
国
家
主
義
に
容
易
に
取
り
込

ま
れ
て
し
ま
う
危
険
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
人
類
学
の
立
場
か
ら
難
民
研
究
へ
と
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
い
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
タ
ー
ト
ン
の
議
論
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

タ
ー
ト
ン
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
南
西
部
に
居
住
す
る
ム
ル
シ
族
を
長
年
調

査
す
る
中
で
、
彼
ら
・
彼
女
ら
の
移
動
を
伴
っ
た
「
空
間
的
実
践
」
が
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
国
家
機
制
と
近
接
す
る
こ
と
で
周
縁
化
さ
れ
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
て
い
る
。
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ム
ル
シ
の
世
界
は
、
二
つ
の
意
味
で
ロ
ー
カ
ル
化
さ
れ
た
。
第

一
に
、
国
民
国
家
に
よ
る
「
文
脈
生
成
的
な
諸
活
動
」
に
よ
っ
て
、

新
た
な
場
所
へ
と
移
動
す
る
と
い
う
ム
ル
シ
の
選
択
肢
が
閉
ざ
さ

れ
て
い
っ
た
。
第
二
に
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
国
家
と
の
結
び
つ
き

か
ら
私
た
ち
は
便
益
を
得
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ム
ル
シ

を
現
実
に
お
い
て
も
欲
望
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
彼
ら
・
彼
女

ら
自
身
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
を
超
え
た
事
物
や
観
念
、
そ
し

て
生
産
と
分
配
の
関
係
に
依
存
さ
せ
て
い
っ
た
。

（
略
）
そ
の
当
時
（
引
用
者
注
：
一
九
七
〇
年
代
に
調
査
し
た
当
時
）
は
、

大
部
分
の
ム
ル
シ
は
自
分
た
ち
が
外
部
世
界
に
対
し
て
、
物
理
的

に
も
道
徳
的
に
も
中
心
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
た
ち
の
い
る
場

所
こ
そ
が
規
範
や
価
値
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分

た
ち
の
生
に
意
味
や
目
的
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
保

持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
先
に
論
じ
た
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
こ

の
三
十
年
余
り
の
間
に
、
ム
ル
シ
の
多
く
は
、
自
分
た
ち
が
中
心

の
位
置
か
ら
滑
り
落
ち
て
し
ま
い
、
よ
り
悪
い
こ
と
に
は
、
中
心

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
い
ま
や
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
ジ
グ
ム
ン

ト
・
バ
ウ
マ
ン
が
「
ロ
ー
カ
ル
化
さ
れ
た
実
存
に
ま
つ
わ
る
不
快
」

と
簡
潔
に
表
現
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
ム
ル
シ
は
経
験
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る

）
33
（

。

　

こ
の
よ
う
に
国
家
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
独
自
の
集
団
性
・
共
同

性
を
保
持
し
て
き
た
人
々
の
暮
ら
し
の
あ
り
様
が
周
縁
化
さ
れ
主
体
性

が
失
わ
れ
て
い
く
事
態
は
、
サ
イ
ー
ド
が
思
考
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
情
勢

に
も
よ
り
切
迫
し
た
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ

る
国
家
主
義
的
な
入
植
活
動
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
居
場
所
を
奪
い
、
そ

れ
に
対
抗
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
側
の
運
動
も
い
き
お
い
国
家
主
義
的
な
色

彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
結
果
と
し
て
、
巨
大
な
国
家
的
暴
力
の
衝

突
に
剥
き
出
し
に
さ
ら
さ
れ
た
人
間
存
在
は
脆
弱
で
無
力
な
ま
ま
に
捨

て
置
か
れ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
思
想
的
可
能
性
と
し
て
、
サ

イ
ー
ド
は
、
人
道
支
援
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
難
民
像
と

区
別
さ
れ
る
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
を
提
起
し
た
。

　

ひ
と
た
び
追
放
さ
れ
る
と
、
エ
グ
ザ
イ
ル
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

と
い
う
刻
印
と
と
も
に
、
変
則
的
な
惨
め
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
。こ
れ
に
対
し
難
民
は
、
二
十
世
紀
固
有
の
産
物
で
あ
る
。「
難

民
」
と
い
う
語
は
、
政
治
的
な
意
味
を
帯
び
、
国
際
社
会
に
お
け

る
緊
急
の
支
援
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
無
辜
の
民
、
そ
れ
も
窮
状

に
あ
る
多
く
の
民
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
と

い
う
語
が
携
え
る
の
は
、
孤
独
と
孤
高
の
精
神
で
あ
る

）
34
（

。

　

現
代
世
界
で
は
、
一
つ
の
追
放displacem

ent

が
ま
た
別
の
追
放
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displacem
ent

を
連
鎖
的
に
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
難
民
は
無
権
利
状
態
に
置
か
れ
、
人
道
支
援
の
対
象
と
さ
れ
て
い

く
。
し
か
し
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
は
、
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
思
い
描
く

よ
う
な
支
援
の
対
象
と
し
て
の
「
難
民
」
に
は
還
元
し
き
れ
な
い
存
在

で
あ
る
。
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
は
、
そ
う
し
た
支
配
体
制
に
順
応
せ
ず
、

自
ら
が
置
か
れ
た
追
放displacem

ent

の
境
遇
に
執
着
す
る
。
そ
の
よ

う
な
「
孤
高
の
精
神
」
に
お
い
て
連
帯
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
が
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
の
追
い
求
め
る
べ
き
集
団
性
・
共
同
性

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

）
35
（

。

　

わ
た
し
は
エ
グ
ザ
イ
ル
を
特
権
と
し
て
で
は
な
く
、
べ
つ
の
選

択
肢
と
し
て
、
つ
ま
り
現
代
生
活
を
支
配
す
る
大
衆
諸
制
度
に
対

抗
す
る
選
択
肢
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
結
局
、
エ
グ
ザ
イ
ル
は
選

択
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
に
生
ま
れ
つ
い
て
し
ま
っ
た
か
、
そ

れ
が
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
エ
グ
ザ
イ
ル
が

自
分
の
傷
を
な
め
て
い
る
だ
け
の
傍
観
者
に
と
ど
ま
る
の
を
拒
む

な
ら
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
彼
も
し
く
は
彼
女
は
、

真
摯
な
主
体
の
あ
り
よ
う
（
決
断
を
拒
む
の
で
は
な
く
、
ま
た
不
機

嫌
で
も
な
い
）
を
育
ま
ね
ば
な
ら
な
い

）
36
（

。

　

現
代
世
界
に
お
い
て
難
民
を
取
り
囲
ん
で
い
る
情
勢
は
、
そ
の
存
在

を
無
力
化
し
て
い
く
。
リ
ベ
ラ
ル
な
難
民
観
は
難
民
を
人
道
支
援
の
対

象
に
し
、
権
利
主
張
を
繰
り
返
す
難
民
た
ち
は
国
家
主
権
の
恣
意
性
に

徒
労
感
を
抱
き
、
そ
れ
と
同
時
に
難
民
を
受
け
入
れ
る
側
も
不
平
不
満

を
募
ら
せ
て
い
く
。
難
民
研
究
は
そ
う
し
た
窮
状
か
ら
難
民
を
救
い
出

そ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
難
民

観
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
に
解
決
策
を
模
索
し
て
い
く
た
め
に
、
か
え
っ
て

情
勢
を
固
定
化
す
る
方
向
で
機
能
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

サ
イ
ー
ド
が
描
き
出
し
た
よ
う
に
、
難
民
状
況
の
中
に
は
、
思
想
的

可
能
性
と
し
て
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
と
い
う
あ
り
方
が
潜
在
し
て
い
る
。

そ
の
「
孤
独
と
孤
高
の
精
神
」
を
掬
い
上
げ
、
国
家
主
義
に
回
収
さ
れ

な
い
か
た
ち
で
の
連
帯
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
―
―
そ
の
狭
く
て
困

難
な
道
よ
り
他
に
、
難
民
と
い
う
存
在
を
思
想
的
に
生
か
す
方
途
は
な

い
で
あ
ろ
う

）
37
（

。

 

（
や
ま
お
か
・
け
ん
じ
ろ
う
／
政
治
思
想
、
難
民
研
究
）

注（
1
） 

本
論
で
は
、
特
に
難
民
移
動
に
関
す
る
国
際
的
な
保
護
レ
ジ
ー
ム
に
焦
点

を
当
て
る
。
そ
れ
は
、
一
九
五
一
年
の
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」
（
以

下
、
難
民
条
約
）
を
は
じ
め
と
す
る
難
民
保
護
の
た
め
の
国
際
条
約
や
、
国

連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
U 

N 

H 

C 

R
）
と
い
っ
た
難
民
支
援
の
た
め

の
国
際
機
関
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
制
度
と
、
国
家
や
国
際
機
関
（
国

際
N 

G 

O
を
含
む
）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
保
護
実
践
の
こ
と
を
指
す
。

（
2
） 
人
類
学
的
な
知
の
領
域
と
し
て
、
難
民
と
い
う
存
在
や
難
民
に
関
す
る
研

究
が
構
築
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
た
代
表
的
な
論
考
と
し
て
は
、

M
alkki, L., “R

EFU
G

EES AN
D

 EX
ILE: From

 ‘Refugee Studies ’ to the 
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N
ational O

rder of T
hings ”, Annual Review

 of Anthropology, Vol. 24, 
1995, pp. 495-523. 

が
あ
る
。

（
3
） 

難
民
条
約
成
立
五
十
年
の
節
目
に
お
い
て
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ブ
ラ
ッ
ク
が
整

理
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
難
民
研
究
」
登
場
以
前
に
も
難
民
に
関
す
る
研
究

は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
一
つ
の
学
問
分
野
と
し
て
形
成
さ
れ
て

く
る
の
は
、
難
民
移
動
が
「
問
題
」
と
し
て
認
識
さ
れ
政
策
的
な
課
題
と
し

て
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
そ
の
た
め
難

民
研
究
は
、
つ
ね
に
政
策
と
の
結
び
つ
き
や
政
策
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

求
め
ら
れ
て
き
た
。Black, R

., “Fifty Years of Refugee Studies: From
 

Th
eory to Policy ”, International M

igration Review, Vol. 35, N
o. 1 (Spring 

2001), pp. 57-78.

（
4
） 

人
道
主
義
と
難
民
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、Barnett, M

., “Refugees 
and H

um
anitarianism

”, T
he O

xford H
andbook of Refugees and Forced 

M
igration Studies (edited by Fiddian-Q

asm
iyeh, Loescher, Long, and 

Sigona), O
xford U

niversity Press, 2014, pp. 241-252. 

に
詳
し
い
。

（
5
） 

戦
間
期
の
難
民
移
動
と
国
際
連
盟
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
館
葉
月
「
難

民
保
護
の
歴
史
的
検
討
―
―
国
際
連
盟
の
挑
戦
と
『
難
民
』
の
誕
生
」
（
墓

田
桂
他
編
『
難
民
・
強
制
移
動
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
現
代
人
文
社
、
二

〇
一
四
年
、
四
三
―
五
九
頁
）
を
参
照
。
館
に
よ
れ
ば
、
「
ナ
ン
セ
ン
・
パ

ス
ポ
ー
ト
」
は
、
「
承
認
国
に
対
し
難
民
の
受
け
入
れ
を
強
制
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
難
民
と
い
う
地
位
で
の
合
法
的
な
国
家
間
移
動
を
可
能
に
し
た

と
い
う
点
で
、
難
民
保
護
の
歴
史
上
、
重
要
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
る
（
四

六
頁
）
。

（
6
） 

ユ
ダ
ヤ
人
と
「
難
民
問
題
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
駒

井
洋
「
難
民
問
題
の
原
点
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
に
つ
い
て
」
（
『
難
民
問

題
と
人
権
理
念
の
危
機
―
―
国
民
国
家
体
制
の
矛
盾
』
（
駒
井
洋
監
修
、
人

見
泰
弘
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
四
二
―
五
七
頁
）
を
参
照
。

（
7
） 

一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
六
〇
年
頃
ま
で
に
発
生
し
た
戦
後
の
難
民

移
動
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
難
民
問
題
」
と
し
て
限
定
的
に
対
処
さ

れ
て
き
た
が
、
同
時
代
の
他
地
域
に
お
け
る
難
民
移
動
に
関
し
て
は
難
民
保

護
レ
ジ
ー
ム
の
対
象
外
と
さ
れ
、
国
際
的
な
「
難
民
問
題
」
の
認
識
に
は
含
ま

れ
て
こ
な
か
っ
た
。Journal of Refugee Studies

の
二
〇
一
二
年
の
特
集
号
「
戦

後
世
界
に
お
け
る
難
民　

一
九
四
五
―
一
九
六
〇
」は
、戦
後
直
後
か
ら
す
で

に
難
民
移
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
難
民
研
究
の
射
程
と

し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。H

olian, A. and C
ohen, D

. “Introduction ”, 
Journal of Refugee Studies, Vol. 25, N

o. 3, 2012, pp. 313-325.

（
8
） Zolberg, A., et al., Escape From

 Violence: C
onflict and the Refugee C

risis 

in the D
eveloping W

orld, O
xford U

niversity Press, 1989.

（
9
） 

難
民
キ
ャ
ン
プ
の
あ
り
方
や
人
道
援
助
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
難
民
研

究
の
始
ま
り
の
時
点
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。H

arrell Bond, B., 
Im

posing Aid: Em
ergency Assistance to Refugees, O

xford U
niversity Press, 

1986.

（
10
） 

難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
と
東
西
冷
戦
体
制
の
結
び
つ
き
に
関
し
て
は
、
た
と

え
ば
、
阿
部
浩
己
『
人
権
の
国
際
化
―
―
国
際
人
権
法
の
挑
戦
』
（
現
代
人

文
社
、
一
九
九
八
年
）
の
第
Ⅲ
部
「
難
民
保
護
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
詳
し
い
。

ま
た
、
北
側
先
進
国
に
お
け
る
「
庇
護
の
衰
退
」
と
い
う
事
態
を
途
上
国
の

立
場
か
ら
批
判
的
に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
、C

him
ni, B.S., “Th

e 
G

iopolitics of Refugee Studies: V
iew

 from
 the South ”, Journal of Refugee 

Studies, Vol. 11, N
o. 4, 1998, pp. 350-374. 

が
あ
る
。

（
11
） 

国
際
法
や
国
際
関
係
の
観
点
か
ら
「
難
民
問
題
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

ア
ダ
ム
・
ロ
バ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
国
連
安
保
理
は
「
難

民
問
題
」
へ
と
た
び
た
び
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
難
民
の
増
加
に

対
し
て
軍
事
的
な
介
入
も
必
要
で
あ
る
と
す
る
議
論
は
、
人
道
保
護
の
あ
り

方
も
変
質
さ
せ
て
い
っ
た
。Roberts, A., “M

ore Refugees, Less Asylum
: 

A Regim
e in Transition ”, Journal of Refugee Studies, Vol. 11, N

o. 4, 1998, 
pp. 375-395.



129　●　〈公募論文〉「難民研究」への思想史的アプローチ――山岡健次郎

 

　

ま
た
、
国
連
に
お
い
て
紛
争
解
決
の
専
門
家
と
し
て
様
々
な
提
言
を
行
っ

て
い
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
デ
ン
ら
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
果

た
す
べ
き
最
低
限
の
役
割
と
は
、
紛
争
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。

紛
争
を
「
通
常
の
政
治
レ
ベ
ル
」
に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
暴

力
的
な
事
態
へ
と
発
展
さ
せ
て
し
ま
う
国
家
は
、
国
家
と
し
て
の
十
分
な
能

力
を
保
持
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
国
家
形
成
に
失
敗
し
て
い
る
と
見
な
さ

れ
る
。
そ
う
し
た
議
論
か
ら
デ
ン
ら
は
、
国
際
社
会
に
よ
る
紛
争
介
入
の
正

当
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
。D

en, K
im

aro, Lyons, Rothchild, and 
Z

artm
an, Sovereignty as Responsibility: C

onflict M
anagem

ent in Africa, 
Brookings Institution, 1996.

 

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
以
降
、
そ
う
し
た
「
失
敗
国
家
」
や
「
破

綻
国
家
」
の
主
権
の
正
当
性
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
国
際
社
会
が
協
働
し

て
そ
う
し
た
国
家
が
発
生
さ
せ
る
人
道
危
機
に
は
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
主
張
の
中
か
ら
、「
保
護
す
る
責
任
」
と
い
っ
た
論
点
が
登
場
し
て
き
た
。 

IC
ISS, T

he Responsibility to Protect: Research, Bibliography, Background, 
International D

evelopm
ent Research C

entre, 2001.

（
12
） 

一
九
九
八
年
にForced M

igration Review

と
い
う
専
門
誌
が
創
刊
さ
れ
、

以
後
、
従
来
の
難
民
研
究
で
は
カ
バ
ー
し
切
れ
な
か
っ
た
強
制
移
動
の
あ
り

様
に
学
問
的
な
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

（
13
） 

移
民
・
難
民
研
究
者
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
コ
リ
ヤ
ー
が
モ
ロ
ッ
コ
で
行
っ

た
調
査
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
目
指
し
て
サ
ハ
ラ
以
南
か
ら
や
っ
て
来

る
人
の
移
動
は
長
期
化
す
る
と
と
も
に
断
片
化
し
て
き
て
い
る
。
目
的
地
か

ら
は
遠
く
離
れ
た
場
所
で
、
多
く
の
移
民
・
難
民
た
ち
が
滞
留
し
て
い
る
。

C
ollyer, M

., “Stranded M
igrants and the Fragm

ented Journey ”, Journal 
of Refugee Studies, Vol. 23, N

o. 3, 2010, pp. 273-291.

（
14
） 

移
民
・
難
民
と
い
っ
た
「
他
者
」
に
直
面
し
た
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社

会
に
蔓
延
す
る
不
安
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
ジ
グ
ム
ン
ト
・

バ
ウ
マ
ン
『
自
分
と
は
違
っ
た
人
た
ち
と
ど
う
向
き
合
う
か
―
―
難
民
問
題

か
ら
考
え
る
』
（
伊
藤
茂
訳
、
青
土
社
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

（
15
） 

U 

N 

H 

C 

R
も
二
〇
〇
七
年
に
そ
う
し
た
「
混
成
移
動
」
に
対
処
す
る
た

め
の
行
動
計
画
を
発
表
し
、
国
家
や
支
援
組
織
と
の
広
範
な
協
働
を
呼
び
か

け

て

い

る
。U

N
H

C
R

, “Refugee Protection and M
ixed M

igration: A 
10-Point Plan of Action ”, 2007.

（
16
） 

現
代
の
難
民
移
動
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
的
な
性
質
に
着
目
す
る
こ
と
で
従
来

の
解
決
策
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
議
論
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、Van H

ear, N
., “R

efugees in D
iaspora: From

 D
urable 

Solutions to Transnational Relations ”, Refuge, Vol. 23, N
o. 1, 2006, pp. 

9-14. 

が
あ
る
。

（
17
） 

た
と
え
ば
、
国
際
関
係
の
観
点
か
ら
難
民
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
ア
レ

ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ッ
ツ
と
ポ
ー
ル
・
コ
リ
ア
ー
は
、
連
名
で
「
フ
ォ
ー
リ
ン
・

ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
」
に
政
策
提
言
文
を
寄
稿
し
た
。
そ
こ
で
提
案
さ
れ
て
い
る

の
は
、
現
在
発
生
し
て
い
る
シ
リ
ア
難
民
を
周
辺
国
に
足
止
め
に
す
る
と
い

う
戦
略
で
あ
る
。
ヨ
ル
ダ
ン
国
内
に
設
置
さ
れ
た
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
「
経
済

特
区
」
と
し
て
開
発
し
、
そ
こ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
を
誘
致
す
る
こ
と
で
難

民
を
労
働
者
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
流
入
し
て
く
る
人
の
流
れ
を
押
さ
え
込
も
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
懸
念
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。Betts, A

. and C
ollier, P., “H

elp R
efugees H

elp T
hem

selves: Let 
D

isplaced Syrians Join the Labor M
arket ”, Foreign Affairs, O

ctober 20, 
2015. 

あ
る
い
は
、
日
本
に
お
け
る
難
民
研
究
に
お
い
て
も
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

の
観
点
を
強
調
す
る
議
論
が
登
場
し
て
き
た
。
墓
田
桂
『
難
民
問
題
―
―
イ

ス
ラ
ム
圏
の
動
揺
、
E 

U
の
苦
悩
、
日
本
の
課
題
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
六
年
。

（
18
） Torpey, J., T

he Invention of Passport: Surveillance, C
itizenship and the 

State, C
am

bridge U
niversity Press, 1999 

（
『
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
明
―
―
監

視
・
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
国
家
』
藤
川
隆
男
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
二
〇
〇

八
年
）.
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（
19
） 

帝
国
主
義
的
な
人
の
移
動
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
近
代
日
本
も
そ
の

渦
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
戦
後
の
日
本
と
い
う
場
と
難
民
移
動
の

関
係
性
も
、
こ
れ
ま
で
の
難
民
研
究
で
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で

は
あ
る
が
、
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
近
現
代
の
日
本

人
の
境
界
を
越
え
た
移
動
が
、
日
本
国
家
を
め
ぐ
る
政
治
秩
序
に
い
か
な
る

影
響
を
与
え
た
の
か
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
塩
出
浩
之
『
越
境
者

の
政
治
史
―
―
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
人
移
民
と
植
民
』
（
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

（
20
） 

山
岡
健
次
郎
「
難
民
不
在
の
『
難
民
問
題
』
」
『
難
民
問
題
と
人
権
理
念
の

危
機
―
―
国
民
国
家
体
制
の
矛
盾
』
（
駒
井
洋
監
修
、
人
見
泰
弘
編
、
明
石

書
店
、
二
〇
一
七
年
、
五
八
―
六
一
頁
）
。

（
21
） 

た
と
え
ば
、
注
の
（
17
）
で
も
触
れ
た
墓
田
の
議
論
で
は
、
従
来
ま
で
は

遵
守
が
当
然
視
さ
れ
て
き
た
難
民
条
約
さ
え
も
、
日
本
の
現
状
に
見
合
わ
な

い
も
の
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
条
約
か
ら
の
脱
退
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

近
年
編
纂
さ
れ
た
難
民
研
究
の
た
め
の
網
羅
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
るTh

e 

O
xford H

andbook of Refugees and Forced M
igration Studies (edited by 

Fiddian-Q
asm

iyeh, Loescher, Long, and Sigona, O
xford U

niversity 
Press, 2014) 

に
お
い
て
も
、
そ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
で
、
ア
ー

レ
ン
ト
が
『
全
体
主
義
の
起
源
』
の
第
二
部
「
帝
国
主
義
」
の
最
終
章
「
国

民
国
家
の
没
落
と
人
権
の
終
焉
」
に
お
い
て
展
開
し
た
議
論
が
、
「
い
ま
だ

に
こ
の
学
問
分
野
の
中
核
に
位
置
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（pp. 

16-17

）
。

（
23
） Arendt, H

., Th
e O

rigin of Totalitarianism
, N

ew
 York: A H

arvest Book/
H

arcourt. Inc., 1973 

（
『
全
体
主
義
の
起
源
2　

帝
国
主
義
』
大
島
通
義
・

大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
）.

（
24
） G

ündo
ğdu, A., Rightlessness in an Age of Rights: H

annah Arendt and the 

C
ontem

porary Struggles of M
igrants, N

ew
 York: O

xford U
niversity Press, 

2015.

（
25
） Benhabib, S., T

he Rights of O
thers: Aliens, Residents, and C

itizens, 
C

am
bridge U

niversity Press, 2004

（
『
他
者
の
権
利
―
―
外
国
人
、
居
留
民
、

市
民
』
向
山
恭
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
）.

（
26
） W

alzer, M
., Spheres of Justice: A D

efense of Pluralism
 and Equality, Basic 

Books, 1983, pp. 48-49 

（
『
正
義
の
領
分
―
―
多
元
性
と
平
等
の
擁
護
』
山

口
晃
訳
、
而
立
書
房
、
一
九
九
九
年
、
八
七
頁
）.

（
27
） 

ア
ル
ジ
ュ
ン
・
ア
パ
デ
ゥ
ラ
イ
『
さ
ま
よ
え
る
近
代
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
文
化
研
究
』
門
田
健
一
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
。

（
28
） 

ケ
イ
テ
ィ
・
ロ
ン
グ
は
、
「
難
民
問
題
」
の
解
決
策
と
し
て
実
施
さ
れ
る

難
民
の
出
身
国
へ
の
帰
国
に
お
い
て
、
難
民
自
身
の
集
団
性
や
共
同
性
へ
の

配
慮
が
欠
か
せ
な
い
事
を
論
じ
て
い
る
。
単
に
出
身
国
で
の
安
全
が
確
保
さ

れ
る
だ
け
で
は
難
民
は
帰
国
し
な
い
し
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
帰

国
は
か
え
っ
て
「
難
民
問
題
」
を
長
期
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
難
民
移
動
そ
の

も
の
を
政
治
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
難
民
が
求
め
て
い

る
の
が
単
な
る
物
理
的
意
味
で
の
帰
国
で
は
な
く
、
出
身
国
に
お
け
る
社
会

契
約
の
再
創
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
難
民
の
帰
国
を
個
人

の
自
由
や
安
全
と
い
っ
た
次
元
で
は
な
く
、
集
団
的
営
為
と
し
て
理
解
す
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。Long, K

., Th
e Point of N

o Return: Refugees, Rights, 

and Repatriation, O
xford U

niversity Press, 2013.

（
29
） 

権
利
の
普
遍
性
が
広
く
認
め
ら
れ
る
現
代
世
界
に
あ
っ
て
、
「
不
法
移
民
」

と
い
う
仕
方
で
移
動
す
る
人
々
の
な
か
に
、
逆
説
的
に
深
刻
な
無
権
利
状
態

が
発
生
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
か
れ
た
移
民
・
難
民
た
ち
が
、

国
内
法
や
国
際
法
と
い
っ
た
既
存
の
法
制
度
に
立
脚
す
る
こ
と
な
く
、
集
団

的
行
為
と
し
て
新
た
に
権
利
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
政
治

的
ア
ク
シ
ョ
ン
に
着
目
す
る
議
論
と
し
て
、
前
掲
のG

ündo
ğdu, A., 

Rightlessness in an Age of Rights: H
annah Arendt and the C

ontem
porary 

Struggles of M
igrants

が
有
益
で
あ
る
。

（
30
） 
「
難
民
」
と
い
う
標
章label

は
、
難
民
保
護
に
お
け
る
政
策
的
実
践
の
プ
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ロ
セ
ス
の
中
で
作
り
出
さ
れ
て
い
く
。Zetter, R

., “Labelling Refugees: 
Form

ing and Transform
ing a Bureaucratic Identity ”, Journal of Refugee 

Studies, Vol. 14, N
o. 1, 1991, pp. 39-61.

（
31
） 
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
『
根
を
も
つ
こ
と
』
山
崎
庸
一
郎
訳
、
春
秋
社
、

二
〇
〇
九
年
、
二
一
頁
。

（
32
） Said, E. “R

eflections on Exile ”, Reflections on Exile and O
ther Essays, 

H
arvard U

niversity Press, 2000, pp. 146 

（
「
故
国
喪
失
に
つ
い
て
の
省

察
」
『
故
国
喪
失
に
つ
い
て
の
省
察
1
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
一

八
九
頁
）.

（
33
） Turton, D

., “Th
e M

eaning of Place in a W
orld of M

ovem
ent: Lessons 

from
 Long-term

 Field Research in Southern Ethiopia ”, Journal of Refugee 
Studies, Vol. 18, N

o. 3, 2005, pp. 274-5.

（
34
） Reflections on Exile and O

ther Essays, pp. 138 

（
『
故
国
喪
失
に
つ
い
て
の

省
察
1
』
一
八
五
頁
）.

（
35
） 

社
会
学
の
立
場
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
吉
原
直
樹
の

近
年
の
議
論
の
中
に
も
、
そ
れ
と
共
鳴
す
る
よ
う
な
共
同
性
の
あ
り
様
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
吉
原
に
よ
れ
ば
、
現
代
世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
定
住

や
同
質
性
を
前
提
と
す
る
よ
り
も
、
移
動
や
異
質
性
を
含
み
こ
ん
だ
も
の
と

し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

　

「
こ
う
し
た
移
動
と
背
中
合
わ
せ
で
存
在
す
る
共
同
性
は
、
今
日
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
き
わ
め
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
さ
に
『
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
オ
ン
・
ザ
・
ム
ー
ヴ
』
と
し
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

共
同
性
を
特
徴
づ
け
る
こ
の
流
動
性
は
、
異
質
性
を
帯
同
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
流
動
性
／
異
質
性
と
と
も
に
あ
る
共
同
性
は
、

領
域
性
に
根
ざ
す
同
質
性
か
ら
な
る
共
同
性
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
立
ち
上

が
っ
て
く
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ま
さ
に
『
期
待
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』
の

対
向
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
二
つ
の
共

同
性
の
相
克
の
底
流
を
な
し
て
い
る
の
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
り
、
そ
れ
と

と
も
に
進
ん
で
い
る
ボ
ー
ダ
レ
ス
で
多
重
的
な
人
の
移
動
で
あ
る
」
。
「
『
共

同
性
』
を
め
ぐ
る
相
克
」
（
『
二
一
〇
〇
年
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
』
広

井
良
典
・
大
井
浩
一
編
、
作
品
社
、
二
〇
一
七
年
、
一
六
七
頁
）
。

（
36
） Reflections on Exile and O

ther Essays, pp. 146-147 

（
『
故
国
喪
失
に
つ
い

て
の
省
察
1
』
一
九
〇
頁
）.

（
37
） 

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
観
点
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
容
過
程
を
論
じ

て
い
る
イ
ン
ド
生
ま
れ
の
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
ア
パ
デ
ゥ
ラ
イ
も
ま
た
、

国
家
主
義
的
な
言
説
に
回
収
さ
れ
な
い
か
た
ち
で
の
「
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」

な
語
り
の
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。

 

　

「
多
く
の
反
国
家
運
動
が
、
祖
国
や
大
地
、
場
所
、
追
放
か
ら
の
帰
還
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
運
動
の
（
そ
し
て

わ
れ
わ
れ
自
身
の
）
政
治
的
語
彙
の
貧
困
で
あ
っ
て
、
領
土
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
は
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
ど

の
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
し
て
も
、
ト
ラ
ン
ス
ロ
ー
カ
ル
な
連
帯
や
国
境
横

断
的
な
動
員
、
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
し
て
多
く

の
集
団
が
寄
せ
て
い
る
集
団
的
関
心
を
補
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

こ
う
し
た
関
心
は
数
多
く
あ
り
、
ま
た
能
弁
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
依
然
と

し
て
、
領
土
的
国
家
の
言
語
的
想
像
界
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
。
（
略
）

ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
、
あ
る
い
は
非
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
運
動
は
、
現
存
の
国

民
―

国
家
の
論
理
に
よ
っ
て
、
反
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
ま
た
は
反
国
家
的
に
な
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
対
抗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
語

で
応
答
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
国
家
権
力
そ
れ
自
体
を
、
い
や
お
う
な
く

鼓
舞
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
奇
妙
な
循
環
か
ら
逃
れ
出
る
に
は
、
複
合
的

で
非
領
土
的
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
形
態
の
忠
誠
を
補
足
す
る
言

語
が
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
『
さ
ま
よ
え
る
近
代
―
―
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
文
化
研
究
』
二
九
五
―
六
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

難
民
研
究
、
集
団
性
、
共
同
性
、
エ
グ
ザ
イ
ル
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書
評　

『
喜 
劇
の
誕
生 

 
―
―
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
文
芸
諸
作
品
と
政
治
哲
学

』

（
村
田
玲
著
、
風
行
社
、
二
〇
一
六
年
）

厚
見
恵
一
郎

　

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
著
作
内
の
理
論
的
一
貫
性
に
か
ん
す
る
解
釈
史
に
は
、

〈
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
問
題
〉
と
で
も
称
す
べ
き
い
く
つ
か
の
論
争
が
存
在

し
て
き
た
。
単
一
の
権
威
と
共
和
政
体
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
〈
『
君
主
論
』

／
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
問
題
〉
、
新
秩
序
の
提
示
と
過
去
の
ロ
ー
マ
史
解

釈
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
〈
新
旧
問
題
〉
な
ど
と
並
ん
で
、
必
然
と
自
由
意

志
と
の
哲
学
的
関
係
を
め
ぐ
る
〈
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
／
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
問
題
〉

の
存
在
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
に
際
し
て

多
く
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
者
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
史
や
ル
ネ

サ
ン
ス
の
知
的
背
景
を
〈
共
和
的
自
由
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
や
〈
統
治
進

言
書
〉
の
文
脈
と
し
て
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

〈
逸
れ
〉
の
度
合
い
を
も
っ
て
彼
の
〈
独
創
性
〉
や
〈
近
代
性
〉
を
見
極

め
よ
う
と
す
る
。
い
き
お
い
そ
れ
ら
の
解
釈
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
う

ち
に
並
立
す
る
両
極
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
出
す
こ
と
に
傾
注
し
が
ち
と
な
る
。

し
か
し
本
書
は
潔
い
ま
で
に
一
方
の
極
端
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
近
代
性
と
自
由
意
志
の
側
面
に
も
っ
ぱ
ら
着
目
し
、
そ

れ
ら
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
喜
劇
作
品
に
典
型
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
此

岸
的
楽
観
論
に
由
来
す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の

喜
劇
は
彼
の
思
想
の
興
味
深
い
一
側
面
で
は
な
く
、
彼
の
思
想
の
核
心
で

あ
り
、
近
代
啓
蒙
の
原
点
で
あ
る
。
『
マ
ン
ド
ラ
ー
ゴ
ラ
』
と
『
ク
リ
ツ
ィ

ア
』
―
―
若
者
が
人
間
的
策
略
に
よ
っ
て
寝
取
っ
た
人
妻
が
懐
妊
・
出
産

す
る
に
い
た
る
筋
書
き
の
こ
れ
ら
の
喜
劇
作
品
に
表
現
さ
れ
た
「
固
定
的

法
則
に
対
す
る
臨
機
応
変
な
人
間
的
策
略
の
優
位
」
「
古
き
も
の
に
対
す

る
新
し
き
も
の
の
優
位
」
こ
そ
が
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
政
治
哲
学
読
解
の

鍵
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
「
人
間
喜
劇
」com

m
edia 

um
ana

の
構
想
に
よ
っ
て
、
人
間
の
側
で
の
変
身
と
革
新
を
つ
う
じ
た
現

世
的
秩
序
の
永
続
的
な
維
持
拡
大
を
実
現
せ
ん
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
本
書
は
、
こ
う
し
た
人
間
喜
劇
の
構
想
と
近
代
合
理
主
義
な
い

し
近
代
科
学
の
間
に
根
深
い
結
合
が
あ
る
と
の
着
想
を
展
開
す
る
。
そ
こ

で
は
以
下
の
よ
う
な
驚
く
ほ
ど
大
胆
な
一
直
線
の
糸
が
想
定
さ
れ
る
。
す
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な
わ
ち
〈
策
略
に
よ
る
愉
悦
の
達
成
と
新
た
な
子
孫
の
誕
生
と
い
う
人
間

喜
劇
〉
→
〈
賢
慮
と
刷
新
の
結
合
〉
→
〈
私
的
血
統
や
種
族
の
永
続
に
と

ど
ま
ら
な
い
国
家
の
永
続
〉
→
〈
運
命
の
変
転
を
渡
り
歩
く
た
め
の
模
範

の
顕
示
に
よ
る
始
源
秩
序
の
清
新
な
回
復
〉
→
〈
革
命
の
原
義
と
し
て
の

天
体
回
転
論
と
の
関
連
〉
→
〈
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
占
星
術
的
世
界
像
（
＝

運
命
論
的
悲
劇
）
と
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
偶
然
的
原
子
論
（
＝
人
間
喜
劇
）

と
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
拮
抗
〉
→
〈
原
子
論
に
お
け
る
原
子
の

「
逸
れ
」
を
論
拠
と
し
た
人
間
的
自
由
に
よ
る
自
然
の
必
然
性
の
克
服
〉

→
〈
近
代
科
学
精
神
の
誕
生
〉
→
〈
回
帰
の
革
命
か
ら
進
歩
の
革
命
へ
の

変
移
〉
→
〈
普
遍
的
啓
蒙
の
登
場
〉
と
い
う
糸
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
の
戯
曲
は
、
老
年
の
余
技
な
ど
で
は
な
く
、
人
為
的
近
代
国
家
の
永
続

性
と
哲
学
に
お
け
る
普
遍
的
啓
蒙
と
を
予
示
す
る
近
代
合
理
主
義
の
象
徴

と
し
て
、
本
書
の
な
か
で
近
世
政
治
哲
学
史
の
中
央
に
呼
び
出
さ
れ
た
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
史
や
政
治
史
の
文
脈

を
ほ
ぼ
捨
象
し
つ
つ
、
私
的
書
簡
な
ど
伝
記
的
諸
事
実
を
動
員
し
な
が
ら
、

テ
ク
ス
ト
の
細
部
に
み
ら
れ
る
原
語
や
メ
タ
フ
ァ
ー
の
含
意
の
検
証
を
つ

う
じ
て
〈
哲
学
者
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
〉
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
レ
オ
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
近
い
手
法
が
、
本
書
の
大
胆
な
主
張
を
支
え
て
い
る
。

否
む
し
ろ
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
哲
学
詩
人
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
へ
の
影
響
が
文
献
学
的
に
確
証
さ
れ
る
以
前
に
発
表
さ
れ
た

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
論
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
哲
学
へ
の
ア

ヴ
ェ
ロ
エ
ス
主
義
の
影
響
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
比
し
て
、

本
書
は
そ
の
後
の
先
行
研
究
を
摂
取
し
つ
つ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
占
星
術

や
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
文
脈
を
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
哲
学
の
解
釈
に
活
か
し

て
い
る
。

　

こ
の
書
評
で
は
、
先
の
斬
新
な
糸
に
着
目
し
た
本
書
の
慧
眼
に
敬
服
し

か
な
り
の
程
度
説
得
さ
れ
つ
つ
も
、
評
者
と
し
て
こ
の
糸
の
つ
な
が
り
を

め
ぐ
る
論
点
を
二
つ
提
出
し
て
み
た
い
。

　

第
一
に
、
人
間
喜
劇
と
原
子
論
と
自
由
の
結
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。
喜

劇
が
来
世
で
の
祝
福
（
＝
神
的
喜
劇
）
で
は
な
く
現
世
で
の
公
的
秩
序
の

永
続
性
と
栄
誉
（
＝
人
間
喜
劇
）
で
あ
る
た
め
の
条
件
が
少
な
く
と
も
二

つ
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
目
は
、
物
質
と
空
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
現

世
世
界
な
い
し
宇
宙
そ
れ
自
体
に
終
わ
り
が
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
世
界

の
永
続
性
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
秩
序
が
人
間
の
自
由
な
力
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
科
学
の
万
能
性
で
あ
る
。
古
典
的
エ
ピ
ク

ロ
ス
主
義
の
原
子
論
が
一
つ
目
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、

二
つ
目
は
原
子
論
か
ら
は
必
ず
し
も
帰
結
し
な
い
。
原
子
か
ら
な
る
世
界

の
永
続
性
の
教
説
が
、
輪
廻
の
不
可
避
性
（
＝
あ
ら
ゆ
る
人
為
の
産
物
の
必

滅
を
確
信
す
る
悲
劇
）
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。

本
書
に
よ
れ
ば
、
原
子
論
を
必
然
論
か
ら
自
由
論
へ
と
転
換
さ
せ
る
た
め

に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
―
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
原

子
の
偶
然
的
〈
逸
れ
〉clinam

en

の
概
念
を
導
入
し
た
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
―

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
原
子
論
が
、
下
方
へ
と
垂
直
落
下
す
る
だ
け
の
デ
モ

ク
リ
ト
ス
の
原
子
に
わ
ず
か
な
〈
逸
れ
〉
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
事
物
の

生
成
消
滅
の
み
な
ら
ず
人
間
の
自
由
意
志
を
も
説
明
し
た
こ
と
は
こ
ん
に

ち
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
若
き
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
『
事

物
の
本
性
に
つ
い
て
』
全
巻
を
筆
写
し
、
と
く
に
原
子
の
〈
逸
れ
〉
を
論

じ
た
第
二
巻
二
五
二
の
余
白
に
「
運
動
が
可
変
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
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い
か
に
し
て
喜
劇

0

0

作
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば

エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
近
代
的
受
容
・
改
変
の
終
着
点
は
、
原
子
論
を
も
と

に
運
命
や
宗
教
の
欺
瞞
性
を
見
抜
き
、
そ
こ
に
人
間
の
自
由
意
志
を
付
加

し
て
運
命
や
宗
教
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
的
な
啓
蒙
や
政
治
的
無
神
論
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
宗
教

の
慰
撫
に
逃
げ
込
む
こ
と
を
み
ず
か
ら
に
い
っ
さ
い
禁
じ
、
神
な
き
人
間

の
悲
惨
を
雄
弁
に
描
く
こ
と
こ
そ
責
務
を
ま
っ
と
う
す
る
あ
か
し
と
し
て

引
き
受
け
る
新
種
の
堅
忍
不
抜
」
、
す
な
わ
ち
「
啓
示
の
伝
統
に
た
い
す

る
反
抗
の
究
極
か
つ
も
っ
と
も
純
粋
な
根
拠
」
と
し
て
の
「
知
的
廉
直
」

die intellektuelle Redlichkeit

こ
そ
、
近
代
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
結
末
で

あ
っ
た
（Leo Strauss, Philosophie und G

esetz, G
esam

m
elte Schriften, Bd.2, S.25

）
。

そ
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
的
な
剛
毅
を
伴
う
こ
の
知
的

廉
直
は
、
人
間
に
と
っ
て
喜
劇
と
い
う
よ
り
も
あ
き
ら
か
に
悲
劇
で
あ
っ

た
。

　

エ
ピ
ク
ロ
ス
―
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の

も
の
は
原
子
の
偶
然
の
逸
れ
と
衝
突
に
よ
っ
て
生
じ
る
が
、
偶
然
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
は
す
べ
て
い
ず
れ
解
体
す
る
運
命
に
あ
る
。
い
く
ら
子
孫
を

残
し
て
も
、
こ
の
人
間
世
界
が
滅
び
る
と
き
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
懐
疑
を
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
楽
観
論
は
ど
こ
ま

で
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

が
付
け
加
え
た
ニ
ー
チ
ェ
的
な
剛
毅
が
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
そ
の
も
の
を
近

代
的
な
も
の
へ
と
、
つ
ま
り
は
普
遍
的
啓
蒙
へ
と
〈
逸
ら
〉
し
た
の
だ
と

し
て
も
、
本
書
は
喜
劇
の
精
神
を
あ
く
ま
で
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
（
全

身
で
は
な
く
）「
半
身
」
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
啓
蒙
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
精
神
の
自
由
を
も
つ
」m

otum
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と
書
き
込
ん
で
い
た

事
実
も
、
二
十
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
文
献
学
的
に
解
明
さ
れ
て
い
た
。
近
年

に
な
っ
て
こ
の
解
明
の
重
大
さ
が
研
究
者
間
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
か
ら
支
配
権
の
半
分
を
獲
得
し
た
人
間
の
「
自
由
な
意
欲
」

libero arbitrio

（
『
君
主
論
』
第
二
五
章
）
の
哲
学
的
根
拠
を
ル
ク
レ
テ
ィ

ウ
ス
に
求
め
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
解
釈
が
普
及
し
て
き
た
。
し
か
し
必
然

的
運
命
を
偶
然
に
よ
っ
て
解
体
す
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
人
間
的
自
由
の
領

域
の
拡
大
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
熱
力
学
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
増
大
の
法

則
に
し
た
が
え
ば
、
原
子
の
ラ
ン
ダ
ム
な
運
動
の
全
面
的
解
放
は
統
計
学

的
に
無
秩
序
の
増
大
す
な
わ
ち
生
命
秩
序
に
と
っ
て
の
死
と
い
う
悲
劇
を

招
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
〈
偶
然
性
〉
を
〈
人
間
的
自
由
に
よ
る
公
的
秩

序
の
維
持
拡
大
〉
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
原
子
論
と
は
異
な
る
人
為

的
「
科
学
」
の
原
理
が
必
要
に
な
る
。
本
書
は
こ
こ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
が
い

う
意
味
で
の
「
科
学
」
、
す
な
わ
ち
剛
毅forte

な
る
「
絶
対
的
楽
観
論
」

と
い
う
意
味
で
の
「
科
学
」
を
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
読
み
込
む
（
二
八
二
、

三
二
四
―
三
二
五
頁
）
。

　

自
由
な
選
択
に
よ
る
心
の
平
静
を
つ
う
じ
た
俗
世
（
＝
公
的
政
治
世
界
）

か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
死
と
崩
壊
を
私
的
に
受
容
す
る
古
典
的
エ
ピ
ク
ロ

ス
主
義
と
、
現
世
に
お
け
る
自
己
の
意
欲
の
実
現
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も

自
己
と
国
家
の
存
続
・
刷
新
を
図
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
齟
齬
は
、
本

書
に
お
い
て
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
ニ
ー
チ
ェ
的
な
剛
毅
の
楽
観
論
を

導
入
す
る
こ
と
で
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
に
施
し
た
〈
近
代
化
〉
に
由
来
す
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
を
介
し
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
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害
計
算
〉
を
旨
と
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
や
功
利
主
義
の
近
代
と
の
あ
い
だ
に
は
、

な
お
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

　

緻
密
な
論
証
と
と
も
に
洗
練
さ
れ
た
重
厚
な
文
体
で
書
か
れ
、
哲
学
史

的
に
も
射
程
距
離
十
分
な
ス
ト
ー
リ
ー
性
に
彩
ら
れ
た
本
書
は
、
〈
読
ま

せ
る
〉
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
と
し
て
も
大
き
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
数
理
的
・
実
証
的
・
経
験
的
な
〈
科
学
的
手

法
〉
を
媒
介
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
万
人
の
福
利
と
い
う
〈
結
果
〉
を

媒
介
と
し
て
で
も
な
く
、
英
雄
的
個
人
の
〈
剛
毅
〉
を
媒
介
と
し
て
の
、

此
岸
的
楽
観
論
と
合
理
主
義
と
の
結
合
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
予
測
統

御
可
能
性
へ
の
信
念
の
み
に
立
脚
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ニ
ー

チ
ェ
―
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
漂
わ
せ
る
近
代
理
性
の
悲
劇
的
見
通
し
を
完
全
に

払
拭
し
き
れ
て
は
い
な
い
。
人
間
喜
劇
の
楽
観
主
義
に
実
験
的
方
法
主
義

と
福
利
的
結
果
主
義
の
二
つ
が
加
わ
る
と
き
、
啓
蒙
の
普
遍
性
の
自
己
主

張
は
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

「
結
論
」
に
あ
る
と
お
り
、
本
書
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
天
才
」
が
「
悲

劇
作
者
」
と
「
喜
劇
作
者
」
の
同
一
人
内
で
の
共
存
に
あ
っ
た
こ
と
を
認

め
て
い
る
。
一
見
す
る
と
「
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
半
身
」
た
る
自
由
や
喜

劇
に
集
中
し
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
本
書
が
そ
の
奥
で
着
目
す
る

の
は
、
こ
の
世
で
は
喜
劇
と
悲
劇
の
混
在
を
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識

か
ら
来
る
「
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
全
身
」
す
な
わ
ち
彼
の
悲ペ

ー
ソ
ス哀

で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
本
書
が
示
唆
す
る
近
代
思
想
の
系
譜

は
〈
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
―
ホ
ッ
ブ
ズ
―
ベ
ン
サ
ム
〉
よ
り
も
、
ま
す
ま
す

〈
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
―
ニ
ー
チ
ェ
―
ウ
ェ
ー
バ
ー
〉
の
色
彩
が
強
い
も
の

と
な
ろ
う
。 

（
あ
つ
み
・
け
い
い
ち
ろ
う
／
西
洋
政
治
思
想
史
）

リ
で
は
な
く
ニ
ー
チ
ェ
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
要
素
を
残
し
て
い
る
。
す

べ
て
の
人
間
が
市
民
た
り
え
、
な
お
か
つ
す
べ
て
の
市
民
が
哲
学
者
た
り

う
る
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
流
の
普
遍
的
啓
蒙
へ
の
道
は
、
人
間
喜
劇
作
者
＝

科
学
者
た
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
、
な
お
遠
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

評
者
が
提
示
し
た
い
第
二
の
論
点
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
普
遍
的
啓

蒙
と
の
こ
う
し
た
距
離
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
本
書
は
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
が
こ
う
し
た
普
遍
的
啓
蒙
の
可
能
性
を
直
接
的
に
認
め
た
と
は

考
え
ず
、
む
し
ろ
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
「
あ
る
種
の
啓
蒙
」
の
担

い
手
が
少
数
の
選
良
で
あ
っ
た
こ
と
―
―
こ
の
点
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と

古
典
的
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
が
一
致
す
る
こ
と
―
―
を
認
識
し
て
い
る
（
三

三
八
―
三
四
〇
頁
）
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
古
典
的
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
と
袂

を
分
か
つ
の
は
、
選
良
を
隠
遁
的
私
人
哲
学
者
で
は
な
く
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
を

も
つ
公
的
英
雄
と
み
な
す
点
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
は
同
時
に
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
が
拓
い
た
「
あ
る
種
の
啓
蒙
」
の
道
が
後
に
普
遍
的
啓
蒙
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
も
言
及
す
る
。
そ
れ
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
以

後
に
革
命
の
語
が
（
天
体
や
政
体
の
）
回
転
と
い
う
原
義
を
離
れ
て
、
新

秩
序
の
創
造
や
新
時
代
へ
の
前
進
を
指
す
語
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
と
き

に
起
こ
っ
た
。
し
か
し
革
命
の
こ
う
し
た
語
意
転
換
は
、
天
体
（
運
命
）

の
回
転
と
政
体
の
循
環
を
克
服
し
て
秩
序
の
「
若
さ
」
と
「
新
し
さ
」
を

保
証
す
る
の
に
歴
史
的
模
範
の
顕
示
（
＝
始
源
へ
の
回
帰
）
を
も
っ
て
す

る
よ
う
な
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
的
意
味
で
の
「
変
革
」alterazione

に
と
っ
て
、

プ
ラ
ス
な
の
か
マ
イ
ナ
ス
な
の
か
。
〈
回
帰
に
よ
る
刷
新
〉
と
〈
剛
毅
〉

を
旨
と
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
近
代
と
、〈
進
歩
に
よ
る
開
拓
〉
と
〈
利
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と
し
て
著
し
い
の
は
、
十
七
世
紀
に
興
隆
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義

の
新
思
潮
が
い
か
に
十
八
世
紀
の
商
業
社
会
論
の
土
壌
を
潤
し
、
「
消
費

主
導
の
経
済
学
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
へ
と
結
実
し
た
か
を
フ
ラ
ン
ス
の
思

想
的
文
脈
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
前
著
で
登
場
し
た
ボ

ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
、
ム
ロ
ン
、
フ
ォ
ル
ボ
ネ
、
ケ
ネ
ー
、
ビ
ュ
テ
ル
・
デ
ュ

モ
ン
ら
の
議
論
に
ふ
た
た
び
触
れ
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
力
点
は
「
消
費
主

導
の
経
済
学
」
あ
る
い
は
「
消
費
・
消
費
欲
求
の
規
定
性
に
着
目
す
る
功

利
主
義
的
な
経
済
学
」
の
探
究
と
い
う
問
題
設
定
へ
と
明
確
に
移
動
し
て

い
る
。
今
回
、
ボ
ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
の
思
想
的
淵
源
と
し
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス

ム
が
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
両
者
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
波
及
版
と
し
て

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
多
く
の
紙
面
が
費
や
さ
れ
て
い
る
点
が
際
立
つ
。
他
方
、

前
著
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
今
回
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ

れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ブ
テ
ィ
ー
ニ
や
プ
リ
ュ
ケ
の
よ
う
に
前
著
で

ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
奢
侈
批
判
の
論
者
た
ち
が
新
た
に
加
わ
っ

て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
本
書
に
は
商
業
社
会
の
進
展
を
め
ぐ
っ
て
数
多
く
の
思
想

家
が
登
場
す
る
が
、
い
ず
れ
も
「
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
を
直
視
し
、

利
益
や
欲
求
を
結
合
原
理
と
し
た
社
会
秩
序
の
あ
り
様
や
そ
の
可
能
性
を

模
索
し
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
初
「
魂
の
堕
落
」
や
「
悪

徳
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
人
間
の
利
己
的
情
念
は
、
や
が
て
宗
教
的
価

値
や
道
徳
的
正
否
の
議
論
を
退
け
、
も
っ
ぱ
ら
世
俗
の
幸
福
を
謳
歌
す
る

方
向
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
。
以
下
で
は
、
ま
ず
各
章
の
概
略
を
紹
介
し

た
う
え
で
、
評
者
な
り
の
疑
問
点
と
コ
メ
ン
ト
を
最
後
に
提
示
し
た
い
。

　

第
一
章
で
は
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
人
間
観
・
社
会
観
を
基
調
と
し
た

　

書
評　

『
経
済
学
の
起
源
―
―
フ
ラ
ン
ス 

欲
望
の
経
済
思
想

』

（
米
田
昇
平
著
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）

安
藤
裕
介

　

人
間
の
利
己
的
情
念
と
社
会
秩
序
は
い
か
に
し
て
結
び
つ
き
、
ま
た
調

和
し
う
る
の
か
。
こ
れ
が
本
書
で
扱
わ
れ
る
思
想
家
た
ち
に
共
通
す
る
主

題
で
あ
る
が
、
本
書
は
と
く
に
彼
ら
の
思
想
的
営
為
を
「
フ
ラ
ン
ス
独
自

の
経
済
学
の
系
譜
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
前
著
『
欲
求
と
秩
序
』
（
昭

和
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
と
比
較
し
て
み
て
も
、
長
期
に
わ
た
る
著
者
の
一

貫
し
た
問
題
意
識
が
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
と
く
に
本
書
の
功
績
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ピ
エ
ー
ル
・
ニ
コ
ル
と
ボ
ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
の
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
代
表
的
な
思
想
家
で
あ
る
ニ
コ
ル
は
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
徹
底
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
沿
っ
て
、
人
間
を
自
己
愛
に

囚
わ
れ
た
罪
深
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
自
己
愛
は

人
々
を
闘
争
や
対
立
に
は
駆
り
立
て
ず
、
む
し
ろ
生
活
の
便
宜
や
安
楽
の

増
大
に
適
し
た
「
欲
求
と
必
要
の
相
互
依
存
」
へ
と
導
く
。
人
々
は
自
己

愛
を
満
た
し
た
い
が
た
め
に
他
者
と
の
関
係
を
築
き
、
そ
の
視
線
を
恐
れ

て
欺
瞞
的
に
自
己
抑
制
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
「
礼
儀
」
や
「
礼
節
」

の
正
体
で
あ
る
。
ニ
コ
ル
は
あ
る
程
度
ま
で
「
開
明
的
な
自
己
愛
」
の
発

揮
に
期
待
を
寄
せ
た
が
、
そ
も
そ
も
人
間
は
自
己
規
制
す
る
に
は
弱
い
存

在
で
あ
り
、
結
局
は
「
超
越
的
な
神
慮
」
に
基
づ
く
力
ず
く
の
政
治
的
秩

序
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
ニ
コ
ル
の
地
平
を
乗
り
越
え
た
の
が
ボ

ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
で
あ
る
。
ボ
ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
に
と
っ
て
、
人
々
の
堕
落
し

た
自
己
愛
を
抑
制
す
る
の
は
政
治
の
秩
序
で
は
な
く
「
自
然
」
と
い
う
名

の
市
場
の
強
制
力
で
あ
る
。
彼
の
認
識
で
は
、
社
会
は
不
断
に
続
く
交
換

の
連
鎖
か
ら
成
り
立
ち
、
相
互
依
存
の
関
係
と
一
定
の
自
律
性
で
動
い
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
種
々
の
要
素
（
生
産
物
価
格
、
職
業
な
ど
）
に
起
き
た
変

化
は
す
ぐ
に
他
の
要
素
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
収
縮
や
拡
大
の
循
環
過
程

を
繰
り
返
す
。
も
し
活
発
な
消
費
活
動
や
貨
幣
循
環
が
持
続
す
れ
ば
、
そ

れ
だ
け
「
富
裕
の
連
鎖
」
は
望
ま
し
い
方
向
に
進
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の

た
め
ボ
ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
は
過
少
消
費
と
過
少
生
産
に
つ
な
が
る
当
時
の
税

制
を
批
判
し
、「
自
然
へ
の
暴
力
」
を
取
り
除
く
よ
う
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
「
レ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
」
の
秩
序
原
理
が
出
現
し
、
道
徳
や
政
治
の

領
域
に
対
し
て
自
律
し
た
経
済
社
会
の
認
識
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
先
の
ニ
コ
ル
や
ボ
ワ
ギ
ル
ベ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
た
マ

ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
逆
説
が
論
じ
ら
れ
る
。
「
私
悪
は
公
益
」
と
い
う
マ
ン
デ

ヴ
ィ
ル
の
有
名
な
逆
説
は
、
明
ら
か
に
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
不

可
思
議
な
錬
金
術
」
（
ラ
フ
ォ
ン
）
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
蜂
の

寓
話
』
の
作
者
に
と
っ
て
も
自
己
愛
は
人
間
の
堕
落
を
証
す
る
情
念
で
あ

り
、
社
会
秩
序
は
こ
の
悪
し
き
情
念
に
基
づ
い
て
欺
瞞
的
に
成
立
し
て
い

た
。
だ
が
、
心
中
か
ら
発
す
る
利
己
的
情
念
の
力
は
、
否
定
し
が
た
く
人

間
本
性
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が

人
々
を
生
活
境
遇
の
改
善
や
勤
勉
・
精
励
へ
と
向
か
わ
せ
る
原
動
力
で

あ
っ
た
。
と
く
に
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
が
注
目
し
た
情
念
が
「
自
負
心
」
と
「
恥

辱
」
（
両
者
は
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
）
で
あ
る
。
一
方
で
そ
れ
ら
は
行
き

過
ぎ
た
利
己
的
情
念
の
歯
止
め
と
な
り
、
他
者
の
視
線
を
意
識
し
て
社
会

秩
序
を
保
と
う
と
す
る
。
「
礼
儀
作
法
（
マ
ナ
ー
ズ
）
」
と
呼
ば
れ
る
、
こ

の
偽
装
さ
れ
た
自
己
愛
の
形
態
は
ニ
コ
ル
の
発
想
と
も
近
い
。
他
方
で
自

負
心
と
恥
辱
は
消
費
欲
求
の
源
泉
に
も
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
お
互

い
に
自
ら
を
誇
示
し
合
い
、
羨
望
の
念
を
抱
く
こ
と
で
絶
え
間
の
な
い
消

費
競
争
へ
と
突
入
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
顕
示
的
消
費
や
奢
侈
が
奨
励
さ

れ
、
交
易
と
貨
幣
循
環
が
活
気
づ
く
。
旺
盛
な
支
出
と
購
買
力
を
堅
調
に

保
つ
こ
と
が
社
会
の
繁
栄
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
り
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
言

わ
せ
れ
ば
倹
約
は
「
み
す
ぼ
ら
し
い
徳
」
あ
る
い
は
貧
困
の
別
名
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
奢
侈
容
認
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
に
お

け
る
商
業
社
会
論
の
中
核
的
な
争
点
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
章
は
「
啓
蒙
の
経
済
学
」
と
い
う
括
り
で
、
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
、

J
・
F
・
ム
ロ
ン
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る
三
者
三
様
の
商
業
社
会
論
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に
は
留
保
が
つ
け
ら
れ
る
。
貴
族
に
お
け
る
自
己
愛
の
発
露
、
す
な
わ
ち

「
名
誉
」
は
富
へ
の
欲
求
と
は
異
な
る
社
会
的
差
別
化
の
情
念
で
あ
り
、

こ
の
情
念
に
動
か
さ
れ
る
貴
族
は
中
間
権
力
と
し
て
君
主
政
の
専
制
化
に

睨
み
を
き
か
せ
る
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
。
も
し
商
業
の
発
展
に
よ
っ
て

貴
族
が
そ
の
特
異
性
を
脅
か
さ
れ
る
な
ら
ば
、
君
主
政
は
や
が
て
専
制
化

し
、
政
治
的
自
由
が
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
商
業
に
つ
い
て
ム
ロ
ン
と

多
く
の
認
識
を
共
有
し
て
い
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
が
、
貴
族
を
中

心
と
し
た
身
分
制
秩
序
に
あ
く
ま
で
固
執
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
奢
侈
の
内
実
や
是
非
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
十
八
世
紀

半
ば
以
降
の
奢
侈
論
争
と
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
経
済
学
の
歩
み
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
る
。
奢
侈
を
容
認
す
る
に
せ
よ
批
判
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
程
度
や

内
容
は
実
に
多
彩
で
あ
っ
た
が
、
概
ね
次
の
よ
う
な
軸
に
沿
っ
て
展
開
し

た
。
①
奢
侈
は
習
俗
を
洗
練
す
る
の
か
、
徳
を
衰
退
さ
せ
る
の
か
。
②
向

か
う
べ
き
は
社
会
（
身
分
制
）
秩
序
の
流
動
化
か
、
そ
の
固
定
化
か
。
③

奢
侈
は
国
家
に
力
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
の
か
、
そ
れ
と
も
国
家
を
破
滅
へ

と
導
く
の
か
。
④
奢
侈
と
節
約
（
資
本
蓄
積
）
、
ど
ち
ら
が
経
済
社
会
の
発

展
に
と
っ
て
有
利
か
。
主
に
こ
れ
ら
の
争
点
に
沿
っ
て
奢
侈
論
争
は
進
展

し
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
＝

ム
ロ
ン
の
容
認
路
線
で
は
フ
ォ
ル
ボ
ネ
や
ビ
ュ
テ

ル
・
デ
ュ
モ
ン
ら
が
新
た
に
登
場
し
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
批
判
路
線
で
は
ル

ソ
ー
や
重
農
主
義
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
都
市
の
華
や
か
な

生
活
に
比
し
て
農
村
が
衰
退
し
て
い
た
と
い
う
現
実
も
あ
り
、
後
者
の
陣

営
は
農
業
の
再
生
を
求
め
る
思
想
潮
流
と
も
合
流
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て

フ
ォ
ル
ボ
ネ
は
、
生
活
の
必
要
を
超
え
る
奢
侈
を
「
便
宜
」
の
領
域
に
解

消
し
、
よ
り
確
実
な
自
己
保
存
と
勤
労
の
精
神
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て

が
検
討
さ
れ
る
。
人
間
本
性
や
社
会
秩
序
を
「
利
益
」
の
観
点
か
ら
理
解

し
た
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
は
、
様
々
な
快
楽
や
欲
求
が
存
在
す
る
こ
と
を
認

め
つ
つ
、
と
く
に
公
共
的
利
益
に
奉
仕
す
る
快
楽
を
特
権
化
し
た
。
彼
に

と
っ
て
、
祖
国
の
た
め
に
善
行
を
な
す
快
楽
あ
る
い
は
栄
光
を
求
め
る
欲

求
は
「
有
徳
な
自
己
愛
」
と
な
り
う
る
。
そ
の
核
心
は
ニ
コ
ル
や
マ
ン
デ

ヴ
ィ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
偽
装
さ
れ
た
悪
徳
の
欺
瞞
的
秩
序
と
は
異
な
る
。

具
体
的
に
サ
ン
＝

ピ
エ
ー
ル
は
、
顕
彰
制
度
を
通
じ
て
人
為
的
に
情
念
を

刺
激
し
、
良
き
市
民
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
。
と
く
に
富
者
が
奢

侈
的
消
費
に
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
共
目
的
の
有
益
な
支
出
（
病
院
、

河
川
、
道
路
の
整
備
な
ど
）
を
お
こ
な
う
こ
と
を
良
し
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
議
論
に
触
発
さ
れ
た
ム
ロ
ン
は
「
消
費

の
自
由
」
を
認
め
、
奢
侈
容
認
論
の
立
場
に
立
つ
。
ム
ロ
ン
に
と
っ
て
も

商
業
社
会
は
購
買
力
の
連
鎖
そ
の
も
の
で
あ
り
、
相
互
依
存
の
体
系
を
成

し
て
い
た
。
ま
た
、
奢
侈
は
「
洗
練
」
と
同
義
で
あ
り
、
人
間
の
欲
求
を

原
動
力
と
し
て
「
産
業
活
動
の
進
歩
」
を
際
限
な
く
促
し
、
野
蛮
や
未
開

を
文
明
へ
と
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
議
論
の
主
眼
は
当
時
の

奢
侈
批
判
へ
の
反
論
に
あ
る
が
、
奢
侈
は
あ
く
ま
で
一
次
的
、
二
次
的
な

欲
求
が
満
た
さ
れ
た
後
に
や
っ
て
く
る
消
費
行
動
で
あ
っ
て
、
決
し
て
社

会
秩
序
に
有
害
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ム
ロ
ン
と
似
た
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い

な
が
ら
も
、
商
業
社
会
と
君
主
政
の
間
で
微
妙
な
立
場
に
至
っ
た
の
が
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
で
あ
る
。
た
し
か
に
人
々
の
虚
栄
心
あ
る
い
は
「
軽
薄

な
精
神
」
に
支
え
ら
れ
て
商
業
が
拡
大
し
、
習
俗
が
洗
練
さ
れ
る
と
い
う

事
実
は
彼
も
認
め
る
。
し
か
し
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
政
治
的
自

由
を
確
保
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
り
、
商
業
社
会
の
全
面
展
開
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即
し
た
ほ
う
が
「
思
想
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
」
に
肉
薄
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
の
い
う
「
用
心
深
い
政
治
家
た
ち
の
巧
み
な

管
理
」（
一
〇
六
頁
）
、
ム
ロ
ン
の
説
く
「
内
政
の
賢
明
さ
」（
一
七
六
頁
）
、
フ
ォ

ル
ボ
ネ
に
と
っ
て
の
「
立
法
者
」
の
「
賢
明
な
施
策
」
（
二
三
八
頁
）
、
こ

れ
ら
は
分
析
ツ
ー
ル
と
し
て
の
経
済
学
と
い
う
よ
り
も
情
念
管
理
の
統
治

術
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
必
ず
し
も
経
済
的
利
益
だ

け
に
還
元
で
き
な
い
人
間
の
情
念
や
欲
求
を
特
定
の
目
標
へ
と
誘
導
す
る

作
為
の
契
機
が
潜
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
がvain glory

と
呼
ん
だ
権
力
欲
や
名
誉
欲
な
ど
富
以
外
の
対
象
を
含
む
厄
介
な
情
念
を

封
じ
込
め
る
に
は
、
何
か
別
の
「
錬
金
術
」
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
た
ち
が
ホ
ッ
ブ
ズ
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
を
含

め
て
、
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
宗
教
と
経
済
学
の
関
係
に
関
わ
る
点
で
あ
る
。
著
者

は
、
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
経
済
学
が
宗
教
や
政
治
か
ら
自

律
し
た
知
の
領
域
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
だ
が
、
十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
潮
流
と
し
て
目
立
つ
の
は
、
む
し
ろ
宗
教
的
価
値

と
経
済
学
と
の
再
結
合
で
あ
る
。
「
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
」
を
掲
げ
た
晩

年
の
サ
ン
＝

シ
モ
ン
、
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ク
ー
や
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
・
バ
ル

ジ
ュ
モ
ン
に
代
表
さ
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
政
治
経
済
学
」
の
興
隆
が
昨
今

の
フ
ラ
ン
ス
で
注
目
さ
れ
て
い
る
（EJH

ET 24:4, August 2017

）
。
こ
の
十

九
世
紀
の
知
的
現
象
を
「
フ
ラ
ン
ス
起
源
の
経
済
学
の
（
…
）
連
綿
た
る

歩
み
」
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
、
ぜ
ひ
続
編
を
期
待
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

（
あ
ん
ど
う
・
ゆ
う
す
け
／
政
治
思
想
史
）

容
認
し
た
。
ま
た
「
国
民
の
奢
侈
」
を
唱
え
、
奢
侈
的
消
費
を
お
こ
な
う

主
体
の
裾
野
を
広
げ
て
階
級
間
の
流
動
化
も
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
フ
ォ
ル

ボ
ネ
の
議
論
を
発
展
さ
せ
た
ビ
ュ
テ
ル
・
デ
ュ
モ
ン
は
、
〈
奢
侈
―
富
裕

―
有
徳
〉
の
連
鎖
を
説
き
、
「
消
費
の
自
由
」
を
認
め
て
も
市
民
道
徳
は

衰
退
し
な
い
と
強
調
し
た
。
ビ
ュ
テ
ル
・
デ
ュ
モ
ン
の
重
要
な
功
績
と
し

て
、
重
農
主
義
の
地
主
中
心
社
会
を
批
判
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
主
体
の
消

費
行
動
・
投
資
行
動
が
再
生
産
に
寄
与
す
る
と
説
い
た
点
が
評
価
さ
れ
る
。

　

著
者
の
議
論
の
進
め
方
は
総
じ
て
丁
寧
か
つ
堅
実
で
あ
り
、
先
行
研
究

を
網
羅
的
に
渉
猟
し
、
こ
れ
ら
を
精
緻
に
整
理
し
た
う
え
で
、
著
者
が
言

う
と
こ
ろ
の
「
消
費
主
導
の
経
済
学
」
あ
る
い
は
「
フ
ラ
ン
ス
独
自
の
経

済
学
の
系
譜
」を
説
得
的
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
で
「
『
国
富
論
』

を
収
束
点
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
の
流
れ
と
は
異
な
る
」
経
済
学
の
生

成
史
（
五
頁
）
を
描
く
こ
と
に
概
ね
成
功
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
も
た

ら
し
た
研
究
上
の
価
値
が
大
き
い
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
経
済
学
や
経
済
思
想
を
専
門
と
し
な
い
評
者
か
ら
は
、
あ
え
て
次
の

よ
う
な
疑
問
点
と
コ
メ
ン
ト
を
提
示
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。

　

ひ
と
つ
は
、
後
世
に
成
立
し
た
学
問
区
分
で
あ
る
「
経
済
学
」
と
い
う

視
点
を
十
八
世
紀
の
「
思
想
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
」
に
ど
こ
ま
で
持
ち
込
む

べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
著
者
は
「
欲
求
や
効
用
の
視

点
に
基
づ
く
独
自
の
経
済
学
」
、
「
奢
侈
論
争
に
お
い
て
重
要
な
役
回
り
を

果
た
し
た
経
済
学
」
、「
フ
ラ
ン
ス
起
源
の
経
済
学
の
（
…
）
連
綿
た
る
歩
み
」

を
強
調
し
て
い
る
（
一
八
、
二
七
〇
、
三
一
〇
頁
）
。
だ
が
実
際
に
は
、
啓

蒙
の
時
代
の
言
説
状
況
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
り
、
「
経
済
学
」
と
い
う
今

日
的
な
枠
組
み
よ
り
も
「
立
法
者
の
科
学
」
と
呼
ば
れ
る
当
時
の
認
識
に
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が
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
（
一
九
七
一
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
英

語
圏
に
お
い
て
も
、
ま
た
ド
イ
ツ
語
圏
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
お
い
て
も
（
こ

れ
ら
だ
け
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
が
）
、
多
か
れ
少
な
か
れ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
関
連
づ
け
て
独
創
的
な
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
社
会
契
約
論
の
政
治
思
想
の
系
譜
か
ら
カ
ン
ト
を
除
外
し

て
き
た
日
本
の
研
究
状
況
と
は
や
や
異
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
種
の
カ
ン

ト
復
興
を
も
た
ら
し
た
ロ
ー
ル
ズ
で
さ
え
カ
ン
ト
を
道
徳
哲
学
史
講
義
で

論
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
政
治
哲
学
史
講
義
に
は
含
め
な
か
っ
た
。
カ
ン

ト
を
社
会
思
想
史
・
政
治
哲
学
史
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
い
は

今
な
お
課
題
で
あ
り
続
け
て
お
り
、
こ
れ
は
日
本
の
カ
ン
ト
の
研
究
に
お

い
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

　

金
慧
の
『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
―
―
自
律
・
言
論
・
移
行
』
も
ま
た
、

新
し
い
カ
ン
ト
像
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
一
つ
の
解

答
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
「
は
じ
め
に
」
の
中
で
、「
カ

ン
ト
の
政
治
哲
学
の
テ
ク
ス
ト
が
読
解
さ
れ
る
べ
き
古
典
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
き
た
と
は
お
よ
そ
言
い
難
い
」
（
ⅱ
頁
）
こ
と
に
触
れ
、
カ
ン

ト
の
政
治
哲
学
を
法
哲
学
に
還
元
す
る
傾
向
や
、
意
見
や
立
場
の
異
な
る

存
在
と
し
て
の
他
者
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
さ
ら
に
現
実
か
ら
乖

離
し
た
理
論
構
築
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
見
解
や
批
判
に
応
答
す
る
た
め
に
著
者
が
選
び
取
る
の
は

「
政
治
的
自
律
」
、
「
言
論
の
自
由
」
、
「
移
行
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
観
点
か
ら
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ

ン
ト
の
政
治
哲
学
を
、
国
家
の
干
渉
を
退
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
ま
た
自
ら
の
自
由
を
守
る
た
め
に
立
法
へ
の
参
加
を
重
視

　

書
評　

『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
―
―
自
律
・
言
論
・
移
行

』

（
金
慧
著
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
）

斎
藤
拓
也

　

近
年
、
日
本
語
で
読
む
こ
と
の
で
き
る
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
に
関
す
る

研
究
は
着
実
に
増
え
つ
つ
あ
る
。
所
有
権
論
、
判
断
力
論
、
革
命
否
定
論

な
ど
個
別
の
論
点
を
超
え
て
、
カ
ン
ト
の
政
治
論
を
包
括
的
に
再
構
成
し
、

政
治
に
は
縁
遠
い
哲
学
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
新
た
な
研
究
を
手
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
カ
ン
ト
の
政
治
思
想
や
法
哲

学
は
、
道
徳
哲
学
と
の
整
合
性
が
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
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す
る
共
和
主
義
だ
け
で
も
な
く
、
「
現
代
に
お
け
る
熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
議
論
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
洞
察
」
（
二
一
六
頁
）
と
し
て
も
再
構
成
す

る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
の
観
点
は
明
快
に
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
を
考
察
の
対

象
と
す
る
第
一
部
を
中
心
に
本
書
の
内
容
を
要
約
し
、
著
者
の
観
点
に
つ

い
て
考
察
を
述
べ
る
。

　

本
書
の
総
論
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
第
一
章
で
は
、
カ
ン
ト
の
政
治

哲
学
が
「
移
行
」
と
い
う
観
点
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
本

章
で
自
然
状
態
か
ら
法
的
状
態
へ
、
専
制
か
ら
共
和
制
へ
、
国
際
的
な
自

然
状
態
か
ら
法
的
状
態
へ
の
三
つ
の
移
行
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
書
の
基
本
的
な
論
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
特
に
、
カ
ン
ト
の
共
和
制

を
制
度
と
思
考
様
式
と
い
う
両
面
か
ら
把
握
し
、
共
和
主
義
的
な
統
治
様

式
の
も
と
で
「
言
論
の
自
由
」
が
も
つ
意
義
を
強
調
し
、
ま
た
カ
ン
ト
の

移
行
の
構
想
を
国
家
に
お
い
て
も
、
国
際
関
係
に
お
い
て
も
「
政
治
的
自

律
」
の
確
立
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
観
点
（
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
間
関
係

に
お
い
て
は
政
治
的
自
律
を
尊
重
す
る
が
ゆ
え
に
「
世
界
共
和
国
」
に
加
え
て
「
国

際
連
盟
」
構
想
を
提
案
し
た
と
い
う
解
釈
）
は
、
本
書
の
解
釈
の
基
調
を
な

し
て
い
る
。

　

言
論
の
自
由
の
意
義
を
強
調
す
る
立
場
を
取
る
う
え
で
、
カ
ン
ト
の
道

徳
哲
学
、
ひ
い
て
は
政
治
哲
学
が
他
者
と
い
う
契
機
を
欠
い
て
お
り
、
独

我
論
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
想
定
し
て
展
開
さ
れ
る
の
が
第
二
章
で
あ

る
。
「
理
性
の
公
共
的
使
用
」
は
、
所
与
の
共
同
性
の
外
部
に
立
ち
、
公

共
体
全
体
、
ひ
い
て
は
世
界
市
民
社
会
の
成
員
と
い
う
観
点
か
ら
あ
る
べ

き
規
則
（
法
）
を
起
草
者
と
し
て
提
案
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
提
案
に
反

論
す
る
他
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
他
者
へ
の
応
答
と
い
う
意
味

で
の
責
任
の
観
念
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
法
の
正

し
さ
の
判
定
基
準
と
し
て
示
し
た
「
公
開
性
」
原
理
も
ま
た
モ
ノ
ロ
ー
グ

的
な
「
思
考
テ
ス
ト
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
法
の
正
し
さ
の
理
由
を
相

互
に
提
示
し
合
う
こ
と
を
要
請
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
側

面
が
定
言
命
法
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

言
論
の
自
由
の
重
要
性
は
、
第
三
章
で
認
識
論
、
法
の
制
定
、
法
の
適

用
、
抵
抗
権
と
の
関
係
と
い
う
四
つ
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま

ず
思
考
の
過
程
で
誤
謬
を
避
け
、
真
理
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
内
的
に

自
己
吟
味
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
伝
達
、
批

判
、
応
答
を
為
す
こ
と
が
真
理
の
外
的
で
補
完
的
な
基
準
と
し
て
必
要
で

あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
第
二
に
著
者
は
言
論
の
自
由
の
行
使

（
理
性
の
公
共
的
使
用
）
が
法
に
関
す
る
自
ら
の
意
見
の
妥
当
性
を
問
い
か

け
、
議
論
を
起
こ
す
試
み
で
あ
り
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
論
拠
を
提
示
す

る
動
機
づ
け
の
観
点
か
ら
は
投
票
以
上
に
政
治
的
意
志
表
明
の
方
法
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
論
じ
る
。
第
三
に
、
言
論
の
自
由
は
、
法
の
適
用

の
局
面
で
は
、
法
の
不
備
で
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
が
自
ら

の
見
解
を
公
開
し
、
是
正
を
求
め
る
権
利
（
「
権
利
の
唯
一
の
守
護
神
」
）
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
言
論
の
自
由
は
誤
謬
を
解
明
す
る
こ
と
で
立
法
者

に
学
習
の
機
会
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
言
論
の
自
由
の
行
使

は
抵
抗
権
と
は
異
な
り
何
の
法
的
効
力
も
直
接
に
は
生
み
出
さ
な
い
が
ゆ

え
に
、
そ
の
中
で
意
見
の
自
由
な
表
明
や
交
換
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
論
の
自
由
は
、
自
由
権
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
政
治
的
意
志
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
で
国
家
権
力
を
構
成
す
る
政



社会思想史研究　No. 42　2018

●　142

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
す
で
に
行
わ
れ
た
植
民
地
活
動
と
い
う

不
正
義
に
向
き
合
う
た
め
の
視
点
を
引
き
出
し
て
い
る
。

　

第
二
部
で
は
、
現
代
の
政
治
哲
学
者
た
ち
の
カ
ン
ト
解
釈
が
検
討
さ
れ

て
お
り
、
著
者
が
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
に
取
り
組
む
さ
い
の
関
心
の
所
在

が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
言
論
の
自
由
や
公
開
性
に
つ
い
て
は
第
六

章
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
の
分
析
、
自
己
尊
重
と
自
己
評
価
の
相
違

と
そ
れ
ら
が
も
ち
う
る
私
的
、
ま
た
政
治
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
第
七
章

の
ロ
ー
ル
ズ
の
道
徳
的
人
格
の
構
想
の
考
察
、
そ
し
て
国
際
社
会
の
秩
序

構
想
と
歴
史
的
趨
勢
を
語
る
行
為
の
意
味
に
関
し
て
は
第
八
章
の
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
国
際
法
の
立
憲
化
の
構
想
の
検
討
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第

一
部
と
の
結
び
つ
き
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
第
二

部
か
ら
本
書
を
読
み
始
め
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
の
原
理
を
移
行
、
す
な

わ
ち
政
治
的
自
律
の
確
立
の
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
再
構
成
し
、
そ
の
過

程
に
お
け
る
言
論
の
自
由
の
意
義
を
幅
広
く
解
明
し
て
お
り
、
い
ま
カ
ン

ト
が
社
会
思
想
史
に
関
心
を
持
つ
者
に
読
ま
れ
て
い
る
理
由
を
説
得
力
を

も
っ
て
示
す
優
れ
た
内
容
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
説
明
に
や
や
疑
問

を
抱
く
箇
所
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
「
移
行
」
が
何
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
至
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
か
が
十
分
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
著

者
の
説
明
が
移
行
の
ど
の
段
階
に
当
た
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
箇
所
が
散

見
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、
第
四
章
で
は
『
啓
蒙
と
は
何
か
』

（
一
七
八
四
年
）
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
「
立
法
府
に
お
け
る

討
議
」
が
論
じ
ら
れ
、
『
理
論
と
実
践
』
（
一
七
九
三
年
）
の
聖
職
者
や
市

治
的
権
利
で
も
あ
る
。

　

第
四
章
で
は
本
書
の
鍵
概
念
で
あ
る
政
治
的
自
律
が
、
そ
の
成
立
の
制

度
的
条
件
と
経
済
的
条
件
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
制
度
の
観
点
か
ら

は
、
立
法
に
お
け
る
「
代
表
制
」
（
代
議
制
）
と
、
執
行
に
お
け
る
「
代

表
制
」
（
立
法
と
執
行
の
権
力
分
立
）
と
い
う
二
つ
の
代
表
制
が
政
治
的
自

律
（
人
民
の
意
志
に
よ
る
自
己
立
法
）
の
条
件
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
は
し
ば
し
ば
国
家
権
力
の
干
渉
か
ら
私
的
自
由
を
擁

護
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
が
、
権
利
と
し
て
の
私
的

自
由
が
政
治
的
自
律
（
自
己
立
法
）
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
と
い
う
論
理

を
も
つ
点
で
共
和
主
義
の
系
譜
に
も
入
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
カ

ン
ト
が
立
法
に
参
加
す
る
権
利
（
投
票
権
）
を
制
限
し
、
「
受
動
市
民
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
私
的
領
域
に
お
け
る
経
済
的
境
遇
を
反
映
し
た
支
配
従
属
関
係
が
政
治

的
に
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
生
存
を
維
持

し
「
能
動
市
民
」
へ
上
昇
し
う
る
経
済
的
条
件
を
社
会
政
策
の
観
点
か
ら

考
え
て
い
た
。

　

第
五
章
は
、
世
界
市
民
法
と
植
民
地
主
義
の
不
正
義
を
主
題
と
す
る
試

論
で
あ
る
。
世
界
市
民
法
は
諸
国
家
が
並
存
す
る
状
態
で
、
あ
る
国
家
と

そ
の
国
家
に
属
さ
な
い
人
々
と
の
関
係
を
規
定
す
る
法
で
あ
り
、
あ
る
人

が
交
流
を
試
み
る
権
利
の
尊
重
を
国
家
に
義
務
づ
け
る
と
同
時
に
、
植
民

活
動
を
含
む
敵
対
的
行
為
を
取
ら
な
い
よ
う
訪
問
者
の
側
も
義
務
づ
け
る

と
い
う
点
で
、
「
友
好
」
の
義
務
を
双
方
に
課
す
。
こ
こ
で
著
者
は
植
民

地
主
義
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
考
察
に
注
目
し
、
入
植
し
た
人
々
が
先
住
す

る
人
々
を
強
制
し
て
法
的
状
態
へ
と
と
も
に
移
行
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
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と
し
て
国
際
連
盟
を
提
案
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
主

権
国
家
の
自
己
主
張
を
尊
重
せ
ざ
る
を
え
ず
、
国
際
秩
序
の
形
成
が
逆
に

阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
方
向
に
も
読
ま
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
で
、
著
者
は
「
移
行
」
が
法
制
度
に
よ
る
平
和
を
確
立
す
る
過
程
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
思
考
様
式
の
変
革
過
程
を
も
意
味
す
る
こ

と
に
も
注
目
し
て
い
る
（
一
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
各
国

の
政
治
的
自
律
を
尊
重
す
る
こ
と
と
国
際
秩
序
の
形
成
は
両
立
さ
せ
う
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
が
提
示
す
る
論
点
か
ら
は
、
さ
ら
な
る
多
く
の
問
い
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
そ
う
し
た
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
の

論
点
が
、
多
く
の
読
者
に
開
か
れ
た
仕
方
で
書
か
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
と

現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
接
点
に
関
心
を
持
つ
読
者
に
広
く
一
読
を
勧
め

た
い
。

 

（
さ
い
と
う
・
た
く
や
／
社
会
思
想
史
・
政
治
思
想
史
）

民
が
十
分
に
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
「
受
動
市
民
」
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
章
と
第
四
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
言
論

の
自
由
の
政
治
的
役
割
に
関
す
る
議
論
で
、
著
者
は
公
共
圏
が
立
法
権
力

と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
決
定
へ
の
圧
力
と
時
間
的
制
約
」
か

ら
解
放
さ
れ
、
自
由
な
議
論
が
可
能
に
な
る
こ
と
に
立
法
に
お
け
る
代
表

制
の
意
図
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
二
回
路

制
の
議
論
と
し
て
は
理
解
で
き
る
が
、
カ
ン
ト
自
身
が
こ
こ
ま
で
技
術
的

な
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
制
度
的
区
分
を
設
定
し
て
い
る
と
述
べ
る
に
は

テ
ク
ス
ト
の
裏
付
け
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
明
確
に
設
定
さ
れ
た
観
点
か
ら
解
釈
を
進
め
る
本
書
は
、

読
み
手
の
問
い
を
触
発
す
る
力
を
備
え
て
い
る
。
著
者
は
第
三
章
、
第
四

章
で
法
制
定
の
手
続
き
（
代
表
者
を
選
ぶ
投
票
か
ら
立
法
府
に
お
け
る
決
議
に

至
る
ま
で
）
と
法
の
内
容
（
言
論
の
自
由
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
妥
当
性
の
吟
味
）

と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
「
法
の
正
統
性
の
条
件
」
を
説
明
し
、
投
票
権

に
加
え
て
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
自
己
立
法
（
政
治
的
自
律
）

の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
手
続
主
義
を

と
り
つ
つ
立
法
の
内
容
（
妥
当
性
）
を
も
問
う
視
点
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の

代
表
制
論
を
考
察
す
る
う
え
で
非
常
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
視
点
を
設
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
府
と
公
共
圏
の
関
係
は
、

前
者
が
後
者
を
受
け
止
め
る
と
い
う
一
方
向
的
な
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な

く
、
さ
ら
に
相
互
作
用
を
含
め
た
よ
り
多
く
の
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
著
者
は
第
一
章
で
国
家
間
の
自
然
状
態
か
ら
の
移
行
の
問
題
に

つ
い
て
、
カ
ン
ト
が
政
治
的
自
律
を
尊
重
す
る
が
ゆ
え
に
、
解
決
の
方
途
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は
二
つ
の
暴
力
的
要
素
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
土
地
な
き
民
」
。

特
に
十
九
世
紀
末
以
降
の
西
欧
諸
国
に
お
け
る
人
種
主
義
台
頭
の
中
で
、

優
越
的
人
種
＝

ネ
イ
シ
ョ
ン
＝

国
家
領
土
が
固
着
し
、
そ
の
政
治
構
造
か

ら
ユ
ダ
ヤ
人
が
排
除
さ
れ
、
差
別
・
迫
害
さ
れ
て
い
く
暴
力
的
様
相
を
表

し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
「
民
な
き
土
地
」
。
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ア

ラ
ブ
人
の
存
在
を
隠
蔽
す
る
言
説
で
あ
り
、
入
植
ユ
ダ
ヤ
人
や
後
の
イ
ス

ラ
エ
ル
国
家
に
よ
る
ア
ラ
ブ
人
に
対
す
る
恒
常
的
暴
力
を
示
唆
し
て
い
る
。

本
書
は
二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ

カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
内
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
と
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
西
欧
近
代
を
特
徴
づ
け
た
前
者
の
暴
力
的
状
況
（
「
ユ
ダ
ヤ
人

問
題
」
）
が
今
日
ま
で
続
く
後
者
の
暴
力
（
「
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
」
）
へ
ど
の

よ
う
に
結
び
付
い
て
い
っ
た
か
、
そ
の
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
歴
史

研
究
で
あ
る
。
同
時
に
本
書
は
そ
こ
で
埋
没
し
、
実
現
し
な
か
っ
た
パ
レ

ス
チ
ナ
諸
構
想
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
権
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
の
成

立
と
い
う
特
定
の
歴
史
的
事
象
を
相
対
化
し
、
現
状
に
対
す
る
我
々
の
批

判
的
想
像
力
を
喚
起
し
よ
う
と
試
み
る
規
範
性
を
有
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
本
書
の
要
点
を
章
立
て
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
。
序
章
で
は
、
フ
ー

コ
ー
の
系
譜
学
と
杉
田
敦
の
権
力
論
に
基
づ
く
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
・
確

定
を
め
ぐ
る
権
力
過
程
」
と
い
う
本
書
の
方
法
論
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の

方
法
論
の
核
心
は
、
あ
る
政
策
や
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
形
成
さ
れ
他
の
選
択
肢

に
対
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
し
て
い
く
原
因
を
、
有
力
ア
ク
タ
ー
の
断

片
的
・
個
別
的
行
為
で
は
な
く
特
定
の
歴
史
的
諸
条
件
の
錯
綜
―
―
多
彩

な
ア
ク
タ
ー
（
個
人
・
団
体
・
政
府
）
、
言
説
、
そ
の
状
況
下
で
の
権
力
配
置
、

政
治
・
社
会
的
背
景
の
間
の
複
合
的
な
相
互
作
用
―
―
に
見
出
し
、
ア
ジ
ェ

　

書
評　

『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
へ  

 

―
―
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
に
み
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
相
克
と
暴
力
連
鎖
の
構
造

』

（
池
田
有
日
子
著
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
）

馬
路
智
仁

　

「
土
地
な
き
民
に
、
民
な
き
土
地
を
」
。
イ
ギ
リ
ス
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝

期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ス
ト
（C

hristian Zionist

）
第
七
代
シ
ャ

フ
ツ
ベ
リ
ー
伯
の
発
案
と
さ
れ
、
二
十
世
紀
初
頭
ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
と
し

た
ユ
ダ
ヤ
人
劇
作
家
イ
ズ
レ
イ
ル
・
ザ
ン
グ
ウ
ィ
ル
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ

た
、
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
の
合
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
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す
る
「
ア
メ
リ
カ
的
」
方
針
（
「
パ
レ
ス
チ
ナ
主
義
」
）
が
確
定
さ
れ
て
い
っ

た
か
、
が
論
述
さ
れ
る
。
筆
者
が
的
確
に
記
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
肝
要
な

の
は
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
擁
護
し
た
文
化
多
元
主
義
、
お
よ
び
彼
の
構
想
に

基
づ
く
パ
レ
ス
チ
ナ
主
義
は
共
に
、
「
ア
メ
リ
カ
国
民
」
と
い
う
根
本
的

立
場
を
揺
る
が
さ
な
い
範
囲
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
シ
オ
ニ
ス
ト
の
利
益
の
最
大

限
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
た
点
で
あ
ろ
う

）
2
（

。

　

第
二
部
で
は
、
両
大
戦
間
期
に
お
け
る
（
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
以
外
も
含
め
た
）

ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
指
導
層
の
対
パ
レ
ス
チ
ナ
構
想
が
、
民
主

主
義
＝

多
数
決
原
理
と
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
建
設
の
間
の
相
克
―
―
数
の
上
で

の
多
数
派
は
ア
ラ
ブ
人
で
あ
る
た
め
―
―
と
い
う
観
点
か
ら
描
写
さ
れ
る
。

第
二
部
第
一
章
は
、
イ
ギ
リ
ス
委
任
統
治
下
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
ア

ラ
ブ
人
が
政
治
主
体
と
し
て
立
ち
現
れ
る
（
パ
レ
ス
チ
ナ
立
法
議
会
の
設
置

運
動
な
ど
）
中
で
提
起
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
指
導
者
の
様
々

な
解
決
案
（
多
数
確
立
の
た
め
の
ユ
ダ
ヤ
人
植
民
の
一
層
の
推
進
、
二
民
族
国
家
・

議
会
論
、
ア
ラ
ブ
人
の
他
地
域
へ
の
再
定
住
）
の
叙
述
に
宛
て
ら
れ
る
。
一

九
三
〇
年
代
を
扱
う
第
二
章
で
は
、
ア
ラ
ブ
大
蜂
起
や
ナ
チ
ス
の
迫
害
に

伴
う
ユ
ダ
ヤ
難
民
問
題
を
経
て
、
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
指

導
層
に
お
け
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
ア
ラ
ブ
人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
外
へ
の
半
ば
強

制
的
な
移
送
・
再
定
住
へ
と
収
束
し
て
い
く
模
様
が
論
述
さ
れ
る
。
パ
レ

ス
チ
ナ
・
ア
ラ
ブ
人
の
生
に
対
す
る
か
か
る
暴
力
的
方
策
の
基
底
に
存
在

し
た
の
は
、
人
種
主
義
の
反
復
・
転
嫁
、
す
な
わ
ち
自
ら
に
向
け
ら
れ
て

き
た
「
劣
等
人
種
」
と
い
う
分
断
線
の
ア
ラ
ブ
人
へ
の
投
射
で
あ
っ
た
（
一

五
三
―
四
頁
）
。
「
土
地
な
き
民
」
の
再
生
産
で
あ
る
。

　

第
三
部
と
終
章
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
へ
と
至
る
大

ン
ダ
確
定
の
文
脈
依
存
性
、
偶
然
性
を
照
ら
し
出
す
点
に
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
ア
ジ
ェ
ン
ダ
選
択
過
程
の
複
雑
性
と
そ
の
結
果
の
歴
史
的
偶
然
性
を

浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
同
時
に
選
択
の
背
後
で
棄
却
・
排
除
さ
れ
て

い
っ
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
析
出
さ
せ
得
る
と
筆
者
は
主
張
す
る
。
そ
う

し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の
一
つ
と
し
て
、
本
論
の
各
所
で
は
、
『
社
会
的

シ
オ
ニ
ズ
ム
』
の
著
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ッ
ト
が
提
唱
し
た

「
属
人
主
義
的
連
邦
制
」
構
想
（
領
土
区
分
で
は
な
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

土
台
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ラ
ブ
人
の
二
民
族
国
家
論
）
の
意
義
が
指
摘
さ
れ

る
）
1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
論
に
基
づ
き
、
本
論
（
三
部
構
成
・
全
八
章
）
で
は
ア

メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
に
お
け
る
競
合
的
言
説
・
思
想
、
ア
ジ
ェ
ン

ダ
、
組
織
上
お
よ
び
個
人
レ
ヴ
ェ
ル
の
戦
略
の
複
雑
な
交
錯
が
政
治
・
社

会
状
況
と
と
も
に
時
間
軸
に
沿
っ
て
分
析
さ
れ
る
。
本
書
は
ア
メ
リ
カ
と

い
う
独
特
な
移
民
大
国
の
対
象
化
に
付
随
す
る
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
に
よ

る
一
種
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
描
出
に
成
功
し
て

い
る
。
同
国
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
移
民
の
間
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
承

認
を
追
求
す
る
仕
方
―
―
い
か
に
し
て
「
ア
メ
リ
カ
人
」
で
あ
り
つ
つ
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
「
民
族
集
団
」
と
し
て
の
地
位

や
権
利
を
獲
得
す
る
か
―
―
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
立
場
が
競
合
し
て
い
た
。

第
一
部
で
は
そ
う
し
た
対
抗
関
係
の
中
で
十
九
世
紀
末
以
降
シ
オ
ニ
ス
ト

運
動
が
ど
の
よ
う
に
台
頭
し
、
ル
イ
ス
・
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
と
い
う
指
導
者

を
中
心
に
い
か
な
る
理
想
や
目
的
、
戦
略
の
下
で
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た

か
、
そ
し
て
第
一
次
大
戦
や
ア
ラ
ブ
側
の
抵
抗
を
含
む
い
か
な
る
政
治
過

程
を
経
て
、
国
家
設
立
で
は
な
く
経
済
発
展
と
植
民
の
促
進
を
第
一
義
と
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ク
ト
を
達
成
し
て
い
る
。
筆
者
は
論
及
し
て
い
な
い
が
、
か
か
る
埋
没
し

た
シ
オ
ニ
ス
ト
構
想
を
描
き
出
す
と
い
う
点
に
関
し
て
は
近
年
の
英
語
圏

に
お
け
る
シ
オ
ニ
ズ
ム
研
究
の
潮
流
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る

）
3
（

。
ま
た
、

序
章
（
一
四
―
五
頁
）
や
巻
末
に
挿
入
さ
れ
た
読
者
の
理
解
を
促
す
た
め

の
図
表
や
用
語
解
説
は
、
本
書
の
美
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
本
書
『
ユ

ダ
ヤ
人
問
題
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
へ
』
が
、
日
本
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
研
究

に
お
い
て
今
後
参
照
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
研
究
文
献
の
一
つ
で
あ
る
と
結

論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
評
者
の
問
題
関
心
に
即
せ
ば
、
本
書

は
シ
オ
ニ
ズ
ム
研
究
の
み
で
な
く
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
に
対
す
る
有

意
義
な
知
見
を
含
ん
で
い
る
。
本
書
第
三
部
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
・
「
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
」
を
め
ぐ
る
複
数
の
競
合
的
な
解
釈
、
す
な
わ
ち
単
に
パ
レ

ス
チ
ナ
に
お
け
る
「
国
家
」
を
意
味
す
る
も
の
か
ら
、
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
ラ
ッ

ト
の
よ
う
に
「
共
通
の

0

0

0

富
・
福
祉
」
を
強
調
し
、
ユ
ダ
ヤ
＝

ア
ラ
ブ
二
民

族
連
邦
制
構
想
の
理
論
的
支
え
と
す
る
も
の
ま
で
、
が
提
示
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
概
念
を
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
指
導
者

が
い
か
な
る
知
的
典
拠
か
ら
導
き
出
し
た
か
、
ま
た
そ
れ
ら
を
「
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
」
に
関
す
る
近
代
の
長
い
概
念
史
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
思
想
史
研
究
者
へ
の
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る

）
4
（

。

　

し
か
し
一
方
で
、
本
研
究
に
は
主
と
し
て
以
下
の
二
点
に
関
し
て
改
良

の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
西
欧
に
お
け
る
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動

の
担
い
手
は
、
決
し
て
本
書
が
検
討
対
象
と
し
た
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
指
導

者
や
ユ
ダ
ヤ
系
組
織
の
み
で
は
な
い
。
近
年
の
研
究
文
献
が
示
す
よ
う
に
、

シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と
り
わ
け
独
自
の
聖
書
解

戦
中
・
直
後
の
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
お
よ
び
ベ
ン
・
グ
リ
オ
ン

の
活
動
を
分
析
し
た
箇
所
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
ユ
ダ
ヤ
主
権
＝

国
民
国

家
の
設
立
と
い
う
ア
ジ
ェ
ン
ダ
が
確
定
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
現
在
に

至
る
ま
で
の
ア
ラ
ブ
人
へ
の
恒
常
的
暴
力
（
「
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
」
）
の
構
造

が
確
立
さ
れ
た
か
を
明
確
に
す
る
本
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
機
構
、
ア
メ
リ
カ
政
府
、
緊
急
委
員
会
（
同

国
シ
オ
ニ
ス
ト
諸
団
体
の
統
括
機
関
）
、
ユ
ダ
ヤ
軍
委
員
会
（
「
バ
ー
グ
ソ
ン
・

グ
ル
ー
プ
」
）
、
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
委
員
会
（
非
シ
オ
ニ
ス
ト
の
組
織
）
、

世
界
シ
オ
ニ
ス
ト
機
構
と
い
っ
た
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
戦
略
・
構
想
や
、

そ
れ
ら
主
体
間
の
複
雑
な
権
力
関
係
、
相
互
作
用
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い

う
切
迫
さ
を
背
景
に
検
討
さ
れ
る
。
要
点
の
一
つ
は
、
主
権
国
家
イ
ス
ラ

エ
ル
―
―
国
家
（state

）
を
意
味
す
る
「
ユ
ダ
ヤ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」

―
―
創
設
と
い
う
方
針
が
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
内
に
お
い
て
一

九
四
二
年
ビ
ル
ト
モ
ア
会
議
か
ら
四
三
年
の
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
会
議

の
過
程
で
よ
う
や
く
確
定
さ
れ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
主
権
国
家
の

設
立
は
、
そ
の
時
点
ま
で
自
明
視
さ
れ
た
綱
領
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
知

見
で
あ
ろ
う
（
第
三
部
第
二
・
三
章
）
。
こ
の
主
張
は
国
民
国
家
と
し
て
の

イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
と
い
う
歴
史
的
一
事
象
を
相
対
化
し
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
と
と
も
に
批
判
的
想
像
力
を
涵
養
す
る
と
い
う
筆
者
の
目
的
を
果
た
す

上
で
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
序
章
で
掲
げ
ら
れ
た
問
題
設
定
、
目
的
、
方
法
論
に
即
し
て
半

世
紀
に
及
ぶ
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
の
多
元
的
で
複
雑
な
展
開
過

程
を
、
実
現
し
な
か
っ
た
非
国
民
国
家
的
な
シ
オ
ニ
ス
ト
構
想
を
も
描
写

し
つ
つ
丹
念
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
重
要
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
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（
3
） 

た
と
え
ば N

oam
 Pianko, Z

ionism
 and the R

oads N
ot Taken: 

Raw
idow

icz, K
aplan, Kohn, Indiana U

niversity Press, 2010.

（
4
） 

管
見
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
パ
レ
ス
チ
ナ
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

構
想
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
初
期
国
際
政
治
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
マ
ー
ン

の
著
作Th

e G
reek C

om
m

onw
ealth (1911)

に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
5
） Paul M

erkley, Th
e Politics of C

hristian Zionism
, 1891-1948, Frank 

C
ass, 1998; C

lifford K
iracofe, D

ark C
rusade: C

hristian Zionism
 and U

S 

Foreign Policy, I.B. Tauris, 2009, esp. Part I &
 II; Sam

uel G
oldm

an, 
G

od’s C
ountry: C

hristian Zionism
 in Am

erica, U
niversity of Pennsylvania 

Press, 2018

な
ど
。

（
6
） 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. 3 

（
池
田
年
穂
訳
『
国
連
と
帝
国
―
―
世
界
秩
序
を
め
ぐ
る
攻

防
の
二
十
世
紀
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
第
三
章
）.

釈
に
基
づ
き
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
郷
土
の
確
立
が
預
言

者
の
意
思
で
あ
り
、
こ
の
推
進
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
義
務
の
一
つ
と
捉

え
た
福
音
主
義
諸
派
に
よ
っ
て
も
擁
護
さ
れ
た
。
か
か
る
福
音
主
義
派
の

重
要
な
役
割
は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
に
つ
い
て
も
相
当
程
度

当
て
は
ま
る
（
そ
し
て
今
日
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
対
パ
レ
ス
チ
ナ
政
策
を
考
え

る
上
で
肝
要
な
一
つ
の
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
提
供
し
て
い
る

）
5
（

）
。
本
書

で
は
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
論
及
が
捨
象
さ
れ
、
分

析
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
本
書
は
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部
の

政
策
決
定
過
程
を
大
部
分
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
化
し
て
い
る
た
め
、
第

二
次
大
戦
と
い
う
重
要
な
時
期
に
政
府
内
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
パ
レ
ス

チ
ナ
再
定
住
や
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
を
計
画
・
促
進
し
た
人
物
―
―
た
と
え

ば
ユ
ー
ジ
ー
ン
・
ク
リ
ッ
シ
ャ
ー
や
ジ
ョ
セ
フ
・
シ
ェ
ク
ト
マ
ン
―
―
の

活
動
に
つ
い
て
の
描
写
を
欠
い
て
い
る

）
6
（

。
つ
ま
り
約
言
す
れ
ば
、
本
書
が

対
象
と
し
た
「
ア
メ
リ
カ
・
シ
オ
ニ
ス
ト
運
動
」
を
構
成
す
る
実
際
の
知

的
潮
流
や
ア
ク
タ
ー
は
、
本
書
の
分
析
射
程
よ
り
も
幅
広
い
。
筆
者
の
よ

り
包
括
的
な
シ
オ
ニ
ズ
ム
研
究
の
成
果
を
待
ち
た
い
。

 

（
ば
じ
・
と
も
ひ
と
／
政
治
思
想
史
、
社
会
思
想
史
）

注（
1
） Bernard R

osenblatt, Social Zionism
: Selected Essays, T

he Public 
Publishing C

om
pany, 1919.

（
2
） 

本
書
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
化
多
元
主
義
と
ア
メ
リ
カ
・
シ

オ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
本
は
重
要
で
あ
ろ
う
。D

aniel 
G

reene, Th
e Jew

ish O
rigins of C

ultural Pluralism
: Th

e M
enorah Association 

and Am
erican D

iversity, Indiana U
niversity Press, 2010.
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も
の
だ
。

　

日
本
で
は
、
「
戦
後
」
は
単
な
る
時
期
区
分post-w

ar

を
意
味
し
な
い
。

そ
れ
は
現
行
体
制
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
「
平
和
」
や
「
民
主
主

義
」
と
い
っ
た
理
念
の
徴
表
と
し
て
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ

う
や
っ
て
「
戦
後
」
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
か
ら
の
み
捉
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
重
大
な
見
落
と
し
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
「
戦
後
」
と
は
、
内
向
き
の
自
己
肯
定
で
あ
り
、
そ
の
肯
定
に
と
っ

て
不
都
合
な
も
の
を
、
過
去
、
そ
し
て
現
在
も
切
り
捨
て
る
こ
と
で
成
立

し
て
い
る
、
一
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
本
書
は
、
「
戦
後
」
の
思

想
／
制
度
／
表
象
に
お
い
て
様
々
な
形
で
捨
象
さ
れ
て
き
た
「
朝
鮮
」
の

姿
を
描
き
つ
つ
、
日
本
（
語
）
で
の
思
考
に
対
し
再
考
を
迫
る
。

　

日
本
（
語
）
で
考
え
る
者
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
感
覚
的

に
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
実
際
に
具
現
化
す
る
の
は
容
易

で
は
な
い
。
そ
の
作
業
は
、
言
説
上
の
境
界
域
に
自
ら
を
置
く
こ
と
で
あ

り
、
絶
え
ず
自
ら
を
「
割
る
」
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

日
本
（
語
）
で
思
考
す
る
の
で
は
な
い
人
々
が
中
心
と
な
っ
た
本
書
を
読

む
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
を
相
対
化
す
る
た
め
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
提
供

す
る
。
原
著
は
韓
国
の
読
者
を
想
定
し
て
い
る
が
、
批
判
対
象
で
あ
る
日

本
（
語
）
の
空
間
に
移
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
韓
国

と
は
異
な
る
意
味
合
い
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
「
ど
の
よ
う
に

読
む
か
」
と
い
う
、
日
本
（
語
）
の
側
の
創
造
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。
あ

え
て
構
成
順
序
は
崩
し
つ
つ
、
各
章
の
内
容
紹
介
を
試
み
た
い
。

　

第
二
章
「
捨
象
の
思
想
化
と
い
う
方
法
―
―
丸
山
眞
男
と
朝
鮮
」
（
権

赫
泰
）
と
第
三
章
「
戦
後
の
復
旧
と
植
民
地
経
験
の
破
壊
―
―
安
倍
能
成

　

書
評　

『〈
戦
後
〉の
誕
生
―
―
戦
後
日
本
と
「
朝
鮮
」
の
境
界

』

（
権
赫
泰
・
車
承
棋
編
、中
野
宣
子
訳
、新
泉
社
、二
〇
一
七
年
）

小
野
寺
研
太

　

本
書
は
、
韓
国
の
聖
公
会
大
学
校
東
ア
ジ
ア
研
究
所
を
中
心
と
す
る
研

究
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
、
日
本
の
「
戦
後
」
を
め
ぐ
る
著
作
で
あ

る
。
現
代
史
や
文
学
、
社
会
学
な
ど
分
野
の
異
な
る
韓
国
の
研
究
者
な
ら

び
に
中
野
敏
男
氏
に
よ
る
計
七
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
本
書
の
問
題
意

識
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
「
戦
後
」
は
「
朝

鮮
」
を
消
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
」
（
序
章
）
と
い
う
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お
い
て
維
持
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
植
民
地
の
視
座
は
や
は
り
抹
消
さ
れ
る
。

　

権
赫
泰
や
車
承
棋
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
「
戦
後
」
の
思
想
に
お
け

る
「
朝
鮮
」
の
不
在
も
し
く
は
消
去
は
、
敗
戦
と
い
う
現
実
に
直
面
し
た

人
々
が
抱
い
た
、
国
民
規
模
の
主
体
形
成
と
い
う
課
題
と
つ
な
が
っ
て
い

た
。
そ
の
こ
と
を
仔
細
に
分
析
し
た
の
が
、
第
一
章
「
「
戦
後
日
本
」
に

抗
す
る
戦
後
思
想
―
―
そ
の
生
成
と
挫
折
」
（
中
野
敏
男
）
で
あ
る
。
中
野

は
ま
ず
、
「
戦
後
に
根
本
的
な
体
制
転
換
が
生
じ
た
」
と
い
う
現
代
史
理

解
に
疑
義
を
呈
す
る
。
既
存
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
そ
う
し
た
体
制
転

換
像
は
、
天
皇
や
そ
の
周
辺
、
並
び
に
親
英
米
派
の
政
治
家
・
官
僚
か
ら

な
る
「
穏
健
派
」
が
、
戦
前
の
一
部
の
要
職
者
を
「
軍
国
主
義
者
」
と
し

て
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
、
責
任
転
嫁
し
た
結
果
、
定
着
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、戦
後
日
本
の
思
想
プ
ロ
セ
ス
で
は
、「
民
族
」

や
「
戦
争
責
任
」
へ
の
問
い
が
変
質
し
、
一
方
で
は
加
害
責
任
を
最
小
限

に
し
、
他
方
で
は
占
領
と
「
逆
コ
ー
ス
」
を
背
景
に
被
害
意
識
を
全
面
解

禁
し
て
、「
戦
後
民
主
主
義
」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
上
で
中
野
は
、

日
本
共
産
党
に
お
け
る
国
際
主
義
路
線
の
挫
折
と
内
閉
化
、
さ
ら
に
竹
内

好
の
著
名
な
「
方
法
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
を
批
判
の
俎
上
に
載
せ
る
。
そ

の
要
点
を
一
言
で
い
え
ば
、
民
族
感
情
を
動
員
す
る
こ
と
の
陥
穽
で
あ
る
。

確
か
に
「
方
法
と
し
て
の
ア
ジ
ア
」
は
重
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
竹
内
の

発
想
に
も
国
民
的
主
体
と
い
う
固
定
観
念
は
強
力
に
存
在
す
る
。
そ
こ
に

は
、
な
ぜ
わ
た
し
た
ち
の
独
自
性
の
立
脚
点
が
「
民
族
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
、
を
問
う
視
点
は
な
く
、
帝
国
日
本
の
加
害
性
を
捉
え
る
思
想

の
不
在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
中
野
は
指
摘
す
る
。

　

「
戦
後
」
を
、
敗
戦
後
の
時
間
軸
上
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
主
体
性
の

と
存
在
／
思
惟
の
場
所
性
」（
車
承
棋
）
は
、
丸
山
眞
男
と
安
倍
能
成
を
「
戦

後
」
思
想
の
代
表
格
と
し
て
挙
げ
、
彼
ら
の
思
索
か
ら
「
朝
鮮
」
の
存
在

が
い
か
に
「
消
去
」
さ
れ
て
い
る
か
を
追
っ
て
い
く
。
権
赫
泰
は
、
丸
山

が
関
東
大
震
災
や
兵
役
の
中
で
朝
鮮
や
朝
鮮
人
に
関
わ
る
体
験
を
し
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
年
の
著
作
で
は
植
民
地
の
問
題
が
抜
け
落
ち
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
戦
前
の
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
批
判

し
、
ま
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義
を
う
ま
く
結
合
さ
せ
る
と
い
う

「
近
代
の
完
成
」
を
目
指
す
戦
後
の
丸
山
の
営
み
が
、
帝
国
主
義
批
判
不

在
と
表
裏
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
丸
山
に
と
っ
て
「
植
民
地
」
の
問
題
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
と
い
う
「
普
遍
」
的
問
い
の
前
に
霞
ん
で
し
ま
い
、
あ

る
い
は
そ
こ
に
取
り
込
ま
れ
て
見
え
な
く
な
る
。

　

車
承
棋
に
よ
る
安
倍
能
成
批
判
は
、
大
正
教
養
主
義
者
の
代
表
的
存
在

で
あ
る
安
倍
が
、
戦
前
／
戦
後
の
表
面
的
な
断
絶
や
転
換
の
中
で
ど
の
よ

う
な
思
惟
を
維
持
し
た
か
を
描
い
て
い
る
。
戦
前
の
安
倍
は
、
京
城
帝
国

大
学
の
教
員
と
し
て
赴
任
し
た
在
朝
日
本
人
で
あ
り
、
京
城
（
現
ソ
ウ
ル
）

で
朝
鮮
の
学
生
た
ち
に
「
日
本
国
民
」
と
し
て
の
自
覚
と
協
力
を
求
め
る

立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
安
倍
は
、
大
正
教
養
主
義
者
ら
し
く
人
格

の
自
律
と
自
由
を
重
視
し
、
朝
鮮
の
民
族
的
独
自
性
と
日
本
の
帝
国
秩
序

が
ど
う
両
立
す
る
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
解
決

は
、
日
本
国
家
、
そ
し
て
そ
の
核
で
あ
る
天
皇
に
至
上
の
倫
理
性
を
求
め

る
道
義
国
家
論
に
結
実
し
て
し
ま
う
。
戦
後
に
な
る
と
、
ア
ジ
ア
に
お
け

る
植
民
地
を
失
っ
た
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
か
つ
て
の
帝
国
秩
序
像

は
「
単
一
の
日
本
」
へ
と
縮
小
再
生
産
さ
れ
る
。
帝
国
日
本
か
ら
敗
戦
国

日
本
へ
と
変
化
し
て
も
、
天
皇
を
道
義
的
中
心
と
す
る
国
家
観
は
安
倍
に
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作
品
が
、
戦
後
日
本
の
言
説
空
間
に
現
れ
た
。
日
本
の
知
識
人
や
映
画
人

た
ち
は
、
彼
の
中
に
、
突
出
し
た
自
己
内
省
性
や
国
家
権
力
と
の
対
抗
可

能
性
を
見
出
す
。
だ
が
そ
れ
は
、
李
珍
宇
と
い
う
「
極
端
」
な
存
在
を
自

分
な
り
に
「
専
有
」
し
、
再
創
造
す
る
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別

な
る
面
に
対
す
る
何
ら
か
の
矮
小
化
が
伴
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
趙
慶
喜

は
指
摘
す
る
。
ま
た
李
珍
宇
の
事
件
は
、
在
日
朝
鮮
人
社
会
に
と
っ
て
は
、

よ
り
複
雑
な
陰
影
を
帯
び
た
。
そ
れ
は
一
方
で
、
彼
の
父
が
反
共
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
「
在
日
か
ら
の
疎
外
」
で
あ
り
、
他

方
で
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
運
動
開
始
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
ゆ
え
の
「
祖
国
と

の
軋
轢
」
だ
っ
た
。
李
少
年
は
、
そ
の
出
自
や
行
為
、
獄
中
生
活
と
い
っ

た
局
面
で
、
在
日
の
人
々
と
も
幾
重
に
も
す
れ
違
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

認
識
の
境
界
域
に
自
ら
を
置
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
心

情
的
な
反
発
が
伴
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
単
な
る
自
己
否
認
で
は
、
在
日

朝
鮮
人
社
会
と
李
珍
宇
の
関
わ
り
が
示
す
よ
う
な
、
「
朝
鮮
」
と
「
戦
後
」

と
の
間
に
あ
る
複
雑
な
陰
影
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
自
己

を
内
側
か
ら
解
体
し
て
い
く
と
は
、
ど
ん
な
思
想
的
営
み
で
あ
る
の
か
。

そ
の
点
か
ら
見
て
評
者
が
重
視
し
た
い
の
は
、
第
四
章
「
「
強
制
連
行
」

と
「
強
制
動
員
」
の
あ
い
だ
―
―
二
重
の
歴
史
化
過
程
の
な
か
で
の
「
植

民
地
朝
鮮
人
」
の
排
除
」（
韓
恵
仁
）
と
第
五
章
「
人
権
の
「
誕
生
」
と
「
区

画
」
さ
れ
る
人
間
―
―
戦
後
日
本
の
人
権
制
度
の
歴
史
的
転
換
と
矛
盾
」

（
李
定
垠
）
、
つ
ま
り
制
度
を
め
ぐ
る
思
想
的
問
題
で
あ
る
。
李
定
垠
は
、

戦
後
憲
法
の
人
権
規
定
が
、
そ
の
普
遍
性
の
喧
伝
に
反
し
て
日
本
国
民
の

み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
責
任
を
反
映
し
て
い

な
い
と
述
べ
る
。
そ
の
後
の
人
権
行
政
（
擁
護
や
啓
蒙
週
間
）
で
も
植
民

言
説
作
用
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
作
動
領
域
は
政
治
・
社
会
思
想
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
第
六
章
「
縦
断
し
た
者
、
横
断
し
た
テ
ク
ス
ト
―
―
藤
原

て
い
の
引
揚
げ
叙
事
、
そ
の
生
産
と
受
容
の
精
神
誌
」
（
金
艾
琳
）
と
第

七
章
「
「
朝
鮮
人
死
刑
囚
」
を
め
ぐ
る
専
有
の
構
図
―
―
小
松
川
事
件
と

日
本
／
「
朝
鮮
」
」
（
趙
慶
喜
）
は
、
文
学
や
映
像
と
い
っ
た
表
象
領
域
で

主
題
と
な
っ
た
「
朝
鮮
」
を
扱
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
専
有
」
で
あ
る
。

金
艾
琳
は
、
引
揚
げ
体
験
を
描
い
た
藤
原
て
い
の
『
流
れ
る
星
は
生
き
て

い
る
』
と
、
そ
の
周
辺
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
た
日
本
／
朝
鮮
／
ソ

連
／
ア
メ
リ
カ
の
表
象
分
析
を
通
じ
て
、
朝
鮮
半
島
と
い
う
東
北
ア
ジ
ア

冷
戦
の
中
心
地
で
感
知
さ
れ
た
日
本
人
引
揚
者
の
意
識
構
造
や
変
化
を
た

ど
る
。
さ
ら
こ
の
『
流
れ
る
星
は
～
』
は
、
韓
国
に
も
紹
介
さ
れ
て
大
衆

的
な
人
気
を
博
す
ば
か
り
で
な
く
、
一
九
四
九
年
か
ら
七
〇
年
代
に
至
る

ま
で
複
数
回
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
強
調
面
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
な
が
ら
、

韓
国
読
書
界
に
現
出
し
た
。
金
艾
琳
は
、
こ
う
し
た
韓
国
で
の
受
容
の
背

景
に
、
日
本
人
と
い
う
他
者
（
の
書
い
た
テ
ク
ス
ト
）
を
経
由
し
な
が
ら
、「
朝

鮮
」
の
人
々
が
自
己
を
構
築
し
て
い
く
構
造
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

『
流
れ
る
星
は
～
』
は
、
朝
鮮
の
人
々
に
書
き
直
さ
れ
「
専
有
」
さ
れ
る

こ
と
で
、
「
南
韓
社
会
が
要
求
す
る
／
南
韓
社
会
を
反
映
す
る
テ
ク
ス
ト

し
て
再
生
産
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。

　

趙
慶
喜
は
、
当
時
十
八
歳
の
在
日
朝
鮮
人
だ
っ
た
李
珍
宇
が
起
こ
し
た

殺
人
事
件
（
小
松
川
事
件
）
が
、
「
戦
後
」
の
日
本
社
会
で
ど
う
受
け
止
め

ら
れ
、
か
つ
在
日
朝
鮮
人
社
会
で
な
ぜ
「
沈
黙
」
に
付
さ
れ
た
の
か
を
分

析
す
る
。
早
熟
か
つ
豊
か
な
知
性
の
持
ち
主
だ
っ
た
少
年
が
、
な
ぜ
あ
の

よ
う
な
凶
行
に
及
ん
だ
の
か
。
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る
複
数
の
分
析
や
表
象
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地
と
い
う
歴
史
的
文
脈
は
脱
色
さ
れ
、
ま
た
法
務
省
作
成
の
人
権
史
に
関

す
る
年
表
で
も
植
民
地
帝
国
下
の
弾
圧
・
動
員
に
関
す
る
制
度
的
配
置
は

言
及
さ
れ
な
い
。
普
遍
的
人
権
と
い
う
美
名
の
下
で
、
実
は
戦
前
と
戦
後

は
連
続
し
、
戦
後
社
会
は
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
。

　

韓
恵
仁
は
、
戦
時
期
の
朝
鮮
人
労
務
動
員
を
主
題
化
す
る
。
戦
時
の
朝

鮮
人
労
務
動
員
は
、
実
質
的
に
は
「
強
制
」
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
形

式
的
に
は
「
応
募
」
の
体
裁
を
取
っ
た
。
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
朝

鮮
が
植
民
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
（
そ
の
た
め
中
国
人
の
強
制
連
行
と
差
別

化
さ
れ
る
）
、
そ
う
や
っ
て
、
こ
の
労
務
動
員
問
題
に
対
す
る
戦
後
日
本

の
責
任
は
、
巧
み
に
消
去
さ
れ
て
い
っ
た
。
「
募
集
」
の
自
発
性
が
強
調

さ
れ
た
朝
鮮
人
労
働
者
た
ち
は
、
官
斡
旋
の
徴
用
労
働
者
と
は
区
別
さ
れ
、

戦
後
の
補
償
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
動
員
体
制
に
は
属
さ
な
い
と
い
う

制
度
的
便
法
が
、
彼
ら
を
永
遠
に
保
護
の
対
象
か
ら
外
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
章
が
示
す
の
は
、
生
の
多
様
性
を
、
運
用
の
合
理
性
と

い
う
視
点
か
ら
幾
重
に
も
疎
外
し
て
い
く
暴
力
性
と
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
人
び
と
が
そ
こ
に
安
住
し
て
し
ま
う
、
制
度
・
機
制
の
両
義
的
性
格
で

あ
る
。
そ
の
批
判
的
解
明
は
、
本
書
の
論
者
た
ち
が
警
告
す
る
よ
う
に
、

一
般
論
と
し
て
で
は
な
く
、
具
体
的
な
姿
と
重
み
を
持
つ
素
材
か
ら
始
ま

る
は
ず
だ
。
「
戦
後
」
は
「
朝
鮮
」
を
消
去
し
て
き
た
。
だ
と
す
れ
ば
今

後
は
、
こ
れ
ま
で
何
が
消
去
さ
れ
、
何
を
ど
う
修
復
す
べ
き
で
、
ど
ん
な

関
係
性
へ
と
変
え
て
い
く
べ
き
か
を
、
具
体
的
な
実
相
か
ら
考
察
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
歩
と
な
る
。

 

（
お
の
で
ら
・
け
ん
た
／
近
代
日
本
思
想
史
）

　

書
評　

『
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
―
―
差
異
の
神
義
論
＝

正
義
論

』

（
田
中
将
人
著
、
風
行
社
、
二
〇
一
七
年
）

川
本
隆
史

　

著
者
と
の
つ
き
あ
い
は
、
出
講
先
で
担
当
し
て
い
た
「
社
会
思
想
史
」

や
「
教
養
演
習
」
を
学
部
学
生
だ
っ
た
田
中
が
受
講
し
て
く
れ
た
時
点
か

ら
通
算
す
る
と
、
一
五
年
を
超
え
る
。
私
の
拙
い
講
義
が
ロ
ー
ル
ズ
研
究

を
志
す
き
っ
か
け

0

0

0

0

を
当
人
に
提
供
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
教
養
科

目
「
社
会
思
想
史
」
の
教
育
効
果
も
ま
ん
ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
も
な
か
ろ

う
。
大
学
院
に
進
ん
だ
田
中
と
再
会
し
て
以
降
は
、
同
郷
の
後
学
か
ら
も
っ
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の
国
〉
と
秩
序
だ
っ
た
社
会
─
─
カ
ン
ト
講
義   

六 

小
括

   

第 

二
章 

政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
移
行
期
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
・

ホ
ッ
ブ
ズ
的
契
機
の
結
合   

一 

問
題
の
所
在
─
─
政
治
的
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
へ
の
転
回
／
展
開
を
め
ぐ
っ
て   

二 

カ
ン
ト
的
構
成
主
義

に
お
け
る
二
つ
のreasonable   

三 

政
治
的
構
想
と
包
括
的
教
説
の

分
離
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
講
義
（
一
九
八
三
年
）   

四 

重
な
り
合
う
コ
ン

セ
ン
サ
ス
の
成
立
と
そ
の
諸
帰
結   

五 

道
徳
哲
学
か
ら
政
治
哲
学

へ   

六 

小
括

   

第 

三
章 

政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
善
の
観
念
─
─
共
通
善
と

基
本
財   

一 

問
題
の
所
在   

二 

基
本
財
の
観
念
の
再
記
述
―
―
市

民
と
し
て
の
ニ
ー
ズ   

三 

モ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
基
本
財
─
─
根

本
的
利
害
関
心
と
共
通
善   

四 

共
通
善
と
平
等
―
―
ル
ソ
ー
講

義   

五 

価
値
多
元
主
義
と
〈
基
本
財
と
い
う
共
通
善
〉   

六 

小
括

   

第 

四
章 

〈
財
産
所
有
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
〉
と
〈
自
由
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
〉   

一 

問
題
の
所
在   

二 

〈
自
由
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
〉
と
〈
幸
福

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
〉
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
講
義   

三 

〈
法
〉
の
共
同
起
草

者
と
し
て
の
自
由
か
つ
平
等
な
市
民   

四 

理
に
適
っ
た
多
元
主
義

の
事
実
下
に
お
け
る
政
治
社
会
の
善   

五 

小
括

   

第 

五
章 

公
共
的
理
性
と
宗
教   

一 

問
題
の
所
在
―
―
政
治
と
宗
教
、

再
び   

二 

市
民
的
不
服
従
と
政
治
的
正
統
性   

三 

公
共
的
理
性
と

コ
ン
セ
ン
サ
ス   

四 

公
共
的
理
性
と
そ
の
但
書   

五 

政
治
の
領
域

と
宗
教
の
領
域
―
―
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
護
教
論   

六 

小
括

   

終  

章 
現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア   

一 

問
題
の
所
在   

二 

立
憲
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
拡
張
―
―
〈
万
民
の
法
〉   

三 

格
差
原
理
に
よ
る
和
解

ぱ
ら
教
わ
る
一
方
の
立
場
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
単
行
本
の
も
と
と

な
っ
た
著
者
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
社
会

像
の
生
成
と
発
展
」
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
、
二
〇
一
五
年
十

月
学
位
授
与
）
の
審
査
に
携
わ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
因
縁
を
有
す
る
私
ゆ
え
、
中
立
・
不
偏
な
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー

を
し
た
た
め
る
資
格
は
無
き
に
等
し
い
。
け
れ
ど
も
、
ロ
ー
ル
ズ
に
学
ぶ

者
ど
う
し
の
「
互
恵
性
」
を
実
践
す
る
つ
も
り
で
、
今
回
の
書
評
依
頼
を

お
引
き
受
け
し
た
。
公
刊
か
ら
一
年
を
経
た
本
書
を
再
読
し
て
、『
正
義
論
』

（
原
著
初
版
一
九
七
一
年
刊
）
を
嚆
矢
と
す
る
規
範
的
社
会
理
論
の
展
開
を

懸
命
に
追
い
か
け
て
い
た
こ
ろ
の
己
の
初
志
を
思
い
起
こ
す
と
と
も
に
、

著
者
の
目
配
り
の
広
さ
と
深
さ
に
「
後
生
畏
る
べ
し
」
の
感
を
強
く
し
て

い
る
。

　

せ
っ
か
く
い
た
だ
い
た
機
会
な
の
で
、
こ
の
作
品
の
梗
概
を
伝
え
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
る
と
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
目
次
を
掲
げ
る
の
が
手
っ

取
り
早
か
ろ
う
。

　

序  

論   

一 

問
題
の
所
在
─
─
変
貌
す
る
ロ
ー
ル
ズ
像   

二 

先
行
研

究
の
概
観   

三 

中
心
テ
ー
ゼ
─
─
〈
差
異
の
神
義
論
〉
と
し
て
の

正
義
論   

四 

本
論
の
基
本
的
視
座
と
概
略

   

第 

一
章 

宗
教
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
〈
諸
目
的
の
国
〉   

一 

問
題
の
所

在   

二 

若
き
ロ
ー
ル
ズ
─
─
そ
の
宗
教
的
背
景   

三 

『
考
察
』
か

ら
の
連
続
と
変
化
─
─
功
績
の
観
念
の
拒
絶
と
人
間
本
性
の
善

性   

四 

『
正
義
論
』
に
お
け
る
〈
正
と
善
の
合
致
〉   

五 

〈
諸
目
的
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は
私
た
ち
に
と
っ
て
望
み
う
る
最
善
の
社
会
を
構
成
す
る
前
提
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
を
弁
証
し
よ
う
と
す
る
」（26-27

）
課
題
設
定
こ
そ
が
、
ロ
ー

ル
ズ
の
作
品
群
に
伏
在
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
〈
差
異
の
神
義
論
〉
の

視
点
を
も
っ
て
す
れ
ば
「
ロ
ー
ル
ズ
理
論
の
整
合
性
な
ら
び
に
特
質
を
よ

り
満
足
の
い
く
仕
方
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（27

）
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

管
見
の
限
り
、
こ
の
書
に
対
し
て
は
書
評
紙
お
よ
び
専
門
誌
に
四
つ
の

書
評
・
短
評
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本
学
会
第
四
二
回
大
会
の
「
セ
ッ
シ
ョ

ン
G　

制
度
の
政
治
思
想
史
―
―
政
治
哲
学
研
究
と
政
治
思
想
史
研
究
の

交
錯
」
（
二
〇
一
七
年
十
一
月
五
日
、
京
都
大
学
吉
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
や
評
者

も
参
加
し
た
「
現
代
倫
理
学
研
究
会
」
（
二
〇
一
七
年
十
二
月
三
日
、
東
京

外
国
語
大
学
本
郷
サ
テ
ラ
イ
ト
）
を
は
じ
め
、
著
者
を
囲
む
合
評
会
が
計
四

回
催
さ
れ
る
な
ど
、
活
発
な
議
論
・
意
見
交
換
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。

　

（
1 
）
魚
躬
正
明
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
の
全
体
像
を
描

き
出
す
―
―
今
後
の
研
究
の
基
準
点
と
な
る
書
」
、
『
図
書
新
聞
』

二
〇
一
七
年
八
月
十
二
日
号
。

　

（
2 
）
高
田
宏
史
「
二
〇
一
七
年
回
顧　

政
治
学
」
、
『
読
書
人
』
二
〇

一
七
年
十
二
月
二
十
二
日
号
。

　

（
3 
）
山
岡
龍
一
「
政
治
哲
学
と
は
何
か
―
―
田
中
将
人
『
ロ
ー
ル
ズ

の
政
治
哲
学
―
―
差
異
の
神
義
論
＝

正
義
論
』
（
風
行
社
、
二
〇
一
七

年
）
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
政
治
哲
学
』
第
二
三
号
（
政
治
哲
学
研
究
会
、

二
〇
一
七
年
）
―
―
な
お
同
号
に
は
著
者
の
応
答
も
併
載
さ
れ
て
い

―
―
格
差
と
友
愛   

四 

公
共
的
理
性
に
よ
る
和
解
―
―
差
異
と
寛

容   

五 

現
実
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
政
治
的
想
像
力   

六 

理
性
的

信
仰
の
対
象
と
し
て
の
政
治
社
会
―
―
政
治
哲
学
と
安
定

性   
七 
結
語
―
―
救
済
と
和
解

   

参
考
文
献
表 
あ
と
が
き 

索
引

　

先
行
研
究
の
緻
密
な
サ
ー
ヴ
ェ
イ
を
通
じ
て
、
三
つ
の
「
未
決
ア
ジ
ェ

ン
ダ
」（
未
だ
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
論
点
）
―
―
①
『
正
義
論
』
と
『
政

治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
と
の
関
係
性
を
見
極
め
る
こ
と
、
②
『
正
義
論
』

第
三
部
が
展
開
し
た
〈
正
と
善
の
合
致
〉
を
精
査
す
る
こ
と
、
③
ロ
ー
ル

ズ
の
理
論
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
「
宗
教
的
関
心
」
を
跡
づ
け
る
こ
と
―
―

を
取
り
出
し
た
田
中
は
、
「
ロ
ー
ル
ズ
の
根
本
的
な
問
題
関
心
に
照
準
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
考
察
し
つ
づ
け
た
問
い
―
―
差
異
に
基
づ
く
リ

ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
存
続
可
能
性
―
―
の
大
き
さ
と
重
要
性
を
、

追
体
験
す
る
」
（20-21

〔
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
（　

）
内
に
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
頁
を
示
す
〕
）
作
業
を
通
じ
て
、
「
宗
教
的
側
面
を
も
含
む
ロ
ー
ル

ズ
理
論
全
体
を
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
た
視
点
の
も
と
で
考

察
す
る
こ
と
」
（22

）
を
目
指
そ
う
と
す
る
。

　

そ
こ
で
措
定
さ
れ
た
本
書
の
「
中
心
テ
ー
ゼ
」
が
、「
〈
差
異
の
神
義
論
〉

（a theodicy of difference

）
と
し
て
の
正
義
論
（a theory of justice

）
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
全
体
を
捉
え
る
新
た
な
仮
説
」

と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
一
見
し
た
と
こ
ろ
社
会
に
不
和

を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ
う
な
様
々
な
分
裂
（
差
異
）
こ
そ
が
、

ひ
と
た
び
理
論
的
に
把
握
さ
れ
然
る
べ
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
実
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よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
み
た
と
き
、
『
公
正
と
し
て
の
正
義　

再
説
』

第
一
章
の
末
尾
を
飾
る
以
下
の
文
章
は
、
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
表
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
の
中
心
に

位
置
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
引
用
を
も
っ
て
本
書
の
探
求
を
閉
じ

る
こ
と
に
し
た
い
。

「
〈
公
正
と
し
て
の
正
義
〉
の
秩
序
だ
っ
た
社
会
が
、
私
た
ち
の
自

然
本
性
や
そ
の
要
求
に
従
っ
て
実
際
に
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
努
力
は
、
和
解
と
し
て
の
政
治
哲
学
の
領

分
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
世
界
の
諸
条
件
が
少
な
く
と
も
こ
の

よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る

こ
と
は
、
私
た
ち
の
世
界
観
自
体
や
世
界
に
対
す
る
態
度
に
影
響
を

及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
、
世
界
を
希
望
が
な
い
ま
で
に
敵
対

的
な
も
の
、
偏
見
と
愚
か
さ
に
扇
動
さ
れ
て
、
支
配
へ
の
意
志
と
抑

圧
的
な
残
酷
さ
が
必
然
的
に
は
び
こ
る
社
会
と
み
る
必
要
は
な
い
。

腐
敗
し
た
社
会
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
、
こ
う
し
た
こ
と
は
少
し
も

私
た
ち
の
喪
失
感
を
和
ら
げ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
界

が
そ
れ
自
体
、
政
治
的
正
義
と
そ
の
善
に
冷
淡
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
、
熟
考
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
私
た
ち
の
実
世
界
は

違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
他
の
時
と
場
所
に
い
る
人
び

と
に
は
、
希
望
（hope

）
は
存
在
す
る
の
だ
か
ら
」

　

〔 『
再
説
』
の
原
書
三
七
―
三
八
頁
／
田
中
成
明
ら
に
よ
る
邦
訳
（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
六
五
頁
〕
。

る
（
「
『
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
』
補
遺
―
―
山
岡
龍
一
氏
へ
の
リ
プ
ラ
イ
」
）
。

　

（
4 
）
大
澤
津
「
政
治

0

0

哲
学
者
ロ
ー
ル
ズ
の
新
た
な
肖
像
―
―
『
ロ
ー

ル
ズ
の
政
治
哲
学
─
─
差
異
の
神
義
論
＝

正
義
論
』
（
田
中
将
人
）
」
、

政
治
思
想
学
会
編
『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
八
号
（
風
行
社
、
二
〇

一
八
年
）
。

　

こ
の
書
に
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、
山
岡
の
詳
論
を
筆
頭

と
す
る
右
の
レ
ビ
ュ
ー
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
以
下
で
は
「
終
章　

現
実

主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
直
に
味
わ
っ
て
も
ら
お
う
と

思
う
。
田
中
が
晩
年
の
ロ
ー
ル
ズ
の
論
考
に
「
慎
ま
し
さ
の
な
か
に
も
、

あ
る
種
の
秘
め
ら
れ
た
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
」
（277

）
と
評
し
た
よ
う
に
、
こ
の
終
結
部
（328-329

）
も
ま
た
読
み

手
に
あ
る
種
の
感
動
を
喚
起
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
、
正
義
論
の
追
求
は
、
学
知
の
か
た
ち
を
と
っ

た
祈
り
で
す
ら
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
神
の

観
念
に
依
ら
ず
し
て
救
済
可
能
性
を
提
示
し
た
ひ
と
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、

す
な
わ
ち
神
な
き
神
義
論
（theodicy w

ithout G
od

）
、
あ
る
い
は
〈
差

異
の
神
義
論
〉
と
し
て
の
正
義
論
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
す

で
に
今
日
の
学
問
世
界
な
ら
び
に
現
実
政
治
に
決
し
て
小
さ
く
は
な
い

影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
個
人
と
し
て
も
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
る
試
み

を
つ
う
じ
て
、
神
に
よ
る
救
済
（
恩
寵
）
で
は
な
し
に
、
理
性
に
よ
る

救
済
（
和
解
）
を
彼
の
時
代
と
成
し
遂
げ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
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右
の
『
再
説
』
の
引
用
箇
所
は
、
こ
の
労
作
の
大
団
円
に
置
か
れ
る
に

ふ
さ
わ
し
い
。
こ
こ
に
着
目
し
た
田
中
の
慧
眼
を
認
め
た
う
え
で
、
三
点

ほ
ど
コ
メ
ン
ト
し
て
お
く
。

　

第
一
は
、
冒
頭
の
一
文
に
あ
る
「
そ
の
要
求
」
が
指
示
す
る
内
容
に
関

し
て
―
―
原
文
のthose requirem

ents

は
、
そ
の
直
前
の
文
中
のthe 

requirem
ents of w

orkable political institutions

を
受
け
る
も
の
と
読
ん

で
、
「
実
行
可
能
な
政
治
的
諸
制
度
が
必
ず
満
た
す
べ
き
要
件
」
と
取
る

の
が
理
屈
に
合
う
。

　

第
二
は
、
引
用
の
最
終
文
の
「
私
た
ち
の
実
世
界
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
ず
」
（O

ur social w
orld m

ight have been different

）
に
お
け

るdifferent

を
、
「
違
っ
た
」
と
素
直
に
直
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
せ
っ

か
く
な
ら
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
〈
差
異
〉
に
つ
な
げ
て
拡
大
解
釈

（
改
釈
？
）
で
き
な
い
か
と
い
う
も
の
。
つ
ま
り
、
畳
語
表
現
と
な
る
の

を
承
知
の
上
で
「
私
た
ち
の
実
世
界
は
、
今
あ
る
の
と
は
別
の

0

0

0

0

0

0

0

0

〈
差
異

0

0

〉

を
内
包
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
な
っ
た
か
も
し
れ
ず
」
と
解
し
て
も
、
ま
っ
た
く
の

牽
強
付
会
と
は
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
こ
う
読
ん
だ
ほ
う
が
、
引
用
者
（
田

中
）
の
意
に
よ
り
適
合
す
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
は
、
同
じ
く
最
終
文
の
「
他
の
時
と
場
所
に
い
る
人
び
と
に
は
、

希
望
（hope

）
は
存
在
す
る
の
だ
か
ら
」
（and there is hope for those at 

another tim
e and place.

）
を
、
以
下
の
よ
う
補
正
し
た
ら
ど
う
か
と
の
思

い
つ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
〔
今
の
も
の
と
は
別
の
〈
差
異
〉
を
含
ん
だ

社
会
と
い
う
〕
も
う
ひ
と
つ
の
時
空
を
生
き
る
人
び
と
に
と
っ
て
も
〔
〈
公

正
と
し
て
の
正
義
〉
の
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
実
現
を
見
込
む
〕
希
望
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
訳
述
（
超
訳
？
）
し
た
い
気
に
私
は
駆
ら
れ
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
が
成
し
遂
げ
た
「
理
性
に
よ
る
救
済
（
和
解
）
」
は
、
「
〈
公

正
と
し
て
の
正
義
〉
の
秩
序
だ
っ
た
社
会
」
が
実
現
で
き
る
と
す
る
「
希

望
」
の
域
に
ま
で
た
ど
り
着
い
た
。
彼
の
「
理
性
的
信
仰
」
の
中
核
を
な

す
こ
う
し
た
「
希
望
」
の
ト
ー
ン
は
、
『
正
義
論
』
最
終
節
か
ら
も
聴
き

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
視
座
〔
＝
「
原
初
状
態
」
の
こ
と
〕
か
ら
社
会
に
お
け
る
私
た

ち
の
境
遇
を
眺
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
永
遠
の
相
の
下
に

0

0

0

0

0

0

0

（sub specie 

aeternitatis

）
了
解
す
る
業
に
等
し
い
。
〔
…
〕
永
遠
性
の
視
座
は
現
世

を
超
え
た
場
所
か
ら
の
眺
望
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
超
越
的
な
存
在

者
の
観
点
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
世
界
の
内
部
に
あ
っ
て
理
性

的
な
人
び
と
が
採
用
し
う
る
特
定
の
思
考
と
感
情
の
一
形
態
な
の
で

あ
る
。
〔
…
〕
心
の
清
さ
（purity of heart

）
と
は
―
―
も
し
人
が
そ

う
し
た
境
地
を
達
成
し
え
た
な
ら
ば
―
―
こ
う
し
た
永
遠
性
の
観
点

か
ら
も
の
ご
と
を
は
っ
き
り
と
見
据
え
、
優
雅
に
か
つ
自
制
的
に
行

為
す
る
こ
と
と
変
わ
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

〔 『
正
義
論
〔
改
訂
版
〕
』
原
書
五
一
四
頁
／
神
島
裕
子
ら
に
よ
る
邦
訳
（
紀

伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
七
七
三
―
七
七
四
頁
〕

　

初
読
以
来
、
《Purity of heart

》
で
始
ま
る
『
正
義
論
』
結
び
の
一
文

の
真
意
を
測
り
か
ね
て
い
た
私
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
典
拠
が
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
説
教
集
英
訳
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
そ
う
だ
と
田
中
は
示
唆
し
て
く

れ
た
。
こ
の
こ
と
を
改
め
て
感
謝
し
て
お
こ
う
（
詳
し
く
は
、
小
文
「
ロ
ー
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評　

『
正
義
・
平
等
・
責
任 

 
 

―
―
平
等
主
義
的
正
義
論
の
新
た
な
る
展
開

』

（
井
上
彰
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）

松
元
雅
和

　

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
平
等
論
研
究
を
牽
引

し
て
き
た
著
者
が
、
そ
の
成
果
を
体
系
化
し
た
著
作
で
あ
る
。
平
等
論
は
、

英
米
圏
の
現
代
政
治
哲
学
に
お
け
る
中
心
的
ト
ピ
ッ
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

J
・
ロ
ー
ル
ズ
や
R
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
著
作
を
通
じ
て
、
す
で
に
わ
が

国
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ル
ズ
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
・
マ
タ
イ
伝
―
―
《purity of heart

》
の
系
譜
を
探
る
」
、『
風

の
た
よ
り
』
第
六
五
号
、
風
行
社
、
二
〇
一
七
年
三
月
を
参
照
し
て
ほ
し
い
）
。

　

そ
の
田
中
か
ら
届
い
た
最
新
作
が
「
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
の
政
治
理
論

―
―
〈
正
義
観
念
の
限
定
用
法
〉
と
そ
の
規
範
理
論
的
含
意
」
（
政
治
思

想
学
会
編
『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
八
号
、
風
行
社
、
二
〇
一
八
年
）
だ
っ
た
。
ロ
ー

ル
ズ
の
も
と
で
博
士
号
を
取
得
し
、
こ
の
世
を
生
き
る
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ま
つ
わ
る

問
題
群
（M

ortal Q
uestions

）
と
取
り
組
ん
で
き
た
ネ
ー
ゲ
ル
を
先
達
・

手
本
と
し
つ
つ
、
ロ
ー
ル
ズ
研
究
の
「
産
業
化
＝
通
常
科
学
化
」
に
抗
す

る
い
っ
そ
う
の
活
躍
を
続
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

 
（
か
わ
も
と
・
た
か
し
／
社
会
倫
理
学
）
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論
に
織
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
構
想
を
さ
ら
に
堅
固
な
も
の
と
し
て

い
る
。

　

第
一
章
「
分
析
的
平
等
論
と
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
」
で
は
、『
正
義
論
』

（
一
九
七
一
年
）
出
版
前
後
の
平
等
論
研
究
を
史
的
に
比
較
す
る
な
か
で
、

実
は
今
日
の
平
等
論
研
究
が
、
同
書
以
前
の
そ
れ
と
質
的
連
続
性
を
有
し

て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。わ
が
国
で
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
W
・
キ
ム
リ
ッ

カ
の
教
科
書
等
に
よ
り
、
一
時
平
等
論
は
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

へ
の
継
承
を
軸
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
J
・
フ
ァ
イ
ン

バ
ー
グ
、
D
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
、
R
・
ア
ー
ネ
ソ
ン
、
L
・
テ
ム
キ
ン
と

い
っ
た
論
者
に
よ
り
、
概
念
分
析
の
手
法
に
基
づ
く
平
等
論
が
活
況
を
呈

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
平
等
論
研
究
に
お
け
る
『
正
義
論
』
の
イ
ン

パ
ク
ト
は
、
人
口
に
膾
炙
す
る
ほ
ど
大
き
く
な
い
。

　

第
二
章
「
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
平
等
主
義
的
正
義
論
」
で
は
、
資
源
平
等

論
と
し
て
知
ら
れ
る
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
議
論
を
二
期
に
区
別
し
た
う
え
で
、

そ
の
是
非
を
論
じ
て
い
る
。
平
等
な
尊
重
と
配
慮
を
核
心
と
す
る
彼
の
平

等
論
は
、
第
一
期
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
第
二
期
に
至
っ

て
あ
る
種
の
真
理
概
念
に
基
づ
く
統
合
的
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
擁
護
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仮
想
保
険
で
知
ら
れ
る
彼
の
独
特
な
制
度
設
計
も

ま
た
、
こ
の
観
点
に
照
ら
し
て
こ
そ
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
著
者
に

よ
れ
ば
、
他
の
正
義
論
よ
り
も
統
合
的
調
和
が
よ
り
よ
く
果
た
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
試
み
は
不
十
分
な
ま
ま
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

第
三
章
「
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
正
義
論
」
で
は
、
H
・
ス
タ
イ

ナ
ー
、
M
・
オ
ー
ツ
カ
、
P
・
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
ら
に
よ
る
自
己
所
有
権

ム
や
目
的
論
的
平
等
主
義
も
含
め
た
近
年
の
研
究
動
向
を
織
り
込
み
つ
つ
、

最
終
的
に
は
宇
宙
的
価
値
と
し
て
の
平
等
に
裏
打
ち
さ
れ
た
平
等
主
義
的

正
義
論
と
い
う
著
者
自
身
の
見
解
を
力
強
く
押
し
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ

の
内
容
と
密
度
は
、
国
内
外
の
先
行
研
究
と
比
し
て
も
類
の
な
い
も
の
と

ま
ず
は
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

加
え
て
本
書
は
、
分
析
的
政
治
哲
学
の
体
系
的
成
果
と
し
て
も
貴
重
な

一
冊
で
あ
る
。
大
陸
系
と
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
英
米
・
分

析
系
」
の
研
究
は
、
概
念
分
析
や
論
証
ス
タ
イ
ル
に
お
け
る
明
晰
性
や
厳

密
性
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
で
そ
の
立
場
を
明
示

的
に
標
榜
す
る
著
作
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
あ
く
ま
で
も
印
象
論

の
レ
ベ
ル
で
そ
の
賛
否
が
問
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
本
書
は
、
海
外
で
博
士

課
程
を
終
え
、
現
在
も
海
外
で
活
躍
の
場
を
広
げ
る
著
者
に
よ
る
、
分
析

的
政
治
哲
学
の
最
良
の
見
本
と
し
て
、
そ
の
学
問
分
野
を
志
す
多
く
の
者

に
と
っ
て
、
格
好
の
手
引
き
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

は
じ
め
に
、
本
書
の
基
本
的
な
ね
ら
い
と
各
章
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し

よ
う
。
序
論
で
明
示
さ
れ
る
と
お
り
、
本
書
の
目
的
は
研
究
の
発
展
が
著

し
い
正
義
論
分
野
に
お
い
て
、
平
等
主
義
的
正
義
論
の
新
た
な
構
想
を
提

示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
書
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
、

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
分
配
的
正
義
論
の
み
な
ら
ず
、
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
、
目
的
論
的
平
等
主
義
の
よ
う
な
よ
り
近
年
の
立
場
に
対
す
る
批
判
的

応
答
を
通
じ
て
、
自
ら
の
議
論
の
骨
格
を
示
そ
う
と
す
る
。
加
え
て
、
本

書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
付
さ
れ
た
「
責
任
」
の
観
点
を
、
平
等
主
義
的
正
義
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か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
S
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
批
判
に
晒
さ
れ

て
も
い
る
。
著
者
は
、
ロ
ー
ル
ズ
＝

コ
ー
エ
ン
論
争
を
辿
る
な
か
で
、
正

義
の
環
境
の
ヒ
ュ
ー
ム
的
解
釈
を
再
確
認
し
、
正
義
の
環
境
の
な
か
で
要

請
さ
れ
る
合
理
的
能
力
を
特
定
し
た
う
え
で
、
自
由
意
志
と
決
定
論
の
両

立
論
と
も
整
合
す
る
か
た
ち
で
責
任
構
想
を
再
定
位
で
き
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

以
上
の
体
系
的
検
討
を
終
え
て
示
さ
れ
る
著
者
の
立
場
は
、
合
理
的
能

力
の
現
実
的
有
無
も
踏
ま
え
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
責
任
構
想
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
理
論
的
一
貫
性
・
整
合
性
の
点
か
ら
優
れ
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
過
酷
な
政
策
と
い
う
反
直
観
的
結
論
を
和
ら
げ
、
近
年
の
行
動
経
済

学
の
知
見
と
も
接
合
さ
れ
う
る
な
ど
、
裾
野
の
広
い
正
義
論
を
提
示
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
結
論
で
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
済
的

弱
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
自
己
責
任
論
の
過
剰
な
流
布
、
か
た
や
政
治
・

行
政
に
お
い
て
責
任
を
た
ら
い
回
し
に
す
る
「
無
責
任
の
体
系
」
な
ど
、

現
代
日
本
の
状
況
に
対
し
て
も
一
定
の
刷
新
を
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

評
者
は
平
等
論
と
い
う
専
門
分
野
で
必
ず
し
も
著
者
と
専
門
を
同
じ
く

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
著
者
の
試
み
が
ど
れ
ほ
ど
の
成
果

を
上
げ
て
い
る
か
を
正
確
に
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
本
書
は
、

平
等
論
を
含
め
た
正
義
論
一
般
で
何
ら
か
の
研
究
を
進
め
よ
う
と
す
る
か

ぎ
り
、
今
後
他
の
研
究
者
が
必
ず
参
照
し
、
と
き
に
格
闘
す
べ
き
一
種
の

里
程
標
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え

て
、
本
書
評
で
は
以
下
、
評
者
の
観
点
か
ら
気
づ
い
た
幾
つ
か
の
点
を
コ

ベ
ー
ス
の
平
等
論
の
是
非
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
リ
バ
タ
リ
ア

ニ
ズ
ム
は
、
現
在
の
分
配
パ
タ
ー
ン
よ
り
も
過
去
の
歴
史
的
取
得
過
程
に

分
配
的
正
義
の
要
諦
を
見
よ
う
と
す
る
（
権
原
理
論
）
。
左
派
リ
バ
タ
リ
ア

ン
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
継
承
し
つ
つ
も
、
原
始
所
有
権
を
ロ
ッ
ク
的

但
し
書
き
の
観
点
か
ら
改
訂
す
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
平
等
主
義
的
結
論

を
導
き
出
す
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
試
み
を
精
緻
に
分
析
し
た
う
え
で
、

結
果
そ
れ
が
左
派
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
る
所
以
と
必

ず
し
も
調
和
的
で
な
い
と
指
摘
す
る
。

　

第
四
章
「
宇
宙
的
価
値
と
し
て
の
平
等
」
は
、
著
者
自
身
の
見
解
が
も
っ

と
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
章
で
あ
る
。
平
等
の
価
値
論
的
分
析
と
し
て

は
、
J
・
ブ
ル
ー
ム
の
個
人
的
価
値
、
テ
ム
キ
ン
の
非
個
人
的
価
値
の
二

つ
の
意
見
が
対
立
し
て
い
る
。
著
者
は
後
者
に
好
意
的
で
あ
る
が
、
同
時

に
そ
れ
は
十
分
に
平
等
主
義
的
で
な
い
結
論
を
招
き
う
る
点
、
ア
ド
ホ
ッ

ク
に
多
元
主
義
的
で
あ
る
点
で
批
判
さ
れ
る
。
代
わ
り
に
著
者
が
I
・
ペ

ア
シ
ョ
ン
も
参
考
に
し
な
が
ら
提
唱
す
る
立
場
と
は
、
平
等
を
正
義
を
含

め
た
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
超
越
す
る
究
極
的
価
値
、
す
な
わ
ち
宇
宙
的
価
値

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
平
等
は
、
純
粋
な
等
し
さ
か
ら
の
逸

脱
が
生
じ
る
場
合
に
絶
え
ず
等
し
さ
の
方
に
引
き
戻
す
シ
グ
ナ
ル
と
し
て

作
用
す
る
。

　

第
五
章
「
選
択
責
任
の
両
立
論
的
構
想
」
で
は
、
平
等
論
や
分
配
的
正

義
論
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
責
任
構
想
が
、
自
由
意
志
と
決
定
論
の
デ
ィ

レ
ン
マ
の
な
か
で
再
論
さ
れ
る
。
責
任
構
想
は
こ
れ
ま
で
、
ド
ゥ
オ
ー
キ

ン
、
ア
ー
ネ
ソ
ン
、
G
・
A
・
コ
ー
エ
ン
ら
い
わ
ゆ
る
運
の
平
等
論
者
に

よ
っ
て
、
自
由
意
志
と
決
定
論
が
両
立
し
な
い
と
い
う
非
両
立
論
の
立
場
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メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
評
者
に
と
っ
て
気
に
な
っ
た
の
が
、
何
ら
か
の
宇
宙
的
価
値
が
あ

る
と
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
―
―
例
え
ば
、
幸
福
で
も
自
由
で
も
安
全
で
も

効
率
で
も
な
く
―
―
平
等
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
本
書

で
し
ば
し
ば
、
従
来
の
平
等
論
が
平
等
の
価
値
を
自
明
な
も
の
と
し
、
そ

の
「
基
礎
」
や
「
根
拠
」
の
探
求
を
欠
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
四
、
二

五
―
九
、
五
〇
―
三
、
八
三
頁
）
。
著
者
は
、
宇
宙
的
価
値
と
し
て
の
平
等

が
「
な
ぜ
平
等
な
の
か
」
の
問
い
に
対
す
る
規
範
的
根
拠
を
提
出
す
る
と

主
張
す
る
が
（
一
四
九
頁
）
、
そ
の
主
張
自
体
の
根
拠
―
―
す
な
わ
ち
、
宇

宙
的
価
値
が
な
ぜ
平
等
な
の
か

0

0

0

0

0

0

0

―
―
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

無
論
、
究
極
的
価
値
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
宇
宙
的
価
値
と

し
て
の
平
等
に
は
こ
う
し
た
問
い
自
体
を
収
束
さ
せ
る
役
割
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
「
平
等
を
宇
宙
的
価
値
と
名
付
け
る
理
由
は
、
純
粋

理
念
と
し
て
の
等
し
い
関
係
性
が
、
仮
に
世
俗
的
な
世
界
が
存
在
せ
ず
と

も
永
遠
に
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
成
立
す
る
（
と
み
な
し
う
る
）
か
ら

で
あ
る
」
（
一
四
八
頁
）
と
い
う
説
明
が
、
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
平

等
の
価
値
の
基
礎
や
根
拠
の
説
明
と
し
て
十
分
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検

討
の
余
地
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
著
者
と
同
様
に
（
一
四
九
―
一
五
二
頁
）

根
本
原
理
の
案
出
を
重
視
す
る
コ
ー
エ
ン
で
あ
れ
ば
、
「
心
の
明
証
性
」

に
訴
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
一
八
〇
頁
）
。

　

一
般
的
に
、
基
礎
や
根
拠
の
探
求
は
さ
ら
な
る
基
礎
や
根
拠
を
必
要
と

す
る
無
限
遡
及
に
陥
り
や
す
い
。
も
し
無
限
遡
及
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、

事
実
や
命
題
が
相
互
参
照
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
に
根
拠
を
支
え
合

う
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
戦
略
に
立
ち
戻
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
管
見
の
か
ぎ
り
、

著
者
は
平
等
を
宇
宙
的
価
値
に
据
え
る
こ
と
で
、
ブ
ル
ー
ム
、
テ
ム
キ
ン
、

ペ
ア
シ
ョ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
平
等
論
に
見
ら
れ
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
整
合

的
観
点
を
提
出
し
う
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、こ
う
し
た
立
論
は
、
第
一
章
で
棄
却
さ
れ
た
ロ
ー
ル
ズ
の
ホ
ー

リ
ズ
ム
の
戦
略
（
二
二
―
二
九
頁
）
と
、
は
か
ら
ず
も
似
通
っ
て
く
る
。

　

著
者
は
ロ
ー
ル
ズ
の
戦
略
を
「
平
等
の
道
徳
的
基
礎
そ
の
も
の
を
正
当

化
す
る
議
論
を
提
出
し
て
い
な
い
」
と
批
判
す
る
が
（
二
五
頁
）
、
実
際

そ
れ
は
基
礎
づ
け
と
し
て
は
盤
石
で
は
な
い
。
単
な
る
整
合
説
的
説
明
だ

け
で
は
、
同
程
度
に
説
明
で
き
る
別
の
価
値
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い

こ
と
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
「
な
ぜ
平
等
な
の
か
」

に
関
す
る
著
者
自
身
の
立
論
は
、
は
た
し
て
こ
の
困
難
を
克
服
し
え
て
い

る
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
は
、
本
書
の
序
論
や
結
論
で
示

さ
れ
た
と
お
り
（
六
、
二
〇
四
頁
）
、
他
の
正
義
論
と
の
比
較
検
討
と
し
て

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
に
、
本
書
で
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
多
元
主
義
を
排
す
る
も
の
と
し
て
、

宇
宙
的
価
値
と
し
て
の
平
等
が
提
示
さ
れ
て
い
た
（
一
三
九
―
一
四
一
頁
）
。

し
か
し
同
時
に
、
著
者
の
立
場
は
、
責
任
構
想
を
織
り
込
み
つ
つ
も
、
同

時
に
過
酷
な
政
策
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
「
極
端
な
平
等
論
」
（
一

四
二
―
一
四
七
頁
）
よ
り
も
明
ら
か
に
多
元
主
義
的
で
あ
る
。
す
る
と
問

題
は
、
そ
れ
が
ア
ド
ホ
ッ
ク
性
を
ど
の
よ
う
に
免
れ
て
い
る
か
、
す
な
わ

ち
「
価
値
や
原
理
の
関
係
性
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
事
態
や
行
為
評
価
の

緩
や
か
な
基
準
、
と
く
に
ハ
ー
ド
ケ
ー
ス
に
際
し
て
の
総
合
的
な
判
断
基

準
」
を
ど
こ
ま
で
具
体
化
し
て
い
る
か
で
あ
る
（
一
四
一
頁
）
。

　

例
え
ば
「
平
等
は
、
過
度
の
責
任
追
及
に
よ
っ
て
福
利
水
準
の
格
差
が
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ろ
う
と
す
る
著
者
の
自
覚
的
か
つ
真
摯
な
努
力
を
追
体
験
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
自
分
自
身
が
取
り
組
む
テ
ー
マ
に
、
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
か
を
自
問

0

0

せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
専
門
分
化
が
著
し
い
昨
今

の
学
界
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
が
国
で
も
ま
だ
数
少
な
い
分
析
的
政

治
哲
学
研
究
の
到
達
点
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
書
が
本
学
会
の
会
員
に
幅

広
く
読
ま
れ
、
分
野
の
さ
ら
な
る
発
展
に
繋
が
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な

い
。

 

（
ま
つ
も
と
・
ま
さ
か
ず
／
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
）

あ
ま
り
に
広
が
っ
た
場
合
に
は
、
激
し
い
格
差
を
容
認
し
な
い
（
価
値
を

重
視
す
る
）
よ
う
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
い
く
」
と
さ
れ
る
（
一
四
九
頁
）
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
あ
ま
り
に
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
水
準
の
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
導
か
れ
る
結
論
が
極
端
に
振
れ
ず
、
「
穏
当
」
な
範
囲
に

収
ま
る
よ
う
（
一
九
一
―
一
九
四
頁
）
、
あ
る
場
面
で
は
責
任
の
原
理
が
優

先
さ
れ
た
り
、
別
の
場
面
で
は
平
等
の
原
理
が
優
先
さ
れ
た
り
す
る
で
あ

ろ
う
。
判
断
基
準
の
ひ
と
つ
の
鍵
は
、
著
者
が
挙
げ
る
合
理
的
能
力
の
範

囲
で
あ
る
が
、
近
年
の
行
動
経
済
学
の
研
究
動
向
が
示
し
て
い
る
よ
う
に

（
一
九
二
―
一
九
三
頁
）
、
そ
の
輪
郭
は
経
験
的
知
見
と
し
て
も
い
ま
だ
流

動
的
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
単
な
る
誤
解
に
基
づ
く
）
細
か
い
語
用
上
の

指
摘
で
あ
る
が
、
同
一
の
原
語
（uncertainty
）
の
訳
語
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
「
不
確
定
性
」
と
「
不
確
実
性
」
が
、
本
書
中
で
混
在
し
て
い
る
こ
と

が
気
に
な
っ
た
（
五
八
―
九
、
八
四
、
一
一
二
―
五
頁
）
。
ち
な
み
に
、
他
の

場
所
で
は
別
の
原
語
（indeterm

inacy

）
に
「
不
確
定
性
」
の
訳
語
が
当
て

ら
れ
て
も
い
る
（
一
九
九
頁
）
。
文
脈
に
応
じ
て
別
々
に
訳
し
分
け
ら
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
意
思
決
定
理
論
の
な
か
で
は
「
不
確

実
性
」
の
訳
語
が
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
用
語
の
選
定
に
際

し
、
さ
ら
な
る
補
足
的
説
明
が
あ
れ
ば
読
者
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
以
上
の
評
者
か
ら
の
疑
問
は
、
専
門
的
見
地
か
ら
は
容
易

に
答
え
ら
れ
う
る
些
細
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
は
、
評
者
を

含
む
、
本
書
を
手
に
取
っ
た
誰
も
が
直
面
す
る
真
の
疑
問
は
、
分
析
的
政

治
哲
学
の
手
法
に
よ
り
、
平
等
と
い
う
古
典
的
テ
ー
マ
に
ど
こ
ま
で
も
迫
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の
た
め
、
多
く
の
国
を
分
析
の
対
象
と
す
る
研
究
書
が
単
独
の
著
者
に

よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
各
国
の
事
情
に
精
通
し
て
い
る
複

数
の
専
門
家
に
よ
る
寄
稿
を
集
め
た
編
著
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
著
作
は
と
き
に
寄
稿
者
の
関
心
と
方
法
に
お
い

て
統
一
性
を
欠
い
て
し
ま
う
。

　

第
二
に
、
福
祉
国
家
を
統
一
的
な
基
準
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
類
型
に

分
け
、
そ
れ
ら
の
違
い
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
要
因
と
を
突
き
と
め
よ
う

と
す
る
比
較
福
祉
国
家
論
は
、
G
・
エ
ス
ピ
ン
＝

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
『
福

祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
』
（
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
枠
と
し
な
が
ら
発

展
し
て
き
た
。
こ
の
理
論
潮
流
は
そ
の
後
、
比
較
の
対
象
と
す
る
国
や
地

域
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
制
度
派
経
済
学
や
「
資
本
主
義
の
多
様
性
」

論
と
も
結
び
つ
き
な
が
ら
分
析
手
法
の
精
緻
化
と
多
様
化
を
と
げ
た
。
し

か
し
、
こ
の
理
論
潮
流
に
対
し
て
は
、
静
態
的
な
類
型
の
提
示
に
と
ど
ま

り
、
福
祉
国
家
に
お
け
る
改
革
の
動
き
や
質
的
変
容
を
射
程
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。

　

右
記
の
二
つ
の
傾
向
は
い
ず
れ
も
本
書
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
本
書
は
、
一
人
の
著
者
の
手
に
な
る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
欧
米
の

五
カ
国
（
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）

と
日
本
の
福
祉
国
家
を
対
象
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
各
福
祉
国
家
の

前
史
か
ら
二
十
一
世
紀
の
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
に
わ
た

る
制
度
形
成
と
変
容
の
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は
、
平
板
な
歴
史
叙
述
で
は
な
く
、
「
新
政
治
経
済
学
」
の
諸
概
念
を

援
用
し
た
比
較
福
祉
国
家
論
を
経
由
し
て
、
日
本
の
福
祉
国
家
が
将
来
に

お
い
て
と
り
う
る
選
択
肢
を
考
察
す
る
こ
と
を
最
終
的
な
目
的
に
掲
げ
た

　

書
評　

『
福
祉
政
治
史
―
―
格
差
に
抗
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

』

（
田
中
拓
道
著
、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
）

中
村
健
吾

　

本
書
の
独
自
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
福
祉
国
家
研

究
の
現
状
に
お
け
る
二
つ
の
傾
向
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
福
祉
国
家
や
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
研
究
は
往
々
に
し
て
、

特
定
の
国
の
特
定
の
制
度
を
対
象
と
し
つ
つ
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
研
究
と
い
え
ど
も
、
長
期
に
わ
た
る
制
度
の
形
成

や
変
化
を
追
跡
し
よ
う
と
す
る
と
、
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
要
す
る
。
そ
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意
欲
作
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
六
カ
国
の
制
度
と
そ
の
変
遷
に
一
人
で
立
ち
向
か
う
の
で
あ

る
か
ら
、
実
証
の
面
で
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
乏
し
く
な
る
。
用
い
ら
れ

る
概
念
と
方
法
に
お
い
て
も
目
新
し
さ
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
し
か
し
、

本
書
の
価
値
を
落
と
す
事
情
に
は
な
ら
な
い
。
著
者
が
手
堅
い
テ
キ
ス
ト

分
析
の
手
腕
と
豊
か
な
構
想
力
と
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
十
九

世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
連
帯
思
想
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
た
『
貧
困
と
共
和
国
』

（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
立
証
済
み
で
あ
る
。
そ
の
著
者
が
、

本
書
で
は
現
代
社
会
の
課
題
に
正
面
か
ら
切
り
込
ん
で
い
る
。
本
書
は
大

学
で
の
講
義
を
も
と
に
し
て
成
立
し
た
よ
う
で
あ
り
、
現
代
の
福
祉
資
本

主
義
の
鳥
観
図
を
提
供
し
、
そ
れ
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
学
生
に

う
な
が
す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
福
祉
国
家
の
行
方
に

つ
い
て
読
者
を
思
考
へ
と
駆
り
立
て
る
刺
激
が
、
本
書
に
は
あ
る
。

　

本
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

序
章
で
は
、
欧
米
と
日
本
に
お
け
る
公
的
社
会
支
出
の
対
G 

D 

P
比
の

推
移
等
を
示
し
な
が
ら
、「
先
進
諸
国
」が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
、
産
業
構
造
の
転
換
、
少
子
高
齢
化
と
い
う
共
通
の
試
練
に
直
面

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
試
練
に
異
な
る
仕
方
で
対
応
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
が
提
示
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
第
Ⅰ
部
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
と
分
岐
」
に
お
い
て
は
、

欧
米
五
カ
国
と
日
本
の
福
祉
国
家
の
形
成
過
程
が
辿
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
「
先
進
国
」
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
形
成
を
規
定

し
た
共
通
の
枠
組
み
と
し
て
、「
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
」と
「
フ
ォ
ー
デ
ィ

ズ
ム
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
欧
米
の
五
カ
国
は
エ
ス
ピ
ン
＝

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
分
類
図
式
に
沿
っ
て
、
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
に
属
す
る

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
、
保
守
主
義
レ
ジ
ー
ム
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ

ツ
、
社
会
民
主
主
義
レ
ジ
ー
ム
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
い
う
ふ
う
に
区
分
さ

れ
て
い
る
。
日
本
の
福
祉
国
家
が
「
自
由
主
義
的
な
権
力
基
盤
」
と
「
保

守
主
義
的
な
制
度
」
と
を
併
せ
も
つ
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
モ
デ
ル
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
点
も
、
エ
ス
ピ
ン
＝

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
指
摘
に
近
い
。

　

第
Ⅱ
部
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
の
再
編
」
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る

ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
の
終
焉
と
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
機
能
不
全
と
に
続

く
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
圧
力
の
も
と
で
各
国
の
福
祉
国
家
が
こ
う
む
っ
た
再

編
の
過
程
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
立
て
ら
れ
る
の
は
、
〈
グ
ロ
ー
バ

ル
化
や
ポ
ス
ト
工
業
化
に
よ
り
、
各
国
の
福
祉
国
家
は
新
自
由
主
義
の
小

さ
な
政
府
へ
と
収
斂
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
異
な
る
軌
道
へ
分
岐
す
る
の

か
〉
と
い
う
、
比
較
福
祉
国
家
論
に
お
け
る
お
な
じ
み
の
問
い
で
あ
る
。

著
者
は
「
収
斂
」
の
仮
説
を
し
り
ぞ
け
、
福
祉
国
家
の
再
編
は
「
政
治
的

機
会
構
造
」
の
違
い
に
よ
っ
て
内
容
が
左
右
さ
れ
る
不
確
定
な
過
程
で
あ

る
と
い
う
命
題
を
提
示
す
る
。
統
治
エ
リ
ー
ト
が
社
会
の
諸
階
層
の
利
害

か
ら
自
立
し
、
従
来
の
福
祉
国
家
の
受
益
層
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
男

性
労
働
者
）
の
抵
抗
を
排
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
政
治
的
機
会
構
造

は
「
閉
鎖
」
さ
れ
、
統
治
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
福
祉
「
縮

減
」
が
起
き
や
す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
や
非
典
型
・
非
正
規
労
働

者
と
い
っ
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
利
益
を
代
表
す
る
勢
力
（
政
党
や

N 

G 

O
な
ど
）
が
政
治
的
意
思
決
定
へ
関
与
す
る
新
た
な
回
路
を
得
た
場
合
、

政
治
的
機
会
構
造
は
「
開
放
」
さ
れ
、
従
来
と
は
異
な
る
仕
方
で
の
福
祉

の
「
拡
大
」
が
生
じ
う
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
福
祉
の
「
拡
大
」
と
は
、
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を
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
決
定
し
た
ド
イ
ツ
と
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
若

者
・
失
業
者
と
い
っ
た
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
利
益
を
組
み
込
む
こ
と
で
「
自

由
選
択
」
型
の
政
策
を
導
入
し
た
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
と
が
、
第

Ⅲ
部
に
お
い
て
対
比
さ
れ
る
。
「
政
治
的
機
会
構
造
」
お
よ
び
「
自
由
選
択
」

と
い
う
概
念
は
、
著
者
が
編
著
『
承
認
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
）

に
お
い
て
提
示
し
た
「
承
認
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
内
実
を
二
つ
に
分
節
化
し

た
も
の
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
「
日
本
の
選
択
肢
」
と
題
さ
れ
た
終
章
で
は
、
日
本
の
社
会

と
政
治
に
関
す
る
著
者
の
現
状
認
識
が
次
の
よ
う
に
披
瀝
さ
れ
る
―
―

「
日
本
の
問
題
点
は
、
行
き
す
ぎ
た
新
自
由
主
義
的
改
革
に
よ
っ
て
富
裕

層
と
貧
困
層
へ
の
二
極
化
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
失
業
・
低

所
得
層
へ
の
行
き
す
ぎ
た
保
護
や
再
分
配
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
も
な
い
。
他
国
に
比
べ
て
水
準
の
低
い
公
的
福
祉
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
、

『
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
／
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
分
断
』
が
顕
在
化
し
、
そ
れ
へ

の
実
質
的
な
対
応
が
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
」
（
二
七

二
頁
）
。
こ
う
し
た
現
状
認
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
政
治
学
的
結
論
は
、

い
ま
や
容
易
に
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
日
本
に

お
い
て
は
「
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
を
掲
げ
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
意
思
決
定
を

と
る
政
党
と
、
自
由
選
択
を
掲
げ
て
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
へ
の
支
持
拡
大
を

進
め
る
政
党
を
中
心
と
し
た
、
新
し
い
政
党
の
競
争
空
間
が
構
築
さ
れ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
の
が
、
著
者
の
結
論
で
あ
る
（
二
七
七
頁
）
。

　

本
書
の
第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
の
叙
述
か
ら
、
著
者
が
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
に
対

し
て
批
判
的
な
立
ち
位
置
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
政
治
学
的
な
禁
欲
を
解
い
て
規
範
的
な
ス
タ
ン
ス
で
事
柄
に
臨

「
男
性
稼
ぎ
主
」
モ
デ
ル
の
家
族
形
態
を
も
は
や
前
提
と
は
し
な
い
「
個

人
へ
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
（
育
児
へ
の
公
的
支
援
や
教
育
・
職
業
訓
練
へ
の

投
資
な
ど
）
の
拡
充
を
指
す
。

　

従
来
の
受
益
層
が
も
つ
凝
集
性
の
強
弱
や
政
治
的
機
会
構
造
の
開
閉
に

応
じ
て
、
福
祉
レ
ジ
ー
ム
の
分
類
で
は
同
一
の
類
型
に
属
し
て
い
た
国
で

も
分
岐
が
生
じ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
は
い
ず
れ

も
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
か
ら
「
金
融
主
導
型
レ
ジ
ー
ム
」
へ
と
転
換
し
、
公

的
扶
助
受
給
者
に
就
労
を
強
制
す
る
「
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
」
型
の
改
革
が
進

ん
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
育
児
・
教
育
・
職
業
訓
練
と
い
っ
た
「
人
的
資

本
投
資
」
を
重
視
す
る
労
働
党
（
「
第
三
の
道
」
）
と
緊
縮
財
政
に
傾
斜
す

る
保
守
党
と
の
あ
い
だ
で
一
定
の
路
線
対
立
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
保
守

主
義
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
い
た
諸
国
の
あ
い
だ
で
も
、
政

治
的
機
会
構
造
を
閉
鎖
し
て
「
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
」
政
策
を
強
化
し
た
ド
イ

ツ
（
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
に
よ
る
「
ハ
ル
ツ
改
革
」
）
と
、
若
者
・
女
性
・
失

業
者
と
い
っ
た
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
を
支
援
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
意
思
決
定
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
「
自
由
選
択
」
型
の
政
策
を
導
入
し

て
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
と
の
あ
い
だ
に
分
岐
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
今
日
の
福
祉
国
家
に
お
け
る
改
革
の
選
択
肢
が
、
給
付

削
減
と
就
労
強
制
を
と
も
な
う
「
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
」
と
、
生
き
方
・
働
き

方
の
多
様
な
選
択
肢
を
各
人
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
「
自
由
選
択
」
と
に

「
収
斂
」
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
整
理
が
な
さ
れ
る
。
議
論
を
導
い
て
い
く

の
は
や
は
り
、
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
／
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
分
断
」
と
い
う

解
釈
図
式
で
あ
る
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
男
性
の
典
型
的
労
働
者
（
大

規
模
労
組
）
を
交
渉
の
舞
台
か
ら
し
り
ぞ
け
て
「
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
」
改
革
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メ
リ
カ
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
と
の
違
い
を
、
同
じ
「
金
融
主
導
型
レ
ジ
ー

ム
」
の
枠
内
で
の
振
幅
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
一
五
四
頁
）
。
そ
の

こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
と
の
違
い
に
も
当
て
は
ま
り

は
し
な
い
か
。
な
る
ほ
ど
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
福
祉
政
治
に
関
す
る
日
本

で
の
研
究
が
「
就
業
連
帯
所
得
（
R 

S 

A
）
」
と
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
と
の
相

違
点
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
実
際
に
相
違
点

は
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
政
策

体
系
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
一
部
の
傾
向
を
「
自
由
選
択
」
の
モ
デ
ル

と
し
て
実
体
視
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
「
自
由
選
択
」
は
、
本

書
で
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
福
祉
国
家
再
編
に
お
け
る
主
流
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
に
な
っ
て
は
い
な
い
と
、
評
者
は
考
え
る
。
新
自
由
主

義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
福
祉
国
家
の
適
応
・
改
造
を
め
ざ
す
各
国
政
府

の
基
本
戦
略
は
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
な
の
で
あ
り
、「
自
由
選
択
」
は
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
経
路
依
存
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
基
本
戦

略
へ
の
緩
衝
材
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

右
の
よ
う
に
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
が
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア

へ
の
説
得
力
あ
る
対
抗
軸
を
今
日
の
日
本
で
提
示
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
欧
米
五
カ
国
と
日
本
に
お
け
る
改
革
の
傾
向
を
通
覧
し
た
う
え
で
政

策
的
対
抗
軸
を
抽
出
す
る
な
ど
と
い
う
遠
大
な
作
業
は
、
著
者
の
よ
う
な

分
析
力
量
と
構
想
力
な
く
し
て
は
成
し
遂
げ
が
た
い
力
技
で
あ
る
。
そ
の

困
難
な
作
業
に
挑
ん
だ
著
者
に
対
し
、
評
者
は
敬
意
を
表
し
た
い
。

 

（
な
か
む
ら
・
け
ん
ご
／
E 

U
研
究
）

む
な
ら
、
著
者
は
お
そ
ら
く
、
「
政
治
的
機
会
構
造
」
の
開
放
を
と
も
な

う
「
自
由
選
択
」
型
の
政
策
・
制
度
の
拡
大
を
こ
そ
推
奨
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
前
述
の
『
貧
困
と
共
和
国
』
や
『
承
認
』
と
い
っ
た
思
想
史
的
・
社

会
哲
学
的
著
作
と
は
異
な
り
、
本
書
は
政
治
学
的
分
析
を
主
眼
に
す
え
た

作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
提
示
さ
れ
る
政
策
上
の
選
択
肢
は
ど

う
や
ら
、
眼
前
に
見
い
だ
さ
れ
る
現
実
政
治
の
枠
組
み
か
ら
制
約
を
受
け

て
い
る
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
へ
の
言
及
を
意
図
的
に
避
け
て
い
る

こ
と
も
、
そ
う
し
た
制
約
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
（
二
九
五
頁
）
。

　

こ
の
点
を
脇
へ
置
い
て
お
く
と
し
て
も
、
男
性
の
正
規
労
働
者
等
を
「
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
」
と
し
、
非
正
規
労
働
者
・
失
業
者
・
若
者
・
女
性
を
「
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
規
定
し
て
両
者
の
「
分
断
」
を
強
調
す
る
の
は
、
相

当
に
硬
直
的
な
二
分
法
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま

で
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
人
が
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
に

移
行
し
て
い
く
過
程
こ
そ
が
、
欧
米
と
日
本
に
お
い
て
現
に
起
き
て
い
る

事
態
の
根
幹
に
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ

の
「
（
社
会
的
）
排
除
」
と
い
う
観
念
が
言
い
当
て
よ
う
と
し
て
き
た
の
は
、

そ
う
し
た
「
社
会
的
降
格
」
の
過
程
（
S
・
ポ
ー
ガ
ム
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

右
記
の
点
に
関
連
し
て
評
者
が
疑
問
に
感
じ
る
の
は
、
「
ワ
ー
ク
フ
ェ

ア
」
へ
の
政
策
的
対
抗
軸
と
し
て
「
自
由
選
択
」
と
い
う
モ
デ
ル
を
立
て

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
自
由
選
択
」
と
い
う
モ
デ
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に

お
け
る
ワ
ー
ク
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
や
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
「
脱
家
族
主
義
」

政
策
を
根
拠
に
し
て
著
者
が
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
政
策

は
し
か
し
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
へ
の
対
抗
軸
と
な
り
う
る
ほ
ど
の
首
尾
一
貫

性
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
レ
ア
政
権
と
ア
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い
た
の
が
木
下
ち
が
や
だ
っ
た
。

　

ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
や
本
書
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
「
有

機
的
知
識
人
」
の
一
人
と
し
て
本
書
の
著
者
で
あ
る
木
下
ち
が
や
と
い
う

存
在
は
、
そ
の
発
言
や
行
動
に
毀
誉
褒
貶
は
あ
れ
ど
際
立
っ
て
い
た
。

　

二
〇
一
一
年
以
降
の
ア
ラ
ブ
の
春
と
共
振
し
た
日
本
の
社
会
運
動
を
牽

引
し
て
き
た
木
下
に
よ
る
、
『
現
代
思
想
』
に
掲
載
さ
れ
た
本
書
所
収
の

各
論
文
を
通
じ
て
、
官
邸
前
や
国
会
前
、
そ
し
て
新
大
久
保
な
ど
で
立
ち

上
が
っ
た
民
衆
た
ち
を
ま
だ
見
ぬ
人
々
は
、
そ
の
熱
気
と
歴
史
的
意
義
を

知
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

何
を
し
て
も
出
口
な
し
だ
と
い
う
諦
め
の
空
気
と
し
て
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
が
支
配
し
た
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
、
人
び
と
が
諦
め
る
こ
と
を
止

め
路
上
へ
と
出
て
い
っ
た
二
〇
一
〇
年
代
の
転
換
点
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

そ
し
て
何
故
、
人
は
路
上
へ
と
集
ま
っ
た
の
か
。
木
下
は
こ
の
ゼ
ロ
年
代

か
ら
イ
チ
ゼ
ロ
年
代
へ
の
変
化
の
流
れ
の
中
で
集
ま
っ
た
人
々
を
、
権
威

主
義
的
な
政
治
に
対
抗
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
し
て
概
括
的
に
説
明
す
る
。

た
し
か
に
世
界
的
に
政
治
の
側
が
権
威
主
義
的
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
で
あ
れ
、
順
応
す
る
で
あ
れ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
形
態
を

と
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。

　

だ
が
ヤ
ン
＝

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』

で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
表
裏
一
体
で

あ
る
と
し
て
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
向
き
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
ピ
ー
プ
ル
と
い

う
集
合
的
概
念
は
個
人
の
独
立
し
た
意
識
を
尊
重
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か

ら
す
れ
ば
、
社
会
の
同
質
化
と
多
様
性
の
破
壊
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
少

数
派
の
抑
圧
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
の
懸
念
か
ら
、
受
け
入
れ
が
た
い

　

書
評　

『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
「
民
意
」
の
政
治
学 

 
 

―
―
3
・
11
以
後
の
民
主
主
義

』

（
木
下
ち
が
や
著
、
大
月
書
店
、
二
〇
一
七
年
）

五
野
井
郁
夫

　

人
び
と
が
院
外
の
民
主
主
義
の
実
践
と
し
て
集
う
場
所
で
は
、
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
幾
人
か
の
研
究
者
と
出
会
い
、
連
帯
の
挨
拶
を
交
わ
す
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
二
〇
一
一
年
以
降
の
反
原
発
の
デ
モ
や
二
〇
一
五
年

安
保
、
共
謀
罪
法
反
対
の
抗
議
行
動
な
ど
、
参
加
者
と
い
う
よ
り
も
人
び

と
が
集
ま
れ
る
よ
う
に
現
場
を
企
画
し
交
通
整
理
な
ど
で
つ
ね
に
現
場
に



社会思想史研究　No. 42　2018

●　166

も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
は
、
多
元
主
義
と
承
認
を
必
要

と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ポ
ピ
ュ
リ

ス
ト
た
ち
は
、
対
立
を
際
だ
た
せ
る
こ
と
で
人
々
の
間
に
お
け
る
分
裂
を

強
め
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
敵
対
者
た
ち
を
「
人
民
の
敵
」
と
し
て

扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
の
敵
対
者
を
完
全
に
排
除
し
よ

う
と
す
る
か
ら
だ
。
デ
マ
ゴ
ー
グ
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
モ
ッ
ブ
、
権
威
主

義
体
制
に
従
順
な
盲
目
的
大
衆
と
し
て
の
マ
ッ
ス
は
、
自
由
民
主
主
義
が

お
お
よ
そ
依
拠
し
て
き
た
、
公
共
空
間
で
の
理
性
的
な
熟
議
と
い
っ
た
政

治
的
理
想
像
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
非
リ
ベ
ラ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
あ
る
い
は
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
で
は
な
い
政
治
た
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
ま
つ
わ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ

メ
ー
ジ
に
対
し
て
木
下
は
、
こ
の
二
〇
一
〇
年
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
過

去
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
多
様
性
を
担
保
で
き
て
い
る
と
主
張

す
る
こ
と
で
反
論
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
左
右

は
な
い
と
い
う
言
説
に
対
し
て
も
、
現
実
政
治
に
お
け
る
左
右
両
派
の
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
競
合
し
て
い
る
と
い
う
政
治
の
動
態
と
事
実
を
覆
い
隠
し

て
し
ま
う
と
指
摘
し
、
支
配
者
が
モ
ッ
ブ
に
襲
撃
さ
れ
る
と
い
う
上
下
の

対
立
で
は
な
く
、
左
右
の
対
立
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
だ
と
説
く
。

　

た
し
か
に
こ
れ
ま
で
政
治
学
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
反
エ
ス
タ
ブ

リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
実
際

に
先
の
ア
メ
リ
カ
の
選
挙
戦
で
も
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
典
型
と
さ
れ
た

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
を
論
評
し
た
初
期
の
言
説
の
多
く
は
、
忘
れ
去
ら

れ
、
見
捨
て
ら
れ
て
き
た
ラ
ス
ト
ベ
ル
ト
の
白
人
た
ち
の
不
満
や
怒
り
の

表
出
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
さ
に
、
特
定
の
ム
ー
ド
や
感
情
と
結
び

つ
け
ら
れ
、
そ
こ
に
デ
マ
ゴ
ー
グ
が
着
火
す
る
こ
と
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は

盛
り
上
が
る
と
い
う
説
明
の
典
型
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
反
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
批
判
は
、
近
年
の
日
本
の
文

脈
の
場
合
、
二
〇
一
一
年
の
原
発
事
故
時
に
見
ら
れ
た
エ
リ
ー
ト
パ
ニ
ッ

ク
に
伴
っ
て
の
エ
リ
ー
ト
批
判
は
あ
る
に
せ
よ
、
木
下
が
本
書
で
扱
っ
て

い
る
様
々
な
運
動
に
は
、
必
ず
し
も
エ
リ
ー
ト
批
判
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
の
文
脈
に
当
て
は
め
が
た
い
も
の
も
多
く
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
先
に
上
げ
た
ミ
ュ
ラ
ー
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
エ
リ
ー
ト

批
判
は
必
要
条
件
だ
と
し
た
上
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
公
準
に
つ
い
て
の

も
う
一
つ
の
条
件
と
し
て
、
反
多
元
主
義
を
掲
げ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
木
下
が
着
目
し
て
い
る
現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
い
ず
れ

も
ミ
ュ
ラ
ー
の
議
論
で
は
す
べ
て
説
明
で
き
な
い
側
面
を
持
っ
た
現
実
の

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
姿
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
は
、
日
本

の
三
・
一
一
以
後
の
運
動
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
善
戦

し
た
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
バ
ー
ニ
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
ろ
う
。
サ
ン
ダ
ー
ス
は
反
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
、
反
ウ
ォ
ー
ル

街
と
い
う
意
味
で
は
反
エ
リ
ー
ト
・
反
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
で
は

あ
っ
て
も
、
移
民
の
受
け
入
れ
や
L 

G 

B 

T 

Q
の
権
利
な
ど
を
全
面
に
打

ち
出
し
て
擁
護
す
る
政
策
案
か
ら
も
、
反
多
元
主
義
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
同
様
の
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
シ
リ
ザ
、
ス

ペ
イ
ン
の
パ
ブ
ロ
・
イ
グ
レ
シ
ア
ス
を
党
首
と
し
て
い
る
ポ
デ
モ
ス
、
そ

し
て
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
＝

リ
ュ
ッ
ク
・
メ
ラ
ン
シ
ョ
ン
率
い
る
左
翼
党

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
木
下
が
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
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お
そ
ら
く
今
日
の
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
多
く
は
、
国
民
皆
保
険
制
度

を
根
付
か
せ
よ
う
と
し
た
オ
バ
マ
ケ
ア
の
撤
廃
に
血
道
を
上
げ
、
最
大
規

模
の
大
企
業
減
税
に
踏
み
切
っ
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
政
策
な
ど
を
典
型

例
と
し
て
、
所
有
関
係
の
変
革
を
実
際
に
は
も
た
ら
さ
な
い
。
だ
が
、
右

派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
支
持
者
た
ち
は
ま
さ
か
自
分
た
ち
の
生
命
や
財
産
、

そ
し
て
諸
権
利
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
は
気
が
付
か
な
い
ま
ま
で
あ
り
、

ま
す
ま
す
疎
外
が
進
む
。

　

他
方
で
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
所
有
関
係
の
変
革
と
し
て
、
財
の
再
分

配
を
要
求
し
実
行
す
る
。
こ
の
一
部
の
特
権
層
か
ら
人
び
と
へ
と
所
有
関

係
の
変
更
を
求
め
る
か
否
か
は
、
基
本
的
な
本
来
の
上
下
か
つ
左
右
の
軸

な
の
で
あ
る
。
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
指
摘
の
と
お
り
所
有
関
係
が
二
十
世

紀
初
頭
以
前
の
、
一
部
特
権
層
へ
と
集
中
す
る
旧
来
の
分
布
へ
と
戻
り
つ

つ
あ
る
の
な
ら
ば
、
ふ
た
た
び
二
十
世
紀
初
頭
の
政
治
・
社
会
理
論
が
向

き
合
っ
て
き
た
現
実
に
対
す
る
分
析
へ
と
立
ち
返
り
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論

と
接
合
を
試
み
る
こ
と
に
も
一
定
の
有
効
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
抵
抗
の
年
で
あ
っ
た
二
〇
一
一
年
以
降
の
社
会
運
動
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
二
十
世
紀
初
頭
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
広
場
の

占
拠
」
が
S 

N 

S
を
通
じ
て
可
能
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
広
場
が
あ
る
国

で
は
広
場
へ
と
人
び
と
が
集
ま
る
よ
う
S 

N 

S
で
の
動
員
が
な
さ
れ
、
日

本
の
よ
う
に
大
正
時
代
後
期
以
降
に
人
び
と
が
集
ま
れ
る
広
場
が
事
実
上

な
く
な
っ
た
国
で
は
、
人
び
と
が
一
時
的
に
路
上
に
広
場
を
形
成
し
、
一

時
的
自
主
管
理
空
間
を
立
ち
上
げ
る
と
い
う
戦
術
が
と
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
現
象
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
し
て
後
期
近
代
の
到
来
と
と
も

に
先
進
諸
国
で
共
通
し
て
起
き
た
と
い
う
事
実
に
、
木
下
は
着
目
す
る
。

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
は
、
現
実
政
治
を
捉
え
る
上
で
極
め
て
有
用
性
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
左
右
と
上
下
と
い
う
言
説
の
前
者

を
強
調
す
る
と
、
や
は
り
本
来
の
上
下
対
立
が
見
え
な
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
も
あ
る
だ
ろ
う
。
左
右
の
対
立
は
当
然
と
し
て
、
上
下

対
立
も
や
は
り
重
要
で
は
な
い
の
か
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
上
下
へ
の
意

識
を
無
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
始
ま
り
世
界
中

へ
と
派
生
し
た
オ
キ
ュ
パ
イ
運
動
の
「
わ
れ
わ
れ
は
九
九
％
だ
」
と
い
う

言
説
が
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
上
下
左
右
の
軸
を
横
断
的
に
語
る
方
法
は
存
在
し
な
い
の
か

と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。や
や
遠
回
り
に
な
る
が
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』
に
お
け
る
、
所
有
関
係
の
変

革
に
か
ん
す
る
議
論
か
ら
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
上
下
左
右
の
軸
を

再
定
義
す
る
こ
と
は
現
代
で
も
有
効
だ
ろ
う
。
平
等
意
識
の
進
展
を
民
主

主
義
と
し
て
捉
え
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
二
十
世
紀
前
半
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
大
衆
は
、
現
在
の
所
有
関
係
の
変
革
を
せ
ま
っ
て
い
る
が
、
対
す
る

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
所
有
関
係
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
大
衆
を
組
織
す
る
運
動
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
、
大
衆
に
ガ
ス
抜
き

的
な
形
で
表
現
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
、
大
衆
の
平
等
や
人
並
み
の
生

活
を
求
め
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
と
絶
対
に
同
一
で
は
な
い
限
り
に
お
い

て
、
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
所
有
関
係
の

変
革
を
要
求
し
て
い
る
大
衆
に
た
い
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
現
在
の
所
有

関
係
に
お
け
る
上
下
を
温
存
さ
せ
た
ま
ま
発
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
で

あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
情
報
通
信
技
術
の
進
展
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
た
人
び
と

が
、
古
臭
く
な
っ
た
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
刷
新
を
試
み
て
い
る
点
こ
そ

が
、
二
〇
一
〇
年
代
の
政
治
の
姿
だ
と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
S 

N 

S

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
抵
抗
は
他
で
も
な
い
先
進
諸
国
の
外
側
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
た
め
、
木
下
が
先
進
諸
国
の
後
期
近
代
に
限
定
す
る
理
由
は

な
く
、
む
し
ろ
近
代
化
の
過
程
を
飛
ば
し
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
平
面
に
こ

の
二
〇
一
〇
年
代
は
立
ち
つ
く
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
二
〇
一
〇
年
代
、
い
わ
ゆ
る
イ
チ
ゼ
ロ
年
代
の
抵
抗
は
、
他
の
時

代
と
は
ど
う
違
う
の
か
。
木
下
は
六
〇
年
安
保
評
価
を
通
じ
て
、
二
〇
一

〇
年
代
と
の
差
異
を
論
じ
て
い
る
。
六
〇
年
安
保
を
か
つ
て
竹
内
好
は
「
国

民
運
動
」
と
名
付
け
た
が
、
ま
さ
に
安
保
闘
争
は
職
場
、
学
園
な
ど
の
場

に
お
け
る
強
力
な
組
織
的
基
盤
の
上
に
展
開
さ
れ
た
大
衆
運
動
だ
っ
た
。

そ
れ
と
と
と
も
に
、
久
野
収
が
述
べ
た
通
り
「
動
学
的
、
運
動
的
な
情
緒

共
同
体
の
形
成
」
と
い
う
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
要
素
も
多
分
に
含
ん
で
い

た
と
木
下
は
説
く
。
高
度
経
済
成
長
に
伴
う
社
会
経
済
的
な
大
変
動
と
い

う
民
主
主
義
の
危
機
に
あ
っ
て
、
六
〇
年
安
保
で
は
、
革
新
勢
力
の
側
か

ら
新
た
な
民
主
的
参
加
の
回
路
を
開
く
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
政
治
の
モ
デ
ル

が
提
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

だ
が
、こ
の
「
情
緒
共
同
体
」
は
、「
日
本
型
企
業
社
会
」
の
成
立
に
よ
っ

て
情
緒
の
安
定
化
が
図
ら
れ
、
一
九
六
八
年
を
前
後
し
て
の
「
デ
モ
の
季

節
」
の
再
来
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
勢
い
を
失
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
「
キ
ャ

ン
パ
ス
の
運
動
」
は
八
〇
年
代
以
降
の
資
本
の
包
摂
に
よ
り
衰
退
し
た
の

だ
っ
た
。

　

抵
抗
の
契
機
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
中
で
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
「
新

し
い
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
と
共
振
す
る
形
で
、
三
・
一
一
以
後
の
社
会
運
動
が

立
ち
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
特
徴
は
、
政
治
的
背
景
と
し
て
保
守
・
革
新

双
方
の
権
威
の
衰
退
、
文
化
資
本
と
社
会
的
地
位
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
著
し
い

中
産
階
級
か
ら
疎
外
さ
れ
た
新
た
な
階
層
の
「
知
的
な
主
体
」
と
し
て
の

出
現
、
そ
し
て
「
原
子
力
ム
ラ
」
な
ど
の
よ
う
な
明
白
な
敵
の
存
在
に
よ

る
敵
対
性
の
顕
在
化
、
そ
し
て
主
導
権
を
握
る
個
人
や
組
織
を
作
ら
な
い

集
団
形
成
と
自
発
性
と
い
う
四
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
S 

N 

S
上
や
現

実
の
会
議
の
中
で
、
実
践
を
行
う
水
平
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
・
発

展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
を
動
か
す
こ
と
や
結
果
重
視
の
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
支
配
的
に
な
る
中
で
、
八
〇
年
代
ま
で
の
論
壇
文
化
を

再
生
産
す
る
こ
と
で
生
き
長
ら
え
て
き
た
、
ゼ
ロ
年
代
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
系
の
シ
ニ
カ
ル
な
批
評
性
や
高
等
な
理
論
的
な
立
ち
位
置
に
固
執
す
る

「
知
識
人
」
の
影
響
力
と
発
言
権
は
、
次
第
に
凋
落
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
実
践
の
蓄
積
か
ら
、
反
原
発
と
い
う
課
題
に
限
定
さ
れ

な
い
緩
や
か
な
運
動
の
「
器
」
の
よ
う
な
も
の
が
作
り
出
さ
れ
、
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
反
レ
イ
シ
ズ
ム
運
動
等
へ
と
、
各
地
の
自
治
体
と
市
民
組
織
を
巻

き
込
ん
で
伝
播
し
、
こ
れ
が
二
〇
一
〇
年
代
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

世
界
の
「
新
し
い
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
と
共
振
し
た
日
本
の
抵
抗
的
社
会
運

動
が
そ
の
民
衆
性
を
回
復
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
を
肯
定
的
に
論
じ
る
こ
と
で
、
本
書
は
イ
チ
ゼ
ロ
年
代
の
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
運
動
を
そ
の
担
い
手
の
立
場
か
ら
描
写
し
て
い
る
。
木
下
に
よ
れ
ば

こ
れ
ら
は
ま
だ
胎
動
に
す
ぎ
ず
、
現
代
の
様
々
な
権
威
が
衰
退
す
る
中
で

の
政
治
社
会
的
空
白
が
広
大
で
あ
る
な
か
、
そ
の
空
白
を
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
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書
評　

『
精
神
の
革
命
―
―
急
進
的
啓
蒙
と
近
代
民
主
主
義
の
知
的
起
源

』

（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
イ
ス
ラ
エ
ル
著
、
森
村
敏
己
訳
、 

 

み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
）

川
出
良
枝

　

本
書
は
啓
蒙
三
部
作
と
も
呼
ば
れ
る
大
著
（Radical Enlightenm

ent, 

2001; Enlightenm
ent C

ontested, 2006; D
em

ocratic Enlightenm
ent, 2011

）
を
通

し
て
「
急
進
的
啓
蒙
」
と
い
う
概
念
を
前
面
に
押
し
出
し
、
論
争
を
巻
き

起
こ
し
て
い
る
著
者
が
二
〇
一
〇
年
に
刊
行
し
た
、
い
わ
ば
三
部
作
（
特

に
三
番
目
の
そ
れ
）
の
縮
約
版
の
性
格
を
も
つ
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
研
究

ズ
ム
が
占
め
て
い
く
可
能
性
は
つ
ね
に
大
き
く
開
か
れ
て
お
り
、
現
実
に

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
イ
ギ
リ
ス
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
方
向

へ
と
舵
を
切
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
潮
流
に
対
し
て
、
「
新
し

い
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
の
モ
メ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
新
た
な
社
会
構
想
と
な
る

か
は
開
か
れ
た
問
い
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
陣
地
戦
に
お
い
て

右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
歯
止
め
を
か
け
る
の
は
他
で
も
な
い
、
民
主
主
義

の
担
い
手
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
本
書
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。

 

（
ご
の
い
・
い
く
お
／
政
治
学
・
国
際
関
係
論
）
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そ
の
運
動
は
、
既
存
の
社
会
階
層
秩
序
を
全
面
的
に
改
革
す
る
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
、
漸
進
的
で
保
守
的
な
改
革
を
求
め
る
穏
健
な
啓
蒙
と
の
間

に
相
容
れ
な
い
対
立
を
惹
起
し
た
（
四
〇
頁
）
。
両
陣
営
の
抜
き
差
し
な

ら
な
い
対
立
が
、
民
主
主
義
（
社
会
階
層
）
、
平
等
（
不
平
等
）
、
平
和
（
戦
争
）
、

道
徳
哲
学
を
め
ぐ
る
論
争
に
投
影
さ
れ
、
最
後
に
、
穏
健
派
の
巨
頭
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
最
後
の
抵
抗
を
行
い
、
敗
北
を
喫
し
た
様

が
叙
述
さ
れ
る
。
結
論
で
は
、
急
進
的
啓
蒙
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
家
に
与
え

た
影
響
が
瞥
見
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
恐
怖
政
治
は
ル
ソ
ー
主
義
の
影
響
下

に
あ
る
と
し
、
急
進
的
啓
蒙
と
は
無
関
係
だ
と
さ
れ
る
。

　

本
書
と
三
部
作
が
惹
起
し
た
論
争
の
中
で
も
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

急
進
派
と
穏
健
派
と
い
う
二
分
法
の
可
否
で
あ
る
。
思
想
史
叙
述
に
お
い

て
、
対
立
す
る
二
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
設
け
る
例
は
少
な
く
な
い
（
「
徳

の
言
語
」
対
「
権
利
の
言
語
」
な
ど
）
。
二
項
対
立
図
式
は
、
個
々
の
思
想

家
や
言
説
の
微
妙
な
差
異
を
切
り
捨
て
が
ち
で
あ
る
が
、
顕
在
化
し
な

か
っ
た
争
点
を
発
掘
し
、
思
想
史
の
見
方
を
刷
新
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
発
す
る
形
而
上
学
的
な
一
元
論
の
長
期
的
な
波
及
の
経
緯
を

追
う
と
い
う
著
者
の
骨
太
の
構
想
は
思
想
史
の
一
つ
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
著
者
の
二
分
法
は
中
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
仕
分
け
」
あ

る
い
は
「
等
級
付
け
」
の
性
格
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
啓
蒙
と
い
う
著
者

の
考
え
る
偉
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
―
著
者
は
啓
蒙
を
哲
学
や
科
学
に
よ

り
人
類
の
改
善
を
め
ざ
す
思
想
と
捉
え
て
い
る
―
―
を
い
か
に
正
し
く
理

解
し
て
い
る
か
否
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
合
格
・
不
合
格
が
決
定
さ

れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
仕
分
け
が
引
用
箇
所
の
選
択
な
ど
の
点
で
相

当
恣
意
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
専
門
家
に
は
す
ぐ
見
抜
か
れ
る
。
好

を
牽
引
す
る
森
村
敏
己
が
翻
訳
の
労
を
と
っ
た
こ
と
は
本
書
に
と
っ
て
僥

倖
で
あ
る
。
読
者
を
引
き
込
む
著
者
の
筆
力
に
は
定
評
が
あ
る
が
、
そ
れ

を
見
事
に
伝
え
る
正
確
な
訳
文
で
あ
る
。
訳
者
は
、
著
者
の
主
張
に
「
全

面
的
に
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
議
論
に

値
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
翻
訳
し
た
と
す
る
。
巻
末
の
訳

者
解
説
は
、
三
部
作
の
背
景
と
そ
れ
が
巻
き
起
こ
し
た
論
争
の
帰
趨
を
綿

密
に
論
じ
て
お
り
、
独
立
し
た
価
値
が
あ
る
。

　

本
書
は
、
啓
蒙
と
い
う
思
想
潮
流
を
「
急
進
的
啓
蒙
」
と
「
穏
健
な
啓

蒙
」
の
二
つ
に
分
け
、
当
初
傍
流
の
位
置
に
あ
っ
た
前
者
が
十
八
世
紀
後

半
に
な
る
と
各
国
で
主
導
権
を
握
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
の
平
等
主
義
的

で
民
主
主
義
的
な
価
値
を
基
礎
付
け
、
ひ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う

政
治
行
動
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
経
緯
を
叙
述
す
る
。
で
は
、
著
者

が
各
思
想
家
を
二
つ
の
啓
蒙
陣
営
に
分
け
る
基
準
と
は
何
か
。
前
者
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
発
す
る
単
一
実
体
説
、
お
よ
び
そ
れ
に
由
来
す
る
唯
物
論
的
・

決
定
論
的
形
而
上
学
を
奉
じ
る
論
者
か
ら
な
る
。
無
神
論
的
傾
向
を
示
す

（
と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
解
釈
す
る
）
思
想
家
（
デ
ィ
ド
ロ
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ド

ル
バ
ッ
ク
、
ペ
イ
ン
等
）
は
、
急
進
的
啓
蒙
の
特
等
席
を
占
め
る
。
後
者
は

典
型
的
に
は
理
神
論
を
奉
じ
る
論
者
で
、
彼
ら
は
二
つ
の
実
体
を
想
定
す

る
二
元
論
を
払
拭
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
二
六
頁
）
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー

ル
や
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
代
表
例
だ
が
、
他
に
、
ル
ソ
ー
、
テ
ュ
ル
ゴ
ー
、

ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
等
が
含
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
哲
学
的
・
形
而
上
学
的

立
場
の
急
進
性
の
み
な
ら
ず
、
著
者
の
考
え
る
急
進
的
啓
蒙
は
政
治
的
に

も
急
進
的
で
、
民
主
主
義
・
人
種
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
間
の
平
等
・
個
人
の
自

由
・
思
想
信
条
の
自
由
・
政
教
分
離
等
を
基
本
原
理
と
す
る
（
四
頁
）
。
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組
み
か
ら
は
無
残
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
分
の
土
俵
で

相
撲
を
取
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
不
当
な
扱
い
は
、
十
把
一
絡
げ
に

「
穏
健
派
」
に
仕
分
け
さ
れ
た
論
者
に
と
っ
て
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
。

二
十
世
紀
後
半
以
降
の
十
八
世
紀
研
究
の
成
果
の
一
つ
に
、
こ
う
し
た
多

様
な
水
脈
の
発
掘
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
「
急
進
派
」
中
心
の

本
書
が
ど
う
し
て
も
古
色
蒼
然
と
し
た
も
の
に
見
え
て
く
る
。

　

次
に
著
者
の
思
想
史
の
方
法
論
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
特
徴
は
、
現
実

の
政
治
運
動
と
思
想
の
連
関
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
勃
発
と
進
行
に
際
し
て
、
最

も
力
を
発
揮
し
た
要
因
が
急
進
的
啓
蒙
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
と
副
題
が
如

実
に
示
す
よ
う
に
、
急
進
的
啓
蒙
は
、
「
精
神
の
革
命
」
で
あ
り
、
「
近
代

民
主
主
義
の
知
的
起
源
」
で
あ
る
。
本
書
の
前
提
は
、
単
に
思
想
が
世
界

を
動
か
す
、
と
い
う
次
元
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
歴
史
と
は
、
普
遍
的
価
値

を
も
つ
思
想
が
一
歩
一
歩
現
実
化
す
る
進
歩
の
過
程
で
あ
る
。
こ
う
し
た

見
方
は
か
つ
て
、
ホ
イ
ッ
グ
史
観
と
揶
揄
さ
れ
た
方
法
論
と
酷
似
し
て
お

り
、
こ
の
点
に
も
批
判
が
集
中
す
る
。
思
想
が
歴
史
過
程
に
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
影
響
の
証
明
は
そ
う
簡
単
な
も
の
で

は
な
い
。
影
響
や
伝
播
の
過
程
に
つ
い
て
の
地
道
な
実
証
研
究
、
近
年
飛

躍
的
に
成
果
を
あ
げ
た
文
化
史
の
手
法
の
導
入
な
ど
、
よ
り
厳
格
な
方
法

を
模
索
し
て
き
た
思
想
史
家
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
先
祖
返
り
は
納
得

の
い
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
（
詳
細
は
訳
者
解
説
を
参
照
）
。
た
だ
し
、
本

書
で
は
な
く
、
三
部
作
に
つ
い
て
は
、
思
い
切
っ
た
単
純
化
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
オ
ラ
ン
ダ
や
英
仏
独
伊
の
み
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
や
南
北
ア
メ
リ

カ
、
さ
ら
に
は
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
に
至
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
啓
蒙
の
運
動

悪
を
明
確
に
表
明
す
る
著
者
の
挑
発
的
な
記
述
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
果
た

し
て
あ
る
思
想
家
が
ど
ち
ら
に
入
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
異
論
が
噴
出
す
る

結
果
と
な
る
。

　

だ
が
、
そ
も
そ
も
仕
分
け
の
基
準
と
な
る
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
る

も
の
を
想
定
す
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
必
ず

し
も
著
者
の
仕
事
に
限
ら
れ
る
話
で
は
な
い
が
、
「
啓
蒙
」
な
る
概
念
が

（
「
啓
蒙
の
世
紀
」
と
い
っ
た
慣
用
的
な
時
代
区
分
と
し
て
の
使
用
は
別
と
し
て
）

無
反
省
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
書
評
者
は
か
ね
て
よ
り
疑
問
を
抱
い
て
き

た
。
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
のAufklärung

は
別
と
し
て
、「
啓
蒙
」

と
い
う
意
味
のLum

ières

やEnlightenm
ent

は
十
九
世
紀
に
確
立
し
た

用
法
で
、
そ
れ
以
前
は
前
者
の
場
合
、
単
に
知
性
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
は
、eclairé
と
い
う
「
光
に
よ
っ
て
照
ら

さ
れ
る
」
と
い
う
形
容
形
を
好
ん
で
用
い
る
論
者
が
存
在
し
た
。
だ
が
、

こ
の
語
は
、
元
々
は
神
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
宗
教
的
意
味
で
使
用

さ
れ
、
転
じ
て
理
性
や
哲
学
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
蒙
を
啓
か
れ
る
と
い
う

意
味
内
容
を
も
つ
に
至
っ
た
。
基
本
的
に
は
文
脈
に
依
存
す
る
多
義
的
な

語
で
あ
る
。
こ
の
時
代
（
著
者
の
三
部
作
の
範
囲
は
一
六
五
〇
年
代
か
ら
一
七

八
〇
年
代
）
に
、
理
性
や
哲
学
や
科
学
、
あ
る
い
は
、
洗
練
（refinem

ent
）

や
文
明
や
進
歩
（progrès

）
と
い
っ
た
「
啓
蒙
」
と
関
連
の
あ
り
そ
う
な

概
念
に
期
待
を
か
け
た
論
者
が
台
頭
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
内
実
は
実
に
多
様
で
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
の
程
度
に
も
各

論
者
の
間
に
温
度
差
が
あ
る
。
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
こ
れ
ら
と
は
異

な
る
問
題
や
概
念
―
―
例
を
あ
げ
れ
ば
自
由
・
幸
福
・
自
然
・
富
、
あ
る

い
は
古
代
の
共
和
政
―
―
に
関
心
を
寄
せ
た
数
多
の
思
想
は
、
著
者
の
枠
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学
的
な
急
進
主
義
が
政
治
的
な
急
進
主
義
と
論
理
的
に
一
体
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
本
書
が
説
得
的
に
示
し
得
た
と
は
言
い
難
い
。
ル
ソ
ー
評
価
に

際
し
て
は
、
彼
の
宗
教
的
立
場
が
急
進
的
で
な
か
っ
た
と
い
う
要
素
に
拘

泥
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
政
治
論
の
急
進
性
を
頑
な
に
認
め
な
い
と
い
う
無

理
な
叙
述
を
生
み
出
す
。
ド
ル
バ
ッ
ク
の
政
治
論
に
対
す
る
突
出
し
て
高

い
評
価
は
そ
れ
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
。
ド
ル
バ
ッ
ク
が
徹
底
し
た
唯
物

論
者
で
無
神
論
者
で
あ
る
こ
と
は
認
め
よ
う
。
ル
ソ
ー
の
古
代
共
和
政
賛

美
を
批
判
し
、
古
代
を
迷
信
と
野
蛮
の
時
代
と
断
罪
し
た
「
近
代
派
」
に

し
て
封
建
的
特
権
の
過
激
な
批
判
者
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
が
、
平
等
と
民
主
主
義
の
旗
手
で
あ
る
か
の
よ
う
な
叙
述
は
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
の
随
所
で
発
見
さ
れ
る
不
平
等
の
擁
護
や
民
主
政
（
主
と

し
て
古
代
の
そ
れ
）
へ
の
批
判
を
知
る
者
に
は
簡
単
に
納
得
の
い
く
も
の

で
は
な
い
。
二
つ
例
を
挙
げ
よ
う
。
市
民
間
の
平
等
な
る
も
の
は
、
「
わ

れ
わ
れ
の
本
性
（
自
然
）
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
。
本
性
（
自
然
）
は
、

人
間
を
身
体
的
、
精
神
的
な
能
力
と
い
う
点
で
不
平
等
な
も
の
と
し
た
か

ら
で
あ
る
」
（Systèm

e sociale, II, ch. 3

）
。
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
側
面
を

著
者
が
完
全
に
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
九
九
頁
）
。
だ
が
、
ド
ル

バ
ッ
ク
の
論
理
は
、
著
者
が
誘
導
し
よ
う
と
し
て
い
る
方
向
と
は
逆
、
す

な
わ
ち
、
封
建
的
特
権
で
は
な
く
、
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
が
生
み
出

す
不
平
等
は
人
間
の
本
性
に
か
な
う
と
し
て
こ
れ
を
積
極
的
に
擁
護
す
る

も
の
で
は
な
い
の
か
。
彼
は
こ
う
も
言
う
。
「
絶
対
権
力
は
、
あ
ま
た
の

悪
し
き
君
公
た
ち
が
し
ば
し
ば
乱
用
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
公
平
な
君
主

が
手
に
す
れ
ば
、
不
公
正
な
試
み
や
陰
謀
を
打
破
す
る
の
に
必
要
な
武
器

と
な
る
」
（Éthocratie 

序
文
）
。
な
る
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
の
王
政
に
（
非
土
地
所

を
描
き
出
す
と
い
う
野
心
的
試
み
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
側
面
は
あ
る
。

　

本
書
の
方
法
論
に
対
し
て
は
、
政
治
思
想
史
を
専
門
と
す
る
書
評
者
は
、

そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
理
念
に
偏
重
し
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
印
象
も
も
つ
。

民
主
主
義
、
寛
容
、
自
由
、
平
等
、
平
和
は
、
確
か
に
重
要
な
理
念
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
政
治
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
そ
れ
ら
を
具
体
的
制
度
の

中
で
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
点
、
ま
た
、
制
度
や
政
策
が

結
果
と
し
て
ど
れ
だ
け
理
念
の
実
現
を
達
成
し
た
か
を
検
証
す
る
点
に
あ

る
。
著
者
が
急
進
的
啓
蒙
に
分
類
す
る
論
者
の
多
く
は
、
端
的
に
述
べ
て
、

政
治
思
想
史
に
お
い
て
は
マ
イ
ナ
ー
・
ポ
エ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は

単
純
で
、
彼
ら
は
修
正
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
も
今
も
な
お
継
承
さ
れ
て
い

る
近
代
民
主
主
義
の
制
度
や
政
策
に
つ
い
て
基
幹
的
な
提
言
を
行
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
啓
蒙
の
平
和
主
義
が
論
じ
ら
れ
て

も
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
に
よ
る
平
和
の
た
め
の
制
度
構
想
は
ユ
ー
ト
ピ
ア

思
想
家
の
「
想
像
」
と
い
う
不
当
に
軽
い
扱
い
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
継

承
し
た
カ
ン
ト
の
平
和
論
も
君
主
権
の
温
存
と
い
う
要
素
ゆ
え
に
中
途
半

端
と
断
罪
さ
れ
る
（
一
二
六
―
一
二
七
頁
）
。
だ
が
、
迷
信
と
君
主
政
を
打

倒
す
れ
ば
平
和
が
訪
れ
る
と
い
う
急
進
派
の
主
張
に
ど
れ
だ
け
の
実
現
可

能
性
が
あ
る
の
か
。
制
度
や
政
策
へ
の
無
関
心
が
、
精
神
の
革
命
が
近
代

民
主
主
義
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
本
書
の
基
本
命
題
に
物
足
り
な
さ
を
覚

え
る
一
因
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
結
局
、
著
者
の
真
の
課
題
と
思
想
史
研
究
へ
の
貢
献
は
哲
学

的
急
進
主
義
の
台
頭
・
発
展
・
普
及
の
解
明
と
い
う
部
分
に
あ
り
、
政
治

的
急
進
主
義
（
著
者
に
と
っ
て
は
、
近
代
民
主
主
義
の
完
全
な
実
現
を
め
ざ
す

立
場
）
の
そ
れ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
。
哲
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書
評　

『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー 

 
 

―
―
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
歴
史
的
想
像
力

』

（
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
著
、
岩
崎
稔
監
訳
、 

 

作
品
社
、
二
〇
一
七
年
）

梅
川
佳
子

は
じ
め
に

　

『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
は
「
単
に
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
偉
大
な
作

有
者
を
排
除
す
る
）
制
限
選
挙
に
よ
る
議
会
を
導
入
す
べ
き
だ
と
示
唆
す

る
な
ど
（Systèm

e sociale, II, ch. 4

）
、
ド
ル
バ
ッ
ク
は
必
ず
し
も
単
純
な
絶

対
王
政
支
持
者
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
加
味
し
た
と
し
て
も
、
政
治

的
に
は
穏
健
な
改
革
者
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
的
平
等

を
前
提
に
、
文
明
が
も
た
ら
し
た
不
平
等
を
厳
し
く
糾
弾
し
、
市
民
が
自

ら
主
権
を
行
使
す
る
直
接
民
主
政
で
な
け
れ
ば
専
制
は
阻
止
し
得
な
い
と

訴
え
た
ル
ソ
ー
と
比
べ
て
、
ど
ち
ら
が
平
等
主
義
的
・
民
主
的
で
あ
っ
た

か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
並
ん
で
ベ
ー
ル
も
急
進
的
啓
蒙
の
最
も
重
要
な
人

物
と
さ
れ
る
が
（
二
三
一
―
二
三
二
頁
）
、
そ
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
断
定
は
、

理
性
と
信
仰
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
自
律
性
を
認
め
た
ベ
ー
ル
の
二
元
的

思
考
や
新
旧
両
教
徒
の
過
激
な
主
張
の
間
に
立
っ
て
節
度
を
求
め
続
け
た

彼
の
寛
容
論
の
意
義
を
切
り
捨
て
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ベ
ー
ル
に
つ
い
て

著
者
自
身
か
つ
て
も
う
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
む
論
文
（“Pierre Bayle ’s 

Political Th
ought ”

）
も
発
表
し
て
い
た
だ
け
に
、
本
書
に
お
け
る
ベ
ー
ル

像
の
平
板
化
は
惜
し
ま
れ
る
。

　

本
書
の
価
値
は
、
不
屈
の
批
判
精
神
が
よ
り
良
き
社
会
を
め
ざ
す
た
め

に
い
か
に
重
要
な
貢
献
を
な
し
て
き
た
か
を
鮮
や
か
に
示
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
お
さ
ら
、
急
進
的
啓
蒙
の
ド
グ
マ
化
の

き
ざ
し
に
は
最
大
限
の
警
戒
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 

（
か
わ
で
・
よ
し
え
／
政
治
思
想
史
）
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け
に
議
論
を
限
」
り
、
各
章
に
お
い
て
、
歴
史
家
で
は
ミ
シ
ュ
レ
、
ラ
ン

ケ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
を
取
り
上
げ
、
歴
史
哲
学
者
で
は
ヘ
ー

ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
考
様
式
を
分
析
し
て

い
る
。

　

そ
の
分
析
を
行
う
際
の
ホ
ワ
イ
ト
の
歴
史
哲
学
は
「
ア
メ
リ
カ
の
マ
ル

ク
ス
主
義
、
実
存
主
義
、
お
よ
び
構
造
主
義
で
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
ハ
ー

マ
ン
・
ポ
ー
ルH

erm
an Paul

に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（H

erm
an 

Paul, H
ayden W

hite: Th
e H

istorical Im
agination, C

am
bridge, Polity Press, 2011, 

p. 12

）
。
こ
の
点
は
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
三
要
素
に
つ
い
て
順
に
見
な
が
ら
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
内
容

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ア
メ
リ
カ
の
マ
ル
ク
ス
主
義

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
の
は
、
具

体
的
に
は
、
個
人
主
義
を
可
能
に
す
る
社
会
的
条
件
を
整
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
単
に
社
会
条
件
整
備
の

み
な
ら
ず
政
治
的
な
民
主
主
義
に
も
強
い
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
一
九
六

〇
年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
の
署
名
も
し
て
い

る
（H

erm
an Paul,  Ibid., p. 51

）
。

　

ホ
ワ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
「
歴
史
研
究
を
科
学
的
に
変
容
さ

せ
よ
う
と
す
る
十
九
世
紀
の
格
闘
の
、
も
っ
と
も
首
尾
一
貫
し
た
実
例
」

で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
「
歴
史
意
識
と
歴
史
的
実
存
の
現
実
的
形
態
と
の

あ
い
だ
の
関
係
を
分
析
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
徹
底
し
た
努
力
を
払
っ

品
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
、
歴
史
哲
学
の
分
野

で
出
版
さ
れ
た
最
も
重
要
な
著
作
で
あ
る
」（R

.F. Ankersm
it, “A Plea for a 

C
ognitivist A

pproach to W
hite ’s Tropology ”, in R

obert D
oran (ed.), 

Philosophy of H
istory After H

ayden W
hite,  London, Bloom

sbury Academ
ic, 

2013, p. 47

）
。
こ
の
よ
う
に
R
・
F
・
ア
ン
カ
ー
ス
ミ
ッ
ト
R
・
F
・

Ankersm
it

に
よ
っ
て
評
さ
れ
る
本
書
の
邦
訳
が
、
岩
崎
稔
氏
ら
に
よ
っ

て
つ
い
に
達
成
さ
れ
た
。
四
〇
年
以
上
も
重
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
日
本
語

で
読
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
作
品
を
、
見
事
な
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た

訳
者
に
感
謝
し
た
い
。

　

ホ
ワ
イ
ト
は
、
「
歴
史
と
は
、
実
在
の
痕
跡
で
あ
る
史
資
料
を
発
見
し
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
だ
と
い
う
素
朴
実
証
主
義
の
理
解
」
に

疑
問
を
呈
し
、
歴
史
叙
述
に
お
け
る
「
『
構
成
す
る
』
と
い
う
契
機
」
こ

そ
を
「
全
面
に
引
き
出
」
し
、
「
主
題
化
」
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ホ
ワ

イ
ト
は
、
史
資
料
を
基
礎
と
し
た
実
証
主
義
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
叙
述
が
そ
の
な
か
に
本
格
的
な
歴
史
哲
学
の
要
素

を
内
包
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
邦
訳
六
五
一
頁
・
原
著p. 428

）
。

彼
に
と
っ
て
「
同
時
に
『
歴
史
哲
学
』
で
な
い
よ
う
な
『
歴
史
学
』
な
ど

は
存
在
し
な
い
」
（
四
四
頁
・p. xxxi

）
の
で
あ
る
。

　

ホ
ワ
イ
ト
の
関
心
は
「
歴
史
叙
述
と
歴
史
哲
学
の
両
方
を
含
ん
だ
メ
タ

ヒ
ス
ト
リ
ー
を
論
じ
る
こ
と
」
に
あ
る
（
〔
日
本
語
版
序
文
〕
九
頁
）
。
本
書

は
「
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
意
識
の
歴
史
」
で
あ
り
、
「
『
歴
史
学

的
』
と
呼
ば
れ
る
思
考
様
式
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
の
か
と
い
う
一

般
理
論
も
同
時
に
提
示
し
て
い
る
」
（
四
九
頁
・p. 1

）
。
そ
の
際
に
本
書
は
、

「
誰
が
見
て
も
古
典
と
言
え
る
作
品
を
遺
し
た
歴
史
家
や
哲
学
者
た
ち
だ
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ス
ト
リ
ー
』
を
書
く
以
前
の
一
九
六
六
年
の
論
文
「
歴
史
の
重
荷
」
に
お

い
て
述
べ
て
い
る
。
「
現
代
に
お
け
る
歴
史
家
の
責
務 the burden of the 

historian

」
は
、
「
歴
史
と
い
う
重
荷 the burden of history 

か
ら
現
在

を
解
放
す
る
仕
事
」
に
、わ
た
し
た
ち
が
「
参
加
す
る
の
を
可
能
に
す
る
」

こ

と

で

あ

る
（H

ayden V. W
hite, “Th

e Burden of H
istory ”, H

istory and 

Th
eory, vol. 5, no. 2, 1966, p. 124

）
。

　

わ
た
し
た
ち
の
参
加
と
は
、
現
在
と
将
来
に
つ
い
て
の
実
存
的
な
選
択

で
あ
る
。
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
わ
た
し
た
ち

の
将
来
に
は
「
複
数
の
異
な
っ
た
あ
り
方
が
可
能
」
（
四
四
七
頁
・p. 

238

）
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
が
「
競
合
し
あ
う
解
釈
戦
略
の
う
ち
か
ら

ど
れ
か
を
選
択
す
る
」
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
（
四

四
頁
・p. xxxi

）
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
本
書
が
、
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
を
読
者

に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
過
去
や
歴
史
に
対
し
て
自
分
が
ど
の
よ
う
な

関
係
を
持
つ
か
を
説
明
す
る
有
益
な
手
が
か
り
に
な
る
」
（
〔
日
本
語
版
序

文
〕
一
一
頁
）
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

構
造
主
義
的
喩
法
理
論

　

ホ
ワ
イ
ト
は
、
歴
史
に
対
す
る
既
存
の
実
証
主
義
的
な
方
法
に
あ
き
た

ら
ず
、
歴
史
の
書
き
方
そ
れ
自
体
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
言
語
論

的
構
造
主
義
に
も
と
づ
く
喩
法
に
行
き
つ
く
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
歴
史
学
お

よ
び
歴
史
哲
学
の
著
作
を
「
散
文
体
の
物
語
的
言
説
と
い
う
形
式
を
と
っ

た
言
語
に
よ
る
構
築
物
」
で
あ
る
と
み
な
す
。
歴
史
学
の
著
作
に
お
け
る

「
深
層
の
構
造
的
内
容
」
は
、
「
詩
的
性
質
、
と
く
に
言
語
論
的
性
質
を
帯

た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
」
（
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
・p. 39

）
。
ホ
ワ
イ
ト
に
よ

れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
「
社
会
変
革
の
予
言
者
」
で
あ
り
、
「
そ
も
そ
も
歴

史
的
意
識
を
獲
得
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
人
間
解
放
の
手
段
で
あ
る
と

理
解
し
た
」
。
マ
ル
ク
ス
が
言
お
う
と
し
て
い
た
の
は
、
人
間
が
「
世
界

を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
唯
一
の
試
金
石
」
は
、
「
そ
の

世
界
を
変
革
す
る
力
」
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て

「
学
問
と
は
、
知
を
変
革
す
る
こ
と
」で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
に
お
け
る
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
手
段
こ
そ
が
自
分
の
歴
史

理
論
な
の
だ
と
考
え
た
」
の
で
あ
る
（
四
四
八
頁
・pp. 284-285

）
。

実
存
主
義
的
な
傾
向

　

右
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
個
人
主
義
に
連
続
す
る
の
が
実
存
主
義
で
あ
り
、

ホ
ワ
イ
ト
は
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ルJean-Paul Sartre 

な
ど
の
影

響
を
受
け
て
い
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
ド
ラ
ンRobert D

oran
に
よ
れ
ば
、

ホ
ワ
イ
ト
は
「
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
将
来
を
選
択
す
る
の
と
同

じ
よ
う
に
、
過
去
を
選
択
す
る
」
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、「
歴
史
的
な
過
去
」

は
「
神
話
」
に
さ
れ
た
り
「
嘘
」
に
さ
れ
た
り
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
実

存
的
選
択
を
「
回
想
的
に
合
理
化
す
る
」
（Robert D

oran, “C
hoosing the 

Past: H
ayden W

hite and the Philosophy of H
istory ”, Robert D

oran

（ed.

）, 
Philosophy of H

istory After H
ayden W

hite, London, Bloom
sbury Academ

ic, 

2013, p. 11

）
。

　

そ
こ
で
、
い
っ
た
ん
歴
史
と
し
て
定
着
し
た
知
識
は
、
わ
た
し
た
ち
の

選
択
を
拘
束
し
、
重
荷
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
『
メ
タ
ヒ
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ア
リ
ズ
ム
」
が
生
み
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
お
け
る
第
三
の
時

代
に
お
い
て
は
、
歴
史
学
が
主
張
す
る
「
客
観
性
」
や
「
科
学
性
」
や
「
リ

ア
リ
ズ
ム
」
に
対
す
る
信
頼
が
掘
り
崩
さ
れ
、
ふ
た
た
び
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

思
考
様
式
が
優
勢
と
な
る
（
一
〇
六
―
一
〇
八
頁
・pp. 38-40

）
。

　

こ
の
よ
う
に
ホ
ワ
イ
ト
は
、
十
九
世
紀
の
歴
史
的
思
考
の
歴
史
が
「
完

全
な
循
環
を
描
い
て
い
る
」
と
考
え
る
。
つ
ま
り
「
後
期
啓
蒙
の
ア
イ
ロ

ニ
ー
的
な
歴
史
像
に
対
す
る
反
逆
か
ら
始
ま
り
、
二
十
世
紀
直
前
に
は
そ

れ
に
よ
く
似
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
支
配
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
優
位
に
立
つ

状
態
へ
と
回
帰
す
る
」（
六
五
七
頁
・p. 432

）
。
ま
さ
に
『
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』

自
体
も
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
様
式
で
書
か
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（
四
五
頁
・

p. xxxii

）
。

相
対
主
義
を
こ
え
て
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
と
の
並
走
）

　

ホ
ワ
イ
ト
は
、
と
も
す
る
と
、
喩
法
の
相
対
主
義
者
の
よ
う
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
ホ
ワ
イ
ト
は
、
き
わ
め
て
強
い
道
徳
主
義
的

な
規
範
を
も
っ
て
お
り
、ど
の
喩
法
に
お
い
て
も
、こ
れ
を
さ
さ
え
る
「
道

徳
的
」m

oral 

か
つ
「
審
美
的
」aesthetic 

な
価
値
を
重
視
し
て
い
る
。
「
選

択
可
能
な
歴
史
観
の
な
か
で
ど
れ
を
選
ぶ
か
が
問
題
と
な
る
と
き
」
の
「
唯

一
の
理
由
」
は
、「
倫
理
的
な
も
の
」
や
「
審
美
的
な
も
の
」
で
あ
る
（
六

五
九
頁
・p. 434

）
。
ホ
ワ
イ
ト
の
こ
の
特
徴
は
ノ
ッ
ク
ス
・
ピ
ー
デ
ン

K
nox Peden

に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
（K

nox Peden, “H
ayden 

W
hite ’s M

etahistory and the Irony of the Archive ”, Journal of the Philosophy of 

H
istory, Volum

e 9, Issue 2, p. 177

）
。

び
て
い
る
」
と
さ
れ
る
（
四
一
頁
・p. xxix

）
。
彼
は
、
「
喩
法
論
的 

tropological 

戦
略
に
基
づ
い
た
歴
史
意
識
の
四
つ
の
主
要
な
あ
り
方
と

し
て
、
隠
喩
、
換
喩
、
提
喩
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
想
定
」
す
る
（
四
三
頁
・p. 

xxx

）
。

　

こ
の
喩
法
理
論
は
、
「
四
つ
の
段
階
の
最
後
が
ぐ
る
り
と
一
巡
し
て
最

初
に
再
接
合
す
る
と
い
う
、
閉
じ
た
循
環
的
展
開
を
な
す
歴
史
的
想
像
力

の
深
層
構
造
を
明
確
に
す
る
」
。
す
な
わ
ち
「
ど
の
様
式
も
こ
の
循
環
的

展
開
の
、
つ
ま
り
歴
史
的
世
界
を
隠
喩
的
に
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ

て
、
換
喩
的
な
理
解
や
提
喩
的
な
理
解
へ
と
進
み
、
さ
ら
に
あ
ら
ゆ
る
知

を
そ
れ
以
上
還
元
で
き
な
い
よ
う
な
相
対
主
義
と
し
て
捉
え
る
ア
イ
ロ

ニ
ー
的
な
理
解
へ
と
展
開
す
る
言
説
の
伝
承
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
、
一
段

階
や
一
契
機
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
（
一
〇
四
頁
・

p. 37

）
。

　

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
後
期
啓
蒙
の
段
階
で
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ヒ
ュ
ー

ム
、
カ
ン
ト
と
い
っ
た
思
想
家
た
ち
が
、
「
本
質
的
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
観

点
に
お
い
て
歴
史
を
眺
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」と
さ
れ
る
（
一
〇
四
頁
・

p. 37

）
。
そ
れ
に
続
く
十
九
世
紀
初
頭
（
第
一
の
時
代
）
に
お
い
て
は
、
歴

史
的
思
考
は
「
ロ
マ
ン
派
」
「
観
念
論
」
「
実
証
主
義
」
の
三
潮
流
か
ら
成

り
、
こ
れ
ら
は
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
対
す
る
反
感
を
共
有
し
て
い
た
」
。
さ

ら
に
そ
れ
に
続
く
第
二
の
時
代
、
つ
ま
り
一
八
三
〇
年
か
ら
一
八
七
〇
年

頃
ま
で
は
、「
十
九
世
紀
の
歴
史
叙
述
を
生
み
出
し
た
四
人
の
偉
大
な
『
巨

匠
』
―
―
つ
ま
り
、
ミ
シ
ュ
レ
、
ラ
ン
ケ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ブ
ル
ク
ハ
ル

ト
」
が
、
「
ロ
マ
ン
主
義
的
な
幻
想
に
と
ら
わ
れ
な
い
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ

を
作
り
出
そ
う
と
腐
心
」
し
、
歴
史
家
の
数
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
「
リ
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ホ
ワ
イ
ト
が
相
対
主
義
を
超
え
る
規
範
的
な
思
考
を
し
て
い
る
こ
と
は
、

デ
ィ
ル
ク
・
モ
ー
ゼ
スD

irk M
oses

に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
モ
ー

ゼ
ス
は
、
ホ
ワ
イ
ト
の
使
う
用
語
「
高
位
善
」hypergood 

は
「
人
間
主

体
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
治
」
を
さ
さ
え
る
規
範
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

テ
イ
ラ
ーC

harles Taylor 

の
用
語
で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（A. D

irk 

M
oses, “H

ayden W
hite, Traum

atic N
ationalism

, and the Public R
ole of 

H
istory ”, H

istory and Th
eory, Vol. 44, N

o. 3 (O
ct., 2005), p. 319

）
。

　

ホ
ワ
イ
ト
（
一
九
二
八
―
二
〇
一
八
）
と
テ
イ
ラ
ー
（
一
九
三
一
―
）
の

間
に
は
交
流
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
じ
英
語
文
化
圏
の
同
世
代

に
属
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
も
ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
と
同
様
に
、
青
年
期
に

マ
ル
ク
ス
主
義
を
通
過
し
、
の
ち
に
自
ら
の
言
語
論
を
展
開
す
る
と
同
時

に
実
存
主
義
的
な
傾
向
も
持
っ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
と
テ
イ
ラ
ー
は
学
問

的
に
並
走
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

評
者
（
梅
川
）
は
テ
イ
ラ
ー
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、
テ
イ
ラ
ー
は
、

相
互
に
異
な
る
善
や
多
文
化
を
承
認
し
て
い
る
の
で
、
相
対
主
義
者
と
誤

解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
テ
イ
ラ
ー
も
、
人
々
を
ま
と
め
る
「
高

位
善
」
の
存
在
を
み
と
め
て
お
り
、
相
対
主
義
者
で
は
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト

と
テ
イ
ラ
ー
の
比
較
は
、
評
者
に
と
っ
て
の
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

 

（
う
め
か
わ
・
よ
し
こ
／
政
治
思
想
）

　

書
評　

『
い
か
に
世
界
を
変
革
す
る
か 

 
 

―
―
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
2 

0 

0
年

』

（
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
著
、水
田
洋
監
訳
、伊
藤
誠
・ 

 

太
田
仁
樹
・
中
村
勝
己
・
千
葉
伸
明
訳
、作
品
社
、二
〇
一
七
年
）

植
村
邦
彦

　

本
書
は
、
二
十
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
し

て
歴
史
家
の
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
が
、
そ
の
生
前
最
後
に
出
版
し

た
本
の
翻
訳
で
あ
る
。
原
著
出
版
は
二
〇
一
一
年
、
一
九
一
七
年
生
ま
れ

の
著
者
は
そ
の
翌
年
の
十
月
に
没
し
た
。
著
者
は
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
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出
版
さ
れ
た
同
書
英
訳
新
版
へ
の
序
文
）

　

第 

六
章
「
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
の
発
見
」
（
二
〇
〇
八
年
に
ラ
ウ
ト
リ
ッ

ジ
か
ら
出
版
さ
れ
た
マ
ル
チ
ェ
ロ
・
ム
ス
ト
編
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の

グ
リ
ュ
ン
ト
リ
ッ
セ
―
―
一
五
〇
年
後
の
経
済
学
批
判
要
綱
』
へ
の
序
文
）

　

第 

七
章
「
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
に
先
行
す
る
諸
形
態
論
」
（
一
九
六

四
年
に
ロ
ー
レ
ン
ス
＆
ウ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
ト
か
ら
出
版
さ
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・

コ
ー
エ
ン
訳
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
編
『
資
本
主
義
に
先
行
す
る
経
済
構
成
体
』

の
解
説
。
既
訳
と
し
て
、
E
・
J
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
『
共
同
体
の
経
済
構

造
―
―
マ
ル
ク
ス
『
資
本
制
に
先
行
す
る
諸
形
態
』
の
研
究
序
説
』
市
川

泰
治
郎
訳
、
未
來
社
、
一
九
六
九
年
、
が
あ
る
）

　

第 

八
章
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
諸
著
作
の
遍
歴
」
（
『
マ
ル
ク
ス

主
義
の
歴
史
』
第
一
巻
第
一
一
章
）

　

第 

九
章
「
マ
ル
ク
ス
博
士
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
評
論
家
た
ち
」（
一

九
五
七
年
に
ジ
ョ
ン
・
サ
ヴ
ィ
ル
と
E
・
P
・
ト
ム
ス
ン
が
創
刊
し
た
雑

誌
『
ニ
ュ
ー
・
リ
ー
ズ
ナ
ー
』
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
一
九
六
四
年

の
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
著
作
『
労
働
す
る
人
―
―
労
働
史
研
究
』
［
『
イ
ギ
リ

ス
労
働
史
研
究
』
鈴
木
幹
久
・
永
井
義
雄
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

六
八
年
。
新
装
版
、
一
九
九
九
年
］
に
収
録
さ
れ
た
。
な
お
、『
ニ
ュ
ー
・
リ
ー

ズ
ナ
ー
』
の
後
継
誌
が
『
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
・
レ
ビ
ュ
ー
』
で
あ
る
）

　

第 

一
〇
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
―
―
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九
一
四

年
ま
で
」
（
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
自
身
が
編
集
に
参
加
し
て
一
九
七
九
年
に
ト

リ
ノ
の
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
語
版
『
マ
ル

ク
ス
主
義
の
歴
史
』
第
二
巻
に
イ
タ
リ
ア
語
で
発
表
）

　

第 

一
一
章
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
―
―
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
四

共
産
党
（
C 

P 

G 

B
）
が
一
九
九
一
年
に
解
散
す
る
ま
で
そ
の
忠
実
な
党

員
で
あ
り
続
け
、
ま
た
モ
ス
ク
ワ
（Progress Publishers

）
と
ロ
ン
ド
ン

（Law
rence &

 W
ishart

）
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（International Publishers

）
で

同
時
出
版
さ
れ
た
英
語
版
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
（
全
五
〇
巻
、

一
九
七
五
―
二
〇
〇
五
年
）
の
編
集
責
任
者
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
も
、
本
書
は
一
つ
の
歴
史
的
文
書
で
あ
る
。

　

本
書
は
第
一
部
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
」
と
第
二
部
「
マ
ル
ク
ス

主
義
」
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
八
章
か
ら
な
る
。
こ
の
訳
書
に
は
原
著

巻
末
に
あ
る
初
出
一
覧
が
訳
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
六
章
と
第
七
章
の
冒

頭
注
に
も
間
違
い
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
各
章
の
タ
イ
ト
ル
と
初
出
を
示

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

第 

一
章
「
現
代
の
マ
ル
ク
ス
」
（
二
〇
〇
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
誌

『
ニ
ュ
ー
・
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
』
に
発
表
さ
れ
た
発
言
を
基
に
、
二
〇
一
一
年

に
大
幅
加
筆
）

　

第 

二
章
「
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
マ
ル
ク
ス
以
前
の
社
会
主
義
」

（
一
九
八
二
年
に
ハ
ー
ヴ
ェ
ス
タ
ー
・
プ
レ
ス
か
ら
出
版
さ
れ
た
ホ
ブ
ズ

ボ
ー
ム
編
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
』
第
一
巻
第
一
章
）

　

第 

三
章
「
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
政
治
」
（
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
』

第
一
巻
第
八
章
）

　

第 

四
章
「
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の

状
態
』
に
つ
い
て
」
（
一
九
六
九
年
に
パ
ン
サ
ー
・
ブ
ッ
ク
ス
か
ら
出
版

さ
れ
た
同
書
英
語
版
へ
の
序
文
）

　

第 

五
章
「
『
共
産
党
宣
言
』
に
つ
い
て
」
（
一
九
九
八
年
に
ヴ
ァ
ー
ソ
か
ら
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一
一
年
ま
で
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

最
初
に
イ
タ
リ
ア
語
で
発
表
さ
れ
た
も
の
が
四
本
、
ド
イ
ツ
語
で
発
表
さ

れ
た
も
の
が
一
本
と
、
著
者
の
活
動
の
国
際
性
も
よ
く
わ
か
る
。
論
じ
ら

れ
る
対
象
は
、
「
マ
ル
ク
ス
以
前
の
社
会
主
義
」
か
ら
二
〇
一
一
年
に
い

た
る
ま
で
の
ほ
ぼ
二
〇
〇
年
に
わ
た
る
思
想
と
歴
史
で
あ
り
、
一
貫
し
て

い
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
や
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
の
思
想
と
運
動
を
歴
史

的
文
脈
の
中
に
お
い
て
客
観
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
特
に
歴
史
家
と
し
て
の
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
真
骨
頂
が
現
れ

て
い
る
の
は
、
第
二
部
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
思
想
家
や
政
治

家
、
さ
ら
に
は
科
学
者
や
芸
術
家
を
も
視
野
に
入
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の

世
界
的
影
響
の
歴
史
を
一
人
で
書
く
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
ホ
ブ
ズ

ボ
ー
ム
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
一
一
章
以
降
は
、

著
者
自
身
が
生
き
て
経
験
し
た
時
代
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
、

一
九
二
九
年
以
後
の
大
恐
慌
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
や
第
二
次

世
界
大
戦
、
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
新
自
由
主
義
や
二
〇
〇
八
年

の
金
融
恐
慌
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
た
ん
な
る
研
究

書
で
は
な
く
、
貴
重
な
時
代
の
証
言
で
も
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
書
物
を
手
短
に
要
約
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
の

で
、
特
に
印
象
に
残
る
論
点
を
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

一
つ
は
、
第
二
部
の
八
章
の
う
ち
二
章
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
グ
ラ
ム
シ
に
対
す
る
著
者
の
評
価
が
き
わ
め
て
高
い
こ

と
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
グ
ラ
ム
シ
は
た
ん
な
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義

者
」
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
グ
ラ
ム
シ
の
主
要
な
教
え
は
、
グ
ラ
ム

五
年
ま
で
」（
一
九
七
九
年
の
イ
タ
リ
ア
語
版
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
』

第
三
巻
第
二
部
に
イ
タ
リ
ア
語
で
発
表
）

　

第 
一
二
章
「
グ
ラ
ム
シ
」（
一
九
八
二
年
に
ラ
イ
タ
ー
ズ
・
ア
ン
ド
・
リ
ー
ダ
ー

ズ
か
ら
出
版
さ
れ
た
ア
ン
・
シ
ョ
ー
ス
タ
ッ
ク
・
サ
ス
ー
ン
編
『
グ
ラ
ム

シ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
へ
の
寄
稿
論
文
の
改
訂
版
）

　

第 

一
三
章
「
グ
ラ
ム
シ
の
受
容
」
（
一
九
九
五
年
に
イ
タ
リ
ア
南
部
バ
ー
リ

の
ラ
テ
ル
ツ
ァ
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
A
・
サ
ン
ト
ゥ
ッ

チ
編
の
論
文
集
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
グ
ラ
ム
シ
と
ア
メ
リ
カ
の
グ
ラ
ム
シ
』

へ
の
序
文
と
し
て
イ
タ
リ
ア
語
で
発
表
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
本
の
表
紙

に
は
、
書
名
の
上
部
に
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
名
前
だ
け
が
大
き
な
活
字
で
印

刷
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
「
本
書
は
誤
解
を
招
く
形
で
私

の
名
前
で
出
版
さ
れ
た
」
と
注
記
し
て
い
る
）

　

第 

一
四
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
力
―
―
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
八

三
年
」
（
一
九
八
二
年
の
イ
タ
リ
ア
語
版
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
』
第
四

巻
に
イ
タ
リ
ア
語
で
発
表
さ
れ
た
論
文
を
基
に
、
二
〇
一
一
年
に
大
幅
に

加
筆
）

　

第 

一
五
章
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
後
退
期
―
―
一
九
八
三
年
か
ら
二
〇
〇

〇
年
ま
で
」
（
本
書
の
た
め
の
書
き
下
ろ
し
）

　

第 

一
六
章
「
マ
ル
ク
ス
と
労
働
者
階
級
―
―
長
い
世
紀
」
（
一
九
九
九
年

に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
リ
ン
ツ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
労
働
史
学
会
で
の
講
演

で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
ド
イ
ツ
語
で
発
表
さ
れ
た
も
の
を
基
に
、
二
〇

一
一
年
に
加
筆
）

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
本
に
収
録
さ
れ
た
文
書
は
一
九
五
七
年
か
ら
二
〇
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に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
う
ち
の
後
者
が
前
者
に
優
越
し
た
の
で
あ
り
、
後

者
を
前
者
か
ら
知
的
に
演
繹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
第
一
四
章
、
四
九

〇
頁
）
。
「
歴
史
的
必
然
性
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
「
真
に
革
命

的
な
階
級
」
で
あ
る
、
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
前
提
は
、
無
根
拠
で
あ
る
こ

と
が
い
ま
や
明
白
で
あ
る
」
（
第
一
六
章
、
五
二
一
頁
）
。

　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
一
五
〇
年
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
結
果
論

だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ー

ム
が
歴
史
的
に
評
価
す
る
マ
ル
ク
ス
は
、
社
会
革
命
の
予
言
者
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
資
本
主
義
と
そ
の
傾
向
の
分
析
」
の
理
論
家
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
本
書
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
第
一
五
章
の
結
語
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
資
本
主
義
は
、
社
会
革
命
の
脅
威
で
は
な
く

そ
れ
自
身
の
無
制
約
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
影
響
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
将
来
が

問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
世
界
に
対
し

て
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
自
由
市
場
の
合
理
的
選
択
と
自
己
調
整
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
信
者
よ
り
も
、
ず
っ
と
明
敏
な
案
内
人
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
の
で
あ
る
」（
第
一
五
章
、
五
一
四
頁
）
。
こ
れ
が
事
実
上
、
誠
実
な
「
マ

ル
ク
ス
派
」
と
し
て
の
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
の
遺
言
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
本
訳
書
に
は
、
水
田
洋
と
伊
藤

誠
と
中
村
勝
己
に
よ
る
三
つ
の
「
日
本
語
版
解
説
」
が
付
い
て
い
る
。
そ

れ
が
こ
の
訳
書
の
価
値
を
高
め
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
水
田
洋

の
「
著
者
エ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
」
は
、
一
九
五
五
年
の
初
対
面
以
来
、
半

世
紀
以
上
に
わ
た
る
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
と
の
交
友
関
係
を
ふ
ま
え
た
追
悼
文

で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
歴
史
的
証
言
に
な
っ
て
い
る
。

シ
派
的
で
は
な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
派
的
な
の
で
あ
る
。
彼
の
教
え
は
、

…
…
マ
ル
ク
ス
本
人
の
主
張
に
基
づ
く
一
連
の
変
種
な
の
で
あ
る
」
。
ホ

ブ
ズ
ボ
ー
ム
が
重
視
し
て
い
る
の
は
「
グ
ラ
ム
シ
に
よ
る
政
治
と
文
化
の

領
域
の
自
律
性
の
強
調
」
で
あ
る
が
、
「
そ
う
し
た
強
調
で
さ
え
も
、
マ

ル
ク
ス
の
教
え
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」（
第

一
三
章
、
四
四
〇
頁
）
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
グ
ラ
ム
シ
を
評
価
す

る
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
自
身
が
た
ん
な
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」で
は
な
く
、「
政

治
と
文
化
の
領
域
の
自
律
性
」
を
重
視
す
る
「
マ
ル
ク
ス
派
」
で
あ
る
べ

き
だ
と
自
覚
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
の
表
明
で
も
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
マ
ル
ク
ス
が
主
張
し
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴
史

的
役
割
」
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
判
断
で
あ
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
崩
壊

後
の
一
九
九
八
年
に
書
か
れ
た
『
共
産
党
宣
言
』
へ
の
序
文
で
、
ホ
ブ
ズ

ボ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
そ
の
本
質
上
、
資
本
主
義
を

転
覆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
人
類
を
解
放
し
階
級
社
会
を
終
了
さ
せ
る
よ

う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
資
本
主
義
分
析
の
な
か
に

読
み
込
ま
れ
た
希
望
の
表
明
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
必
然

的
に
与
え
ら
れ
た
結
論
で
は
な
か
っ
た
」
（
第
五
章
、
一
五
五
―
一
五
六
頁
）
。

　

同
じ
よ
う
な
言
い
方
は
、
二
〇
一
一
年
に
加
筆
さ
れ
た
文
章
の
中
で
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
の
理
論
は
、
資
本
主
義
お
よ
び
そ
の

傾
向
の
分
析
か
ら
な
る
と
同
時
に
、
巨
大
な
予
言
者
的
情
熱
を
伴
い
、
ヘ
ー

ゲ
ル
由
来
の
哲
学
の
観
点
で
表
現
さ
れ
た
完
全
社
会
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー

ト
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
う
る
）
へ
の
人
類
の
絶
え
間
な
い
欲
求
と
い
う
歴
史

的
希
望
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
の
だ
。
…
…
マ
ル
ク
ス
自
身
の
知
的
発
展
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水
田
に
よ
れ
ば
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
「
邦
訳
の
出
版
期
日
に
あ
わ
せ
て
序

文
を
書
く
」
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
そ
う
だ
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
実

現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
訳
書
は
、
図
ら
ず
も
著
者
の
生

誕
一
〇
〇
周
年
を
記
念
す
る
出
版
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
の
原
書
に
は
イ
ギ
リ
ス
版
（London: Little, Brow

n

）
と

ア
メ
リ
カ
版
（N

ew
 H

aven: Yale U
niversity Press

）
が
あ
り
、
な
ぜ
か
副

題
に
違
い
が
あ
る
。
前
者
は
「
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
物
語
（Tales 

of M
arx and M

arxism

）
」
だ
が
、
後
者
は
「
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
ク
ス
主
義

に
つ
い
て
の
省
察
（Reflections on M

arx and M
arxism

）
」
と
な
っ
て
い
て
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
微
妙
に
異
な
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
も
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

 

（
う
え
む
ら
・
く
に
ひ
こ
／
ド
イ
ツ
社
会
思
想
史
）

　

書
評　

『
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
は
な
い 

 
 

―
―
人
種
と
国
民
を
め
ぐ
る
文
化
政
治

』

（
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
著
、
田
中
東
子
・
山
本
敦
久
・ 

 

井
上
弘
貴
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
一
七
年
）

中
村
隆
之

一

　

「
本
書
が
長
く
命
脈
を
保
つ
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
―
―
著
者
の
ポ
ー
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た
ち
は
生
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
恥
ず
べ
き
事
態
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
新
た
に
付
さ
れ
た
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
で
は
ギ
ル
ロ
イ
は

希
望
的
観
測
を
い
さ
さ
か
も
示
し
て
い
な
い
。
人
種
差
別
の
問
題
が
表
向

き
は
解
消
さ
れ
た
か
に
見
え
て
世
界
各
地
で
露
骨
な
差
別
が
絶
え
ず
噴
出

し
て
き
た
こ
の
三
〇
年
と
い
う
歳
月
を
考
え
れ
ば
、
現
状
は
よ
り
狡
猾
で

厄
介
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
診
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ギ
ル
ロ
イ
の
現

状
認
識
が
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

二

　

人
種
差
別
は
本
書
の
対
象
で
あ
る
英
国
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
以

上
、
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
の
な
か
で
ギ
ル
ロ
イ
が
執
筆
時
で
あ
る
二

〇
一
六
年
三
月
の
英
国
の
文
脈
を
語
り
な
が
ら
繰
り
返
し
て
用
い
る
「
私

た
ち
」
（
英
国
国
民
と
し
て
の
「
私
た
ち
」
で
は
な
い
）
と
い
う
人
称
を
、
読

者
一
人
ひ
と
り
が
自
分
自
身
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
積
極
的
に
引
き
受
け

る
こ
と
が
肝
要
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
が
「
文
化
研
究
の
古
典
」
と

帯
文
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
文
化
研
究
（
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
と
は
、
そ
の
出
自
か
ら
し
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を

は
じ
め
と
す
る
左
派
の
研
究
が
つ
ね
に
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

実
践
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
文
化

研
究
の
う
ち
に
は
、
い
か
に
す
れ
ば
私
た
ち
が
生
き
る
社
会
を
よ
り
良
い

方
向
に
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
内
在
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
左
派
の
研
究
で
あ
る
か
ぎ
り
資
本
主
義
批
判
に
向
か

う
の
は
必
然
で
あ
る
。

ル
・
ギ
ル
ロ
イ
が
『
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
は
な
い
』
二
〇
〇
二
年
再

刊
版
の
序
章
で
こ
う
述
べ
る
と
お
り
、
願
わ
く
ば
本
書
は
過
去
の
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
と
な
る
べ
き
だ
っ
た
。
そ
れ
は
二
〇
〇
二
年
当
時
の
著
者
に
と
っ

て
、
一
五
年
も
前
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
が
ゆ
え
に
む
し
ろ
日
本
語
訳
も

あ
る
代
表
作
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』（
上
野
俊
哉
・
毛
利
嘉
孝
・

鈴
木
慎
一
郎
訳
、
月
曜
社
、
二
〇
〇
六
年
）
以
降
の
著
作
に
目
を
向
け
る
べ

き
だ
、
と
い
う
意
味
で
は
い
さ
さ
か
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
一
九
八

七
年
の
初
版
刊
行
時
に
掲
げ
た
そ
の
表
題
が
近
い
将
来
に
は

0

0

0

0

0

0

無
意
味
に
な

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
表
題
の
問
題
提
起
は

現
在
で
は
意
味
を
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
）
。
た
し
か
に
二
〇
〇
二
年
当

時
の
著
者
が
振
り
返
り
な
が
ら
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
英
国
の
人
種
差

別
や
不
平
等
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
決
着
し
た
こ
と
を
、
あ
る

い
は
英
国
の
人
種
差
別
を
分
析
す
る
と
い
う
課
題
が
完
了
し
た
と
示
す
こ

と
は
、
『
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
は
な
い
』
の
初
版
刊
行
以
降
、
何
も

起
き
て
は
き
て
い
な
い
」
（
本
書
七
四
頁
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
ギ
ル
ロ
イ

は
本
書
が
そ
の
使
命
を
果
た
し
終
え
て
、
読
者
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
く
な

る
日
が
来
る
こ
と
を
二
〇
〇
二
年
当
時

0

0

0

0

0

0

0

は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
五
年
の
月
日
が
経
っ
た
二
〇
一
七
年
、
私
た
ち
は

つ
い
に
日
本
語
版
を
手
に
し
、
『
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
は
な
い
』
の

全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
逆
説
的
に
も

そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
ギ
ル
ロ
イ
の
期
待
を
裏
切
り
続
け
つ
つ
、

本
書
が
依
然
と
し
て
過
去
の
遺
物
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人

種
差
別
を
め
ぐ
る
不
正
義
が
な
ん
ら
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
を
私
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あ
え
て
挑
発
的
に
言
う
な
ら
ば
、
文
化
研
究
と
は
少
な
く
と
も
社
会
変

革
に
向
け
た
共
通
の
信
仰
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の

名
に
値
し
な
い
の
で
は
な
い
か
）
。
ギ
ル
ロ
イ
の
用
い
る
「
私
た
ち
」
の
な

か
に
積
極
的
に
加
わ
る
と
は
、
「
ポ
ー
ル
、
あ
な
た
と
一
緒
に
人
種
差
別

の
問
題
を
考
え
る
の
だ
」
と
い
う
読
書
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ゆ

え
に
私
た
ち
は
誰
一
人
と
し
て
英
国
に
お
け
る
人
種
差
別
を
論
じ
た
本
書

と
無
縁
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
今
日
の
人
種
差
別
を
考
え
る
手
が
か
り
と

し
て
積
極
的
な
姿
勢
で
読
む
こ
と
―
―
ギ
ル
ロ
イ
と
協
働
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

三

　

本
書
は
、
全
六
章
か
ら
な
る
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
訳
者
あ
と
が
き
を

参
考
に
た
ど
っ
て
お
け
ば
、
本
書
の
出
発
点
は
「
人
種
の
問
題
が
マ
ル
ク

ス
主
義
や
左
派
の
政
治
の
領
域
で
さ
え
長
ら
く
不
可
視
化
さ
れ
周
縁
化
さ

れ
て
き
た
と
い
う
事
実
」
に
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア

ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
の
訳
者
解
説
の
第
二
パ
ー
ト
「
英
国
の
文
化
研
究
と
ギ
ル
ロ

イ
」
に
詳
し
い
が
、
一
言
だ
け
述
べ
て
お
け
ば
、
本
書
五
三
頁
に
表
明
さ
れ
て
い

る
と
お
り
、
ギ
ル
ロ
イ
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
英
国
の
文
化
研
究
双
方

の
知
的
系
譜
を
引
き
継
い
で
い
る
）
。
こ
の
事
実
と
対
峙
し
な
が
ら
「
黒
人

性
が
病
理
や
犯
罪
と
の
連
環
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
て
い
く
過
程
を
批
判
的

に
描
き
だ
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
人
種
が
英
国
に
お
け
る
政
治
的
権
威

主
義
、
移
民
排
斥
の
気
運
、
外
国
人
嫌
悪
を
い
か
に
相
互
補
完
的
に
高
め

て
き
た
か
」
（
本
書
五
四
三
頁
）
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
と
り
わ
け
第
一
章

か
ら
第
三
章
ま
で
で
あ
る
。
ギ
ル
ロ
イ
の
言
葉
を
直
接
引
用
す
れ
ば
、
英

国
に
お
け
る
「
黒
人
の
存
在
と
は
ひ
と
つ
の
問
題
な
い
し
は
脅
威
と
し
て

構
築
さ
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
て
同
質
的
で
白
い
、
国
民
と
し
て
の
「
私
た
ち
」

が
統
合
可
能
と
な
る
」
（
一
四
〇
―
一
四
一
頁
）
。
さ
ら
に
こ
の
点
を
分
析

し
て
い
け
ば
黒
人
（
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
と
く
に
カ
リ
ブ
海
出
身
者
）

は
一
方
で
排
除
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
国
民
の
最
下
層
に
置
か
れ
る
か

た
ち
で
包
摂
さ
れ
て
も
い
る
。
黒
人
は
、
構
築
さ
れ
た
人
種
の
分
断
線
に

よ
っ
て
白
人
市
民
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
系
市
民

が
よ
り
順
応
し
た
移
民
と
表
象
さ
れ
る
こ
と
で
、
三
級
市
民
の
扱
い
を
受

け
て
い
る
の
で
あ
り
、
暴
動
と
は
そ
の
怒
り
の
表
出
で
も
あ
る
（
五
一
二
頁
）
。

　

第
四
章
以
降
は
人
種
差
別
に
た
い
す
る
抵
抗
の
運
動
が
論
じ
ら
れ
る
。

ふ
た
た
び
訳
者
あ
と
が
き
か
ら
引
け
ば
「
つ
ね
に
分
節
／
節
合
さ
れ
て
い

る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
人
種
差
別
に
対
抗
す
る
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
依
拠

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
文
化
や
社
会
運
動
の
も
つ
可
能
性
、
す
な
わ
ち
資

本
主
義
と
偽
り
の
合
法
性
を
批
判
し
、
消
し
去
ら
れ
て
い
た
歴
史
性
を
ふ

た
た
び
顕
現
さ
せ
る
集
合
的
な
力
を
評
価
し
た
」
（
五
四
四
頁
）
の
が
ロ
ッ

ク
・
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
レ
イ
シ
ズ
ム
を
論
じ
る
第
四
章
で
あ
り
、
黒
人
音

楽
文
化
を
米
国
と
カ
リ
ブ
海
に
ま
で
射
程
を
広
げ
て
語
る
第
五
章
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
第
五
章
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
資
本
主
義
批
判
」

は
、
『
図
書
新
聞
』
三
三
二
五
号
一
・
二
面
に
掲
載
さ
れ
た
『
ユ
ニ
オ
ン

ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
は
な
い
』
の
酒
井
隆
史
評
が
述
べ
る
と
お
り
「
本
書
の
白

眉
」
で
あ
る
。
「
二
十
世
紀
、
と
り
わ
け
大
戦
後
の
黒
人
音
楽
を
、
ア
フ

リ
カ
、
カ
リ
ブ
、
北
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
あ
る
い
は
世
界
中
の
諸
都

市
の
黒
人
共
同
体
と
の
呼
応
の
過
程
と
み
な
す
第
五
章
に
お
け
る
デ
ィ
ア
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ス
ポ
ラ
詩
学
に
は
、
感
動
を
抑
え
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
打
た
れ
て
も
い

く
ど
も
起
ち
上
が
り
、
遠
い
同
胞
の
言
葉
に
は
げ
ま
さ
れ
、
生
き
生
き
と

応
答
し
な
が
ら
音
楽
と
い
う
美
し
い
結
晶
を
つ
む
ぎ
だ
し
て
い
く
過
程
を

追
う
こ
の
章
の
モ
チ
ー
フ
は
、
の
ち
の
主
著
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ン

テ
ィ
ッ
ク
』
に
結
実
し
て
い
く
」
と
同
書
評
が
見
事
に
言
い
表
す
と
お
り

で
あ
る
。
第
六
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
を
受
け
て
肯
定
的
な
展
望
を
得
る

た
め
の
総
括
の
章
で
あ
り
、「
『
人
種
に
も
と
づ
く
』
主
体
の
あ
り
方
が
人
々

に
遂
行
さ
せ
る
類
い
の
集
合
的
な
政
治
の
行
動
」
（
四
八
六
頁
）
を
論
じ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
ギ
ル
ロ
イ
は
間
歇
的
に
起
こ
る
黒
人
群
衆
の
「
暴
動
」

の
有
す
る
社
会
運
動
的
側
面
を
注
意
深
く
読
み
取
り
、
そ
こ
に
「
ネ
オ
・

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
社
会
運
動
」
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
。

四

　

以
上
が
一
九
八
七
年
当
時
の
人
種
差
別
に
関
す
る
ギ
ル
ロ
イ
の
分
析
と

展
望
で
あ
る
が
、
本
書
評
の
冒
頭
で
示
し
た
と
お
り
、
人
種
差
別
を
め
ぐ

る
事
象
の
根
本
は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ギ
ル
ロ
イ
に
よ
れ
ば
、
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
分
裂
し
、

そ
の
内
部
で
対
立
し
合
う
こ
と
で
団
結
や
連
帯
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
種
の
問
題
が
も
は
や
公
的
な
政
治
の

言
語
の
う
ち
に
分
節
／
節
合
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
黒
人
性
は
、
か
つ
て
は
隷
属
状
態
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
権
利
の

闘
争
の
た
め
の
象
徴
的
力
だ
っ
た
が
（
一
九
八
七
年
当
時
は
た
と
え
ば
南
ア

で
は
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
が
続
い
て
い
た
）
、
そ
の
力
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ

る
一
方
で
人
々
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
、
企
業
内
の
多
文
化
、

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
内
部
の
些
細
な
点
に
自
縛
気
味
か
つ
自
己
陶
酔
的
に
こ
だ

わ
る
」
（
四
五
頁
）
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
反
人
種
差
別
は
政
治
的

な
争
点
を
も
は
や
な
さ
な
く
な
り
、
政
界
や
メ
デ
ィ
ア
界
に
一
定
の
黒
人

が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
向
き
は
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
が
あ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
で
は
「
人
種
は
月
並
み
な
も
の
」
と
な
り
、

英
国
で
は
人
種
差
別
は
終
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

今
日
の
人
種
差
別
を
め
ぐ
る
狡
猾
さ
は
、
表
面
的
に
は
誰
も
差
別
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
の
う
ち
に
あ
る
。
「
も
っ
と
も

あ
く
ど
い
人
種
差
別
主
義
者
で
さ
え
、
自
分
た
ち
が
人
種
差
別
主
義
者
で

あ
る
こ
と
を
強
く
否
定
す
る
よ
う
な
世
界
」
（
二
五
頁
）
に
私
た
ち
は
生

き
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
が
欺
瞞
で
あ
る
こ
と
は
、
人
種
差
別
の
問
題
が
あ
ま
り

意
識
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
日
本
社
会
に
お
い
て
人
種
差
別

的
発
言
が
絶
え
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
最
近
の
例
を
あ
げ
れ

ば
自
民
党
衆
議
員
で
あ
る
山
本
幸
三
前
地
方
創
生
担
当
相
の
差
別
発
言
は

そ
の
露
骨
な
典
型
例
だ
ろ
う
。
二
〇
一
七
年
十
一
月
末
に
ア
フ
リ
カ
支
援

活
動
に
た
い
し
て
「
な
ん
で
あ
ん
な
黒
い
の
が
好
き
な
ん
だ
」と
言
い
放
っ

た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
の
ち
に
「
ア
フ
リ
カ
が
『
黒
い
大
陸
』『
暗
黒
大
陸
』

と
表
現
さ
れ
た
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
発
言
で
、
黒
人
を
指
し
て
言
っ

た
の
で
な
い
」
と
弁
解
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
弁
解
を
ふ
く
め
て
日
本
ア

フ
リ
カ
学
会
の
有
志
が
発
言
の
撤
回
を
求
め
る
抗
議
文
を
提
出
し
た
こ
と

で
、
日
本
社
会
に
蔓
延
す
る
人
種
差
別
が
露
わ
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ

れ
は
一
人
の
人
種
差
別
主
義
者
の
個
人
的
偏
見
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
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西
欧
植
民
地
主
義
を
経
由
し
た
ア
フ
リ
カ
の
「
未
開
」
表
象
が
い
ま
も
な

お
こ
の
社
会
の
言
説
の
う
ち
に
根
深
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
深

刻
に
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

酒
井
直
樹
が
『
レ
イ
シ
ズ
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
序
説
』
（
以
文
社
、
二
〇

一
二
年
）
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
問
題
で
あ
る
の
は
、
自
分
た
ち
を

人
種
差
別
主
義
者
で
は
な
い
と
す
る
日
本
国
民
一
般
の
思
い
込
み

0

0

0

0

で
あ
る
。

ギ
ル
ロ
イ
も
言
う
よ
う
に
今
日
で
は
誰
も
自
分
を
人
種
差
別
主
義
者
だ
な

ど
と
公
言
す
る
者
は
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
極
右
も
然
り
。
そ
し
て
そ

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
極
右
か
ら
見
れ
ば
「
異
民
族
や
宗
教
の
異
な
っ
た
人
び

と
の
共
存
を
極
端
に
嫌
う
」
日
本
社
会
は
模
範
的
で
す
ら
あ
る
（
『
レ
イ

シ
ズ
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
序
説
』
八
頁
）
。
酒
井
直
樹
の
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え

て
改
め
て
本
書
に
立
ち
戻
る
と
き
、
反
人
種
差
別
の
も
と
で
ギ
ル
ロ
イ
と

連
帯
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
社
会
の
人
種
差
別
と
向

き
合
う
こ
と
の
必
要
性
が
よ
り
い
っ
そ
う
鮮
明
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

『
ユ
ニ
オ
ン
ジ
ャ
ッ
ク
に
黒
は
な
い
』
が
提
起
す
る
問
題
は
明
ら
か
に

私
た
ち
の

0

0

0

0

課
題
な
の
で
あ
る
。

 

（
な
か
む
ら
・
た
か
ゆ
き
／
フ
ラ
ン
ス
語
圏
文
学
）
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二
〇
一
七
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

井
上
彰
『
正
義
・
平
等
・
責
任
―
―
平
等
主
義
的
正
義
論
の
新
た
な
る
展
開
』
岩

波
書
店

小
田
英
『
宗
教
改
革
と
大
航
海
時
代
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
―
―
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス
の
政
治
思
想
』
文
生
書
院

笠
原
賢
介
『
ド
イ
ツ
啓
蒙
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
―
―
ク
ニ
ッ
ゲ
、レ
ッ
シ
ン
グ
、

ヘ
ル
ダ
ー
』
未
來
社

川
本
隆
『
初
期
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
理
性
と
神
秘
』
知
泉
書
館

金
慧
『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
―
―
自
律
・
言
論
・
移
行
』
勁
草
書
房

倉
科
岳
志
『
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
生
き
た
思
想
家
た
ち
―
―
ク
ロ
ー
チ
ェ

と
批
判
的
継
承
者
』
岩
波
書
店

倉
田
稔
『
等
身
大
の
中
国
人
』
小
樽
社
会
史
国
際
研
究
所

小
松
原
織
香
『
性
暴
力
と
修
復
的
司
法
―
―
対
話
の
先
に
あ
る
も
の
』
成
文
堂

小
森
謙
一
郎
『
ア
ー
レ
ン
ト
最
後
の
言
葉
』
講
談
社

齋
藤
幸
平 Saito K

ohei, K
arl M

arx’s Ecosocialism
: C

apital, N
ature, and the 

U
nfinished C

ritique of Political Econom
y, M

onthly Review
 Press.

坂
井
礼
文
『
無
神
論
と
国
家
―
―
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
政
治
哲
学
に
向
け
て
』
ナ
カ
ニ

シ
ヤ
出
版

崎
山
政
毅
ほ
か
『
マ
ル
ク
ス
と
商
品
語
』
社
会
評
論
社

桜
井
哲
夫
『
一
遍 

捨
聖
の
思
想
』
平
凡
社

高
島
和
哉
『
ベ
ン
サ
ム
の
言
語
論
―
―
功
利
主
義
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
慶
應

義
塾
大
学
出
版
会

田
上
孝
一
編
『
権
利
の
哲
学
入
門
』
社
会
評
論
社

田
中
拓
道
『
福
祉
政
治
史
―
―
格
差
に
抗
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
勁
草
書
房

田
中
将
人
『
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
哲
学
―
―
差
異
の
神
義
論
＝

正
義
論
』
風
行
社

中
江
桂
子
『
不
協
和
音
の
宇
宙
へ
―
―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
社
会
学
』
新
曜
社

中
島
𠮷
弘
『
梯
明
秀
の
物
質
哲
学
―
―
全
自
然
史
の
思
想
と
戦
時
下
抵
抗
の
研
究
』

未
來
社

中
谷
義
和
ほ
か
編
『
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
問
う
―
―
揺
ら
ぐ
民
主

主
義
の
ゆ
く
え
』
法
律
文
化
社

中
谷
義
和
『
国
家
論
序
説
』
御
茶
の
水
書
房

堀
孝
彦
『
続
「
戦
後
」
倫
理
ノ
ー
ト 2004-2017

』
未
知
谷

村
井
明
彦
『
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
の
隠
し
絵
―
―
中
央
銀
行
制
の
成
熟
と
限
界
』（
上
・

下
）
名
古
屋
大
学
出
版
会

若
森
章
孝
・
植
村
邦
彦
『
壊
れ
ゆ
く
資
本
主
義
を
ど
う
生
き
る
か
―
―
人
種
・
国

民
・
階
級
2
・
0
』
唯
学
書
房

【
翻
訳
】

ガ
リ
ア
ー
ニ
（G

aliani, Ferdinando

）
黒
須
純
一
郎
訳
『
貨
幣
論
』
京
都
大
学

学
術
出
版
会

キ
ュ
ー
ン
（K

uehn, M
anfred

）
菅
沢
龍
文
ほ
か
訳
『
カ
ン
ト
伝
』
春
風
社

シ
ュ
ア
ミ
（Suham

y, Ariel

）
・
ダ
ヴ
ァ
ル
（D

aval, Alia

）
大
津
真
作
訳
『
ス
ピ

ノ
ザ
と
動
物
た
ち
』
法
政
大
学
出
版
局

ノ
イ
マ
ン
（N

eum
ann, W

alter

）
内
田
弘
訳
『
無
意
識
の
ヘ
ー
ゲ
ル
―
―
鏡
映
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理
論
と
し
て
の
《
大
論
理
学
》
』
こ
ぶ
し
書
房

パ
シ
ネ
ッ
テ
ィ
（Pasinetti, Luigi Lodovico

）
内
藤
敦
之
ほ
か
訳
『
ケ
イ
ン
ズ

と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
―
―
未
完
の
「
経
済
学
革
命
」
』
日
本

経
済
評
論
社

バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
（Barbeyrac, Jean

）
門
亜
樹
子
訳
『
道
徳
哲
学
史
』
京
都
大
学

学
術
出
版
会

ホ
ネ
ッ
ト
（H

onneth, Axel
）
日
暮
雅
夫
・
宮
本
真
也
ほ
か
訳
『
私
た
ち
の
な
か

の
私
―
―
承
認
論
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局

ホ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
（H

obsbaw
m

, Eric John Ernest

）
水
田
洋
監
訳
、
太
田
仁
樹
・

中
村
勝
己
ほ
か
訳
『
い
か
に
世
界
を
変
革
す
る
か
―
―
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル

ク
ス
主
義
の
2 

0 

0
年
』
作
品
社

メ
リ
ア
ム
（M

erriam
, C

harles Edw
ard

）
森
眞
砂
子
訳
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は

何
か
』
志
學
社

ル
フ
ォ
ー
ル
（Lefort, C

laude

）
渡
名
喜
庸
哲
・
太
田
悠
介
・
平
田
周
・
赤
羽
悠

共
訳
『
民
主
主
義
の
発
明
―
―
全
体
主
義
の
限
界
』
勁
草
書
房

　
　
　

〈
備
考
〉

　
　
　
　

・
本
の
形
を
と
っ
て
い
る
会
員
の
仕
事
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

・ 

共
著
、
共
編
、
共
訳
に
つ
い
て
は
、
奥
付
（
執
筆
者
一
覧
・
訳
者
一

覧
で
は
な
い
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
前
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

・
寄
稿
論
文
、
分
担
執
筆
、
分
担
訳
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。

　
　
　
　

・
非
会
員
の
共
著
者
、
共
編
者
、
共
訳
者
の
名
前
は
「
ほ
か
」
と
す
る
。
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Beyond a Liberal View of Refugees

Kenjiro YAMAOKA

This paper examines how the view of refugee movements has been formed in the 
pot-war international society and inquires a possibility to overcome the now fixed 
view. First, this paper roughly describes a history of refugee studies as an academic 
discipline. Too often, refugee movements have been presented as an object of 
humanitarianism in the field. Second, although refugee studies have aimed at 
solving the refugee problems, it has become clear that implementing several 
solutions, which are suggested for the current situations of refugee movements, is 
difficult. This paper explores the causes of the difficulties. Third, there is a 
fundamental relationship between refugees and the nation-state system established 
in the modern era. The forced migrations inevitably stem from the state system 
demarcating the distinct borders and the membership. Forth, this paper inspects a 
liberal view of refugees, which is a premise shared both with refugee studies and the 
international refugee protection regime. Fifth, the liberal view has overlooked a 
dimension of collectiveness and communality in the refugee movements. Refugees 
move collectively rather than individually and try to keep or create their own 
communities. Finally, this paper explores a possibility that refugees as ‘exiles’ can 
unite each other.

Keywords: refugee studies, collectiveness/communality, exile
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Nonviolence and Cow’s Milk: A Study of Gandhi’s  
Experiments with Brahmacarya in South Africa

Eijiro HAZAMA

　　In this paper, I examine one of Gandhi’s experiments with brahmacarya (sexual 
celibacy) during his stay in South Africa (1893-1915), namely “the renouncement 
of [cow’s] milk” (dūdhnā tyāg; hereafter dt). By so doing, I show that the experiment 
with dt was the key factor to understand his core idea of political nonviolence 
(ahi ṃsā) in South Africa.
　　During the initial stage of his satyāgraha (nonviolent resistance) struggle in 
South Africa, Gandhi lived together with his friend Hermann Kallenbach, a 
German Jewish carpenter. Gandhi’s autobiographical writings rarely mention about 
their cohabitation and their exotic experiment with dt.
　　By examining Gujarātī and English-language primary materials about their 
cohabitation, I demonstrate that Gandhi’s experiment with dt was practiced with 
the intention to root out Gandhi’s homoerotic feelings towards Kallenbach. Gandhi 
believed that milk was the primal cause for the arousal of “sexual desire” (vikār); 
Gandhi and Kallenbach developed a close and intimate relationship during their 
cohabitation. Gandhi had to take the vow of dt in order to gain a victory in his 
satyāgraha struggle; Gandhi firmly believed that the visible violence in the outside 

world was a reflection of the invisible violence (sexual desire) inside him.

Keywords: Gandhi, nonviolence, brahmacarya, satyāgraha, South Africa
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Resistance and Philosophy in Negri and Hardt:  
On the Role of Philosophy

Yoshiyuki IIMURA

　　This article clarifies the contemporary role of philosophy in the neo-Marxist 
theory. In Empire (2000), Antonio Negri and Michael Hardt showed the analysis of 
the new form of global power that was emerging as Empire. This analysis brought 
ambivalent vision: Empire was the realization of global society of control and real 
subsumption of labour under capital, but in Empire, the possibility of revolutions 
was getting larger. This vision was based on the Italian Marxist’s argument, which 
regarded workers’ power (potere operaio) as an essential element for the development 
of capitalism. Hence in their point of view, real subsumption never means the one-
dimentionalization. Negri and Hardt accepted this optimism of Italian Marxism.
　　However, class struggle cannot be a spontaneous product. Hence Negri and 
Hardt discussed “the contemporary role of intellectuals.” And they argued that 
spontaneity and hegemony were not the only alternatives. But their metaphor for 
the new form of revolution (an orchestra keeping the beat without a conductor) 
sounds like spontaneity of organization. This article shows how the role of 
philosophy in the new class struggle is determined in Negri and Hardt’s work.

Keywords: Antonio Negri, Michael Hardt, Multitude, Empire, Marx oltre Marx
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Hegel’s theory of Building and the Constitution of the General 
Will in the Jena Lectures on the Philosophy of Spirit (1805-6) :  
in Terms of his Response to Rousseau’s Theory of the State

Hirotsugu KOINUMA

　　The purpose of this paper is to examine on the whole Hegel’s thought of 
‘Ethical Life’ developed in the Jena Lectures on the Philosophy of Spirit (1805-6) in 

terms of his response to Rousseau’s theory of the State.
　　Although Rousseau indicated the principle of State to harmonize obedience 
with liberty, he did not indicate an adequate solution of how to solve the 
disagreement with the general will and the particular will in the actual “man”.
　　Hegel succeeded Rousseau’s idea of “autonomy” which is the same as 
“community” that to obey general will is to obey one’s will. However, Hegel 

comprehended “constitution of the general will” not as social contract, but as the 
process to actualize mutual recognition through laws and institutions. In this case, 
Rousseau’s logic of “alienation” is transformed to the logic of “education or 
building”. Individuals who cultivated themselves recognize that it is possible for 
them to exist as free person only in the being-recognized among others which is 
based on laws and institutions. This recognition leads themselves to foster an 
attitude to pursue the public interests. By correlatively comprehending the process 
to actualize mutual recognition through institutions and the process of individual’s 
building, Hegel could indicate the logic to mediate the individual and the general 
will, which Rousseau could not do.

Keywords: Hegel, Rousseau, the general will, education, alienation
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Invisible Civil Religion: Toward a Study of the Religious  
in the History of Social Thought

Yuji TAKAYAMA

　　Although social science scholars tend to downplay the role of religion in public 
life, many modern social thinkers had argued for the need for “civil religion.” The 
aim here is twofold. First, this essay examines how most researches in the field of the 
history of social thought in Post-war Japan has underestimated the influence of 
religion in society, taking some leading textbooks for example. Second, the essay 
attempts to show that many social thinkers in post-revolutionary France considered 
the invention of new religion as essential for the maintenance of democratic society, 
focusing on Jules Michelet’s view of religion.
　　In recent years, there are several social or political theorists, such as Jürgen 
Habermas and John Rawls, who give considerable attention to the role of religion 
in public sphere. However, their attention is limited to the established religion. This 
essay demonstrates that some ideas of new religion were developed by many social 
thinkers and they were the invisible one in the sense that they were not 
institutionalized like the revolutionary religion from the Cult of Reason to the Cult 
of the Supreme Being. Among them, Michelet’s view of religion is most similar to 
Rousseau’s idea of civil religion. The essay also shows that it is a prototype of “the 
populism as the alternative religion” in the United States, the concept that Prof. 
Anri Morimoto presented in the 42nd SHST Annual Conference last year.

Keywords:  Civil Religion, Jules Michelet, Secularization Theory, 19th-century 
France, Populism
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Populism as Substitute Religion

Anri MORIMOTO

　　Albert Hirschman’s classic The Passions and the Interests (1977) provides the 
backdrop of the argument for the rise of populism. The book offers a thrilling 
account of the intellectual transformation that occurred during the initial phase of 
capitalism: the pursuit of material interest, once condemned as “avarice,” one of the 
seven mortal sins, was assigned the new and positive role of containing the other 
sins by repressing and harnessing unruly passions. The word “interest,” however, 
meant more than “the material aspects of a person’s welfare.” In seventeenth- and 
eighteenth-century Puritan literature, the word “interest” means “being objectively 
concerned” in spiritual privileges. Likewise, the “interest” of populism today is not a 
material gain but the sense of participating in a world larger than the self via social 
media. Populism becomes more intelligible in the light of religious passion expressed 
in this desire for direct and meaningful social engagement. Integrating individual 
voices for social justice was once the function of organized religions, but today their 
function is replaced by populism. The religious character of populism is also evident 
in its dualistic world-view that paints political camps either in total good or total 
evil, resulting in unyielding fundamentalism. Participants in populist movements 
enjoy a sense of representing ultimate orthodoxy. Populism by default tends to rely 
on individual leaders’ charisma, bypassing the party system. Here also lies a parallel 
to what has happened in the churches and other religious organizations, since these 
earthly media of grace have fallen into disrepute today in favor of an unmediated 
relationship to God. The remaining question would be: are intermediary institutions 
dispensable, in either religion or politics?

Keywords: Passions and Interests, Hirschman, Anti-intellectualism, Trump, Totem
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“Islam in the Arab World” as a crucial issue  
in the Post-Cold War global intellectual history

Satoshi IKEUCHI

　　In the Post-Cold War era, the End of History thesis proposed by F. Fukuyama 
and Clash of Civilizations theory by Samuel P. Huntington were two competing 
ideas concerning the framework of the world order. Which will be the dominant 
mode of world order, either a universal dominance of liberal democracy or the 
civilizational divide? This “Fukuyama-Huntington Question” has been the 
underlying issue in the study of Post-Cold war era global intellectual history. 
Political and intellectual history of the Arab world has been the crucial issue in 
assessing the validity of either frameworks. In this short proposition, liberal 
predicament of the Arab intellectuals in the modern condition is reaffirmed. Also 
Huntingtonian unitary vision of a Islamic Civilization is refuted by juxtaposing the 
alternative view of the Arab world order characterized by mosaic-like “Dots and 
Spots” mired with multiple divisions based on sectarian, tribal and national 
identities.

Keywords:  Arab thoughts, Isram, Post-Cold-War, (Francis) Fukuyama, The End of 
History, (Samuel) Huntington, The clash of Civilizations
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す
る
。
編
集
委
員
会
が
原
稿
の
書
き
直
し
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

八
、
二
重
投
稿
は
認
め
な
い
。

九
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
著
作
権
は
、
社
会
思
想
史

学
会
に
帰
属
す
る
。
但
し
著
者
に
よ
る
論
文
の
転
載
等
を
学
会
と
し
て
制

限
す
る
も
の
で
は
な
い
。

公 

募 

論 

文 

投 

稿 

規 

程

一
、
論
文
投
稿
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
投
稿
は
随
時
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
編
集
の
都
合
上
、
投
稿
受
け
付
け
の

区
切
り
を
年
一
回
設
け
、
七
月
三
一
日
（
必
着
）
と
す
る
。
送
付
先
は
社

会
思
想
史
学
会
事
務
局
と
す
る
。

三
、
論
文
の
枚
数
は
、
論
題
、
注
、
図
表
な
ど
を
含
め
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿

用
紙
換
算
で
六
〇
枚
（
本
文
、
注
と
も
に
、
一
行
四
〇
字
、
四
〇
行
で
印

刷
し
て
、
一
五
ペ
ー
ジ
）
以
内
と
す
る
。
論
文
の
最
後
に
、
日
本
語
表
記

の
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら
五
を
付
す
。

四
、
論
文
は
、
原
則
と
し
て
、
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て

提
出
す
る
こ
と
。
原
稿
は
A 

4
サ
イ
ズ
で
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×
四
〇
行
の

書
式
と
す
る
。
論
文
に
は
、
執
筆
者
名
や
執
筆
者
を
特
定
で
き
る
よ
う
な

表
現
を
記
載
し
な
い
こ
と
。

五
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
す
る
こ
と
。

（
1
）
編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番

号
、E-m

ail

ア
ド
レ
ス
、
執
筆
者
名
の
読
み
（
ひ
ら
が
な
）
、
執
筆

者
の
専
門
領
域
（
な
る
べ
く
簡
潔
に
）
を
明
記
す
る
。

（
2
）
英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
二
〇

〇
語
程
度
の
抄
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
別
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら

五
を
付
す
。

六
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。

七
、
論
文
の
採
否
は
、
公
募
論
文
審
査
規
程
に
基
づ
き
、
編
集
委
員
会
が
決
定
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を
除
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い

る
が
、
部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や
編
集

委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

B
の
下
：
論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
編
集
委
員
会
の

指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に

す
る
。

C
：
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
2
）
（
査
読
）
査
読
者
は
、
審
査
論
文
を
四
段
階
で
評
価
し
、
査
読
報

告
を
学
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。

（
3
）
（
編
集
委
員
会
の
審
査
）
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
の
査
読
報
告

に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
論
文
を
審
査
し
て
、
合
議
に
よ
っ
て
四
段
階

で
評
価
を
確
定
す
る
。
査
読
者
の
い
ず
れ
か
が
C
評
価
を
下
し
た
論

文
は
、
審
査
に
お
い
て
原
則
と
し
て
不
採
用
と
す
る
。
編
集
委
員
会

は
、
審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

四
、
審
査
結
果
通
知
と
再
審
査

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
結
果
を
通
知
す
る
際
、
査
読
者

の
名
を
伏
せ
た
査
読
報
告
を
付
し
て
、
審
査
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

程

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
に
査
読
を
委
嘱
し
、
論
文
の
内

容
・
構
成
・
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に
書
き
直
し
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
査
読
者
の
委
嘱

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
一

篇
に
つ
き
複
数
名
の
査
読
者
を
選
任
し
て
、
査
読
を
委
嘱
す
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な

い
よ
う
、
慎
重
に
配
慮
す
る
。

（
2
）
査
読
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
間
お
よ

び
査
読
者
相
互
間
は
匿
名
と
し
、
査
読
者
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事

後
に
も
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
1
）
（
評
価
区
分
）
審
査
過
程
に
お
い
て
、
査
読
者
や
編
集
委
員
会
は

そ
れ
ぞ
れ
、
論
文
を
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
四
段
階
に
区
別

し
て
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

A
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報

掲
載
に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
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る
。

（
2
）
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
投
稿
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
論
文

を
書
き
直
し
て
再
提
出
し
、
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
は
、
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
箇
所
の
他
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
編
集
委
員
会
は
、
再
提
出
さ
れ
た
論
文
を
審
査
報
告
に
照
ら
し
て

再
審
査
し
、
論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
再

審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

五
、
個
人
情
報
の
保
護

査
読
者
、
編
集
委
員
会
、
学
会
事
務
局
、
幹
事
会
は
、
公
募
論
文
の
審
査

過
程
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
。
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執 

筆 

要 

領

■
表　

記

1　

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

2　

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

（
例
）　

故
に
→
ゆ
え
に　

所
謂
→
い
わ
ゆ
る　

然
る
に
→
し
か
る
に

　

等

3　

引
用
文
は
「　
　

」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『　
　

』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
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
）
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社
会
思
想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
規
定

一　

目
的
お
よ
び
名
称

１　

社
会
思
想
史
学
会
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
公
募
論
文
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
論
文
を
執
筆
し
た
研
究
者
に
対
し
て
、

そ
の
業
績
を
顕
彰
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
「
社
会
思

想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
」
を
授
与
す
る
。

二　

受
賞
資
格
者

１　

論
文
掲
載
時
点
で
修
士
号
取
得
後
十
五
年
未
満
の
会
員
に
限
る
。

２　

受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

三　

選
考
方
法

１　

受
賞
者
は
年
報
編
集
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
き
、
幹
事
会
で
決
定
さ

れ
る
。

四　

賞
の
授
与
お
よ
び
公
表

１　

受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
（
三
万
円
）
を
授
与
す
る
。

２　

社
会
思
想
史
学
会
全
国
大
会
総
会
で
受
賞
者
の
表
彰
を
お
こ
な
う
。

３　

受
賞
論
文
に
つ
い
て
は
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
そ
の
旨
を
明
記
す

る
。

五　

附
則

１　

本
規
定
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
刊
行

予
定
）
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

２　

本
規
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

　

お
か
げ
さ
ま
で
何
と
か
無
事
に
第
四
十

二
号
を
お
届
け
す
る
段
取
り
と
な
り
ま
し

た
。
今
回
は
公
募
論
文
が
最
終
的
に
は
四

本
で
確
定
し
、
や
や
さ
び
し
い
紙
面
に

な
っ
て
し
ま
う
か
と
心
配
い
た
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
古
典
、
現
代
思
想
、
ア
ジ

ア
の
思
想
、
現
代
社
会
問
題
と
ヴ
ァ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
テ
ー
マ
で
、
少
数
な
が
ら

特
徴
あ
る
構
成
と
な
り
ま
し
た
。
掲
載
順

を
ど
う
す
る
か
編
集
委
員
会
で
や
や
悩
み

ま
し
た
が
、
お
読
み
い
た
だ
い
た
感
じ
は

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

特
集
論
文
に
つ
い
て
は
、
現
代
世
界
に

深
く
切
り
込
む
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
を
、

社
会
思
想
と
の
関
わ
り
か
ら
扱
っ
た
昨
年

の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
三
本
の

論
考
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ご
多
忙
の
折
に
充
実
し
た
御
論
考
を
お
寄

せ
く
だ
さ
っ
た
執
筆
者
の
み
な
さ
ま
に
深

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

書
評
に
は
、
こ
れ
も
多
彩
な
書
籍
が
対

象
と
し
て
選
ば
れ
、
掲
載
順
序
を
め
ぐ
っ

て
編
集
委
員
会
で
し
ば
ら
く
議
論
い
た
し

ま
し
た
。
例
年
、
書
評
で
取
り
上
げ
る
書

籍
リ
ス
ト
の
母
体
は
、
会
員
の
皆
様
か
ら

の
推
薦
を
も
と
に
作
成
さ
れ
ま
す
の
で
、

こ
の
変
化
も
ま
た
、
学
会
の
関
心
の
推
移

を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ち

な
み
に
非
会
員
の
著
作
で
も
会
員
が
評
す

る
な
ら
書
評
対
象
本
と
な
り
ま
す
。
次
号

に
も
皆
様
か
ら
の
積
極
的
な
ご
推
薦
を
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

先
日
、
学
会
で
見
か
け
る
思
想
的
テ
ー

マ
が
社
会
的
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
新
聞
記
事
を
読
ん
で
驚
き
ま
し
た
。
国

内
外
の
情
勢
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
動
と
は

裏
腹
に
、
静
か
に
書
物
を
ひ
も
と
き
社
会

思
想
史
の
知
見
を
求
め
る
人
び
と
は
存
在

し
、
あ
る
い
は
増
大
さ
え
す
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
本
誌
は
あ
く
ま
で
地
道
に
、

皆
様
の
よ
い
仕
事
を
手
堅
く
お
届
け
す
る

場
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

 

（
編
集
主
任　

中
山
智
香
子
）
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好　評　既　刊

今
こ
そ
求
め
ら
れ
る
「
真
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
論
考
を
精
選
。

竹
山
道
雄
セ
レ
ク
シ
ョ
ン（
全
４
巻
）

平
川
祐
弘 

編 

完
結　

四
六
上
製　

全
巻
揃
二
万
一
二
〇
〇
円

第
1
巻　

昭
和
の
精
神
史

［
解
説
］秦
郁
彦　
［
竹
山
道
雄
を
読
む
］牛
村
圭

第
2
巻　

西
洋
一
神
教
の
世
界

［
解
説
］佐
瀨
昌
盛　
［
コ
ラ
ム
］苅
部
直

第
3
巻　

美
の
旅
人 

附
＝
略
年
譜
／
著
作
一
覧
／
人
名
索
引

［
解
説
］芳
賀
徹　
［
竹
山
道
雄
を
読
む
］稲
賀
繁
美

第
4
巻　

主
役
と
し
て
の
近
代

［
解
説
］平
川
祐
弘　
［
竹
山
道
雄
を
読
む
］大
石
和
欣

手
紙
を
通
し
て
読
む 
竹
山
道
雄
の
世
界

平
川
祐
弘
＝
編
著�

四
六
〇
〇
円

「
免
疫
学
」
の
最
先
端
の
成
果
を
通
じ
て
知
的
衝
撃
を
与
え
た
多
田
富
雄
の
全
貌
！

多
田
富
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
全
５
巻
）

 

完
結　

四
六
上
製　

全
巻
揃
一
万
五
〇
〇
〇
円

第
1
巻　

自
己
と
は
何
か　
免
疫
と
生
命

［
解
説
］中
村
桂
子
・
吉
川
浩
満

第
2
巻　

生
の
歓
び　
食
・
美
・
旅

［
解
説
］池
内
紀
・
橋
本
麻
里

第
3
巻　

人
間
の
復
権　
リ
ハ
ビ
リ
と
医
療

［
解
説
］立
岩
真
也
・
六
車
由
実

第
4
巻　

死
者
と
の
対
話　
能
の
現
代
性

［
解
説
］赤
坂
真
理
・
い
と
う
せ
い
こ
う

第
5
巻　

寛
容
と
希
望　
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

［
解
説
］最
相
葉
月
・
養
老
孟
司�

附
＝
著
書
一
覧
・
略
年
譜

い
の
ち
愛
づ
る
生
命
誌
（
バ
イ
オ
ヒ
ス
ト
リ
ー
）

中
村�

桂
子　

38
億
年
か
ら
学
ぶ
新
し
い
知
の
探
究�

二
六
〇
〇
円

植
民
地
下
朝
鮮
か
ら「
在
日
」を
生
き
ぬ
く
、詩
人
で
あ
り
思
想
家
の
全
て
!!

金
時
鐘
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
全
12
巻
）

�

＊
白
抜
き
数
字
は
既
刊

時
代
を「
写
し
た
」男 

ナ
ダ
ー
ル 

1820-1910

石
井�

洋
二
郎�

八
〇
〇
〇
円

明
治
の
光 

内
村
鑑
三　

新
保
祐
司�

三
六
〇
〇
円

胡
適 

1891-1962 

中
国
革
命
の
中
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

Ｊ
・
グ
リ
ー
ダ
ー　

佐
藤�

公
彦
＝
訳�

八
〇
〇
〇
円

別
冊
『
環
』
�
　
浪
川 

健
治
・
古
家 

信
平
＝
編

江
戸
―
明
治　

連
続
す
る
歴
史�

三
八
〇
〇
円

釈
伝 

空
海 

㊤ 

㊦　

西
宮�

紘�

各
四
二
〇
〇
円

知
の
総
合
を
め
ざ
し
て 

歴
史
学
者
シ
ャ
ル
チ
エ
と
の
対
話

Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー　

加
藤
晴
久
・
倉
方
健
作
編
訳=

解
説�

三
六
〇
〇
円

1 

日
本
に
お
け
る
詩
作
の
原
点

　

�［
解
説
］佐
川
亜
紀　
［
解
題
］浅
見
洋
子

2 

幻
の
詩
集
、
復
元
に
む
け
て

　

�［
解
説
］
宇
野
田
尚
哉
［
解
説
・
解
題
］
浅
見
洋
子

3 

海
鳴
り
の
な
か
を

　

�

［
解
説
］吉
増
剛
造［
解
題
］浅
見
洋
子

4 

「
猪
飼
野
」
を
生
き
る
ひ
と
び
と

　

�

［
解
説
］鵜
飼
哲［
解
題
］浅
見
洋
子

5 

日
本
か
ら
光
州
事
件
を
見
つ
め
る

　

�

［
解
説
］細
見
和
之［
解
題
］浅
見
洋
子

6 

新
た
な
抒
情
を
も
と
め
て

　

�

［
解
説
］鵜
飼
哲［
解
題
］浅
見
洋
子

7 

在
日
二
世
に
む
け
て

　

�［
解
説
］四
方
田
犬
彦［
解
題
］細
見
和
之

8 

幼
少
年
期
の
記
憶
か
ら

　

�

［
解
説
］金
石
範［
解
題
］細
見
和
之

9 

故
郷
へ
の
訪
問
と
詩
の
未
来

　

�［
解
説
］多
和
田
葉
子［
解
題
］細
見
和
之

� 

真
の
連
帯
へ
の
問
い
か
け

　

�

［
解
説
］中
村
一
成［
解
題
］細
見
和
之

� 

歴
史
の
証
言
者
と
し
て

　

�

［
解
説
］姜
信
子［
解
題
］細
見
和
之

� 

人
と
作
品　

金
時
鐘
論

　
　
　
　

［
附
］年
譜
・
著
作
一
覧 内

容
見
本
呈


