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第 10 回（2020 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 44 号掲載）

　　柏崎正憲

　　「ジョン・ロックにおける自然法と市民的美徳  

� ――政治的貢献から勤勉へ」

〈選考経過〉

　2020 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 44 号の公募論文には 20 篇の応募があったが、

最終審査を経て掲載に至ったのは 5 篇であった。このうち上記の論文については、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。

　ジョン・ロックは、17 世紀後半イングランドの代表格ながら、不思議に位置の定まら

ぬ思想家である。例えば、ブルジョワ的な「所有的個人主義」の淵源（マクファーソン）

か、共和主義的な「シヴィック・ヒューマニズム」の風潮に抗した自然法論者（ポーコッ

ク）か。だが、真に問われるべきは安易に近代リベラリズムの先駆者とする通説であろう。

　著者はまず「シティズンシップ」という語の内実に着目して、それが「近代国家にお

いては、その成員としての法的地位」すなわち「市民権」を示す一方で、「伝統的用法

においては、形式的地位のみならず、成員に期待される道徳的な態度や気風にかんする

理想」たる「市民像」をも含んでいたと指摘する。ここに「市民的美徳」という主題が

浮上する。

　この共通善への自発的かつ政治的な貢献としての「美徳」は、かつては少数の卓越し

た成員に限定されていたが、ホッブズはそれを「受動的服従」と読み替えて全成員の要

件に拡張した。それに対してロックが自然法から導出し、「能動的生活」のために奨励

した主要な徳目は、「精神的および物質的生活の改善という意味における勤勉」であり、

その担い手はやはり全成員とされたが、主眼はむしろ商業的貢献にあった。このように

して、「古典的類型にも近代的類型にも還元しえない、過渡的だが独創的なシティズン

シップの構想」が解明されている。これはまた、ロックにおける自然法思想と共和主義

の相関、あるいは政治思想と経済思想の関連といった論議にも新たな一石を投じる貴重

な成果といえよう。

　本稿は、研究史を的確に把握した上で、原典の精確で斬新な読解を踏まえて、堅実に

論証を展開している完成度の高い論文であり、専門分野を超えて幅広く読まれるに値す

るという点で、学会に対する研究成果の貢献度も著しいというのが、審議にあたった編

集委員会の一致した見解であった。

　以上の報告に基づき、2020 年 6 月 6 日の幹事会は、柏崎会員に第 10 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。

 2020 年 10 月 24 日　

 社会思想史学会　
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本
号
の
特
集
テ
ー
マ
は
「
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？
」
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
例
年
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
同
テ
ー
マ

で
開
催
さ
れ
た
前
年
度
の
社
会
思
想
史
学
会
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
登
壇
い
た
だ
い
た
方
々
に
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
。
例

年
ど
お
り
で
な
い
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
大
会
が
史
上
初
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
こ
の
大
会
を
前
に
し
て
、
日
本
学
術
会
議
が
推
薦
し
た
新
規
会
員
候
補
一
〇
五
人
の
う
ち
六
名
の
任
命
が
拒
否
さ
れ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
学
会
幹
事
会
も
任
命
拒
否
の
理
由
を
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
と
、
そ
う

し
た
説
明
抜
き
の
今
回
の
措
置
を
撤
回
す
る
こ
と
を
求
め
る
声
明
を
出
し
た
。

　

現
実
の
不
正
や
病
理
や
歪
み
を
問
う
批
判
的
な
討
論
は
、
社
会
思
想
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
、
民
主
的
な
社
会
に
と
っ
て
も

不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
難
し
く
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
近
年
、
批
判
が
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

忖
度
や
同
調
圧
力
な
ど
の
言
葉
が
現
状
の
記
述
の
た
め
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
公
文
書
の
改
ざ
ん
な
ど
が
明
る
み
に
出
て
も
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判
は
積
極
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
野
党
は
批
判
ば
か
り
」
と
い
っ
た
冷
笑
的
な
反
応

に
直
面
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
世
界
的
に
も
、
選
挙
と
い
う
体
裁
は
維
持
し
て
い
る
が
、
野
党
や
批
判
的
メ
デ
ィ
ア
に
対

し
て
抑
圧
的
な
権
威
主
義
体
制
の
台
頭
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
情
況
に
お
い
て
社
会
批
判
の
あ
り
方
を
反
省
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、「
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
。
本
号
で
は
三
人
の
会
員
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。
藤
野
寛
会
員
は
歴
史
哲
学
的
な
前
提
に
注

目
し
て
批
判
理
論
、
と
り
わ
け
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
小
野
寺
研
太
会
員
は
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー

の
一
連
の
議
論
に
注
目
し
な
が
ら
、
社
会
批
判
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
検
討
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
思
想
史
的
に
「
使
う
」

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。
三
宅
芳
夫
会
員
は
カ
ン
ト
主
義
的
な
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー

ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
と
資
本
主
義
世
界
経
済
の
複
合
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
批
判
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
論
文
も
「
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
に
イ
エ
ス
と
答
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
角

か
ら
議
論
を
展
開
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
社
会
批
判
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社
会
批
判
を

扱
う
の
に
最
も
適
し
た
研
究
領
域
の
一
つ
で
あ
る
社
会
思
想
史
研
究
の
現
在
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
も
、
こ
の
特
集
は
お
読

み
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

（
野
口
雅
弘
）



9　●　批判の規範的前提と歴史哲学――藤野 寛

「
私
の
批
判
理
論
理
解
に
は
、
運
動
の
自
己
省
察
に
参
加
す
る
と
い

う
こ
と
が
含
ま
れ
ま
す

）
1
（

」

　

二
〇
〇
〇
年
の
論
考
「
系
譜
学
的
留
保
つ
き
の
再
構
成
的
社
会
批
判
」

の
中
で
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
批
判
を
め
ぐ
る
議
論
が
置
か
れ

て
い
る
状
況
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

す
で
に
何
年
も
前
か
ら
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
マ
ル
ク
ス
主

義
が
自
律
し
た
理
論
と
し
て
は
終
焉
を
迎
え
て
こ
の
か
た
、
こ
れ

以
上
な
い
ほ
ど
多
様
に
異
な
る
観
点
の
も
と
で
、
次
の
問
い
が
議

論
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
歴
史
哲
学
か
ら
何
も
借
り
出
す
こ
と
な

く
、
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
社
会
の
背
後
に
ま
で
批
判
的
に
問
い

遡
る
た
め
の
適
切
な
立
脚
点
を
見
出
す
こ
と
は
、
い
か
に
す
れ
ば

可
能
か

）
2
（

。

　

こ
こ
で
の
こ
だ
わ
り
ど
こ
ろ
は
、
「
歴
史
哲
学
か
ら
何
も
借
り
出
す

こ
と
な
く
」
と
、
さ
ら
っ
と
言
わ
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
ホ
ネ
ッ
ト
自

身
は
そ
う
い
う
「
借
り
出
し
」
を
す
っ
か
り
断
念
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
で
な
い
証
拠
に
、
近
著
『
社
会
主
義
の
理

念
』
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
こ
の
か
た
の
歴
史
の
再
構
成
が
本
格

的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
「
歴
史
哲
学
」
と
呼
ぶ
に
は

や
や
小
ぶ
り
の
歴
史
の
参
照
で
あ
り
、
全
体
理
論
と
し
て
の
歴
史
哲
学

で
は
な
い
。
全
体
理
論
と
し
て
の
歴
史
哲
学
（
大
き
な
物
語
）
に
拠
り

〈
特
集
〉
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？　

〈
論
文
〉

批
判
の
規
範
的
前
提
と
歴
史
哲
学

藤
野 

寛
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か
か
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
こ
そ
、
理
論
は
袋
小
路
に
追
い
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
警
戒
心
が
働
く
と
し
て
も
無
理
も

な
い
。
奨
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
客
観
的
に
展
開
さ
れ
る
社
会
運
動
へ

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一　

批
判
の
規
範
的
前
提

　

1　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
よ
る
批
判
的
社
会
理
論
に
対
し
て
は
、

そ
の
「
否
定
主
義
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
外
部
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
内
部

か
ら
も
―
―
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
非
難
が
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
社
会

を
批
判
す
る
、
と
標
榜
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
こ
そ
批
判

が
可
能
と
な
る
規
範
的
前
提
、
批
判
の
基
準
に
つ
い
て
、
黙
し
て
語
ら

な
い
、
と
い
う
非
難
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
い
う
規
範
的
前
提
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
語
ろ
う
と
し
な
い

）
3
（

の
で
あ
れ
ば
、
不
誠
実
だ

し
、
そ
の
規
範
的
前
提
を
こ
れ
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
批
判
は
神
学
的
批
判
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

「
神
の
国
」
に
照
ら
し
て
現
実
を
批
判
す
る
の
だ
が
、
そ
の
「
神
の
国
」

な
ど
批
判
者
の
頭
の
中
に
し
か
な
い
空
想
（
妄
想
）
に
過
ぎ
な
い
で
は

な
い
か
。

　

2　

し
か
し
、
こ
の
（
種
の
）
非
難
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
誤
解
に
基

づ
く
不
当
な
言
い
が
か
り
で
あ
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
の
論
考
「
軽
ん
じ
ら
れ

る
こ
と
の
社
会
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
―
一
つ
の
批
判
的
社
会
理
論
の
基

礎
づ
け
の
た
め
に

）
4
（

」
を
読
む
と
、
そ
の
点
が
こ
の
上
な
く
説
得
的
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

　

批
判
の
規
範
的
前
提
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
そ
れ
こ
そ
、
「
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
伝
統
に
立
つ
社
会
理
論
が
社
会
批
判
の
爾
余
一
切
の
潮
流

や
傾
向
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
質
」
（89/7

）
に
関
わ
る
も
の
だ
、
と
言

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
的
遺
産
の
一
つ
を
受
け

継
い
だ
た
め
に
生
じ
た
問
題
」（89/7

）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
「
遺
産
」

と
は
、
「
社
会
に
つ
い
て
の
批
判
が
そ
の
対
象
を
批
判
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
は
、
理
論
が
、
自
ら
の
批
判
的
視
点
を
構
成
す
る
要
素
を
、

そ
の
対
象
そ
の
も
の
の
中
に
社
会
的
現
実
と
し
て
再
発
見
し
う
る
場
合

に
限
ら
れ
る
」
（89/8

）
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
「
要
素
」
に
表

現
を
与
え
よ
う
と
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
「
世
界
の
内
側
で
世
界
を
内
在
的
に

乗
り
超
え
る
た
め
の
何
ら
か
の
契
機
」
（89/8

）
、「
学
的
反
省
に
先
だ
っ

て
存
在
す
る
社
会
的
解
放
の
次
元
」
（90/8

）
、
「
社
会
の
日
常
的
現
実

が
も
つ
解
放
へ
の
潜
在
力
」
（91/9

）
と
い
う
具
合
に
、
様
々
に
骨
折

る
の
だ
が
、
肝
腎
な
の
は
、
批
判
の
た
め
の
規
範
的
前
提
は
―
―
ど
こ

に
も
な
い
の
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
理
論
家
の
頭
の
中
に
し
か
な

い
の
で
も
な
く
―
―
解
放
へ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
社
会
的
現
実
の
中

に
「
あ
る
」
と
さ
れ
る
点
だ
。
「
解
放
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
は
あ
る
べ
き

社
会
に
向
け
て
の
変
革
の
プ
ロ
セ
ス
だ
ろ
う
が
、
た
だ
し
、
そ
の
「
要

素
」「
契
機
」「
次
元
」「
潜
在
力
」
は
、
上
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
再
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発
見
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
。
必
ず
し
も
明
示
的
（explizit

）

に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
暗
々
裏
（im

plizit

）
な
存
在
で
し
か

な
い
。
「
学
的
反
省
に
先
だ
っ
て
」
と
い
う
形
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
所

以
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
こ
そ
、
社
会
理
論
（
家
）
に
出
番
が
回
っ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。

　

批
判
理
論
と
は
「
解
放
と
い
う
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
知
的
な
側
面
で

あ
る

）
5
（

」
と
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
深
く
確
信
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と

い
う
（
今
日
、
社
会
批
判
は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
は
、
こ
の
確
信
は
今
日

な
お
維
持
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
い
だ
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
）
。
解
放
の
運
動
は
、
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
客
観
的
に

存
在
し
て
お
り
、
そ
の
運
動
の
中
で
は
（
批
判
の
た
め
の
）
規
範
的
前

提
は
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
概
し
てim

plizit

に
。

だ
か
ら
こ
そ
、
批
判
理
論
の
引
き
受
け
る
べ
き
課
題
は
、
規
範
の
「
根

拠
づ
け
」
で
は
な
く
、
「
再
発
見
」
で
あ
り
「
再
構
成
」
と
な
る
の
だ
。

　

単
に
「
事
実
確
認
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
理
論
な
ど
と
い
う

も
の
は
お
よ
そ
存
在
す
ま
い
。
そ
れ
は
現
状
肯
定
の
誹
り
を
免
れ
な
い
。

す
べ
て
の
理
論
は
何
ほ
ど
か
は
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
の
批
判
理
論
は
何
が
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
と
、
客
観
的
に

存
在
す
る
歴
史
の
動
向
に
随
走
し
、
そ
の
知
的
表
現
で
も
あ
る
、
と
い

う
点
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
批
判
理
論
は
、
歴
史
哲
学
、
そ
れ
も
肯

定
的
な
歴
史
哲
学
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
。
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ

の
肯
定
的
な
（
進
歩
へ
の
）
動
向
に
と
っ
て
妨
害
と
な
っ
て
い
る
よ
う

な
現
実
な
の
だ
。

　

3　

社
会
的
解
放
の
プ
ロ
セ
ス
が
客
観
的
に
確
認
で
き
る
、
な
ど
と

聞
か
さ
れ
る
と
、
そ
の
肯
定
的
な
口
調
に
意
表
を
突
か
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
以
降
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

／
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
理
論
像
に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る

条
件
反
射
的
な
誤
反
応
で
あ
る
。
そ
の
反
応
に
あ
っ
て
は
、
「
世
界
の

内
側
で
の
乗
り
超
え
と
で
も
い
い
う
る
よ
う
な
何
ご
と
か
が
起
こ
り
得

る
か
も
し
れ
な
い
場
所
と
し
て
は
、
た
だ
も
う
、
現
代
芸
術
の
経
験
し

か
残
さ
れ
て
い
な
い
」（91/9

）
か
の
よ
う
な
有
り
様
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
り
す
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ホ
ネ
ッ
ト
が
接
続
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
『
啓
蒙

の
弁
証
法
』
以
降
の
こ
の
批
判
理
論
で
は
な
い
。
「
伝
統
的
理
論
と
批

判
理
論
」
を
（
亡
命
先
の
U 

S 

A
で
）
発
表
し
た
一
九
三
七
年
に
「
解
放

の
次
元
」
へ
の
信
頼
を
な
お
辛
う
じ
て
捨
て
き
っ
て
い
な
か
っ
た
ホ
ル

ク
ハ
イ
マ
ー
だ
。
一
九
九
四
年
の
論
考
で
ホ
ネ
ッ
ト
が
描
き
出
し
て
い

る
「
再
構
成
的
批
判
理
論

）
6
（

」
と
は
、
そ
れ
こ
そ
が
ホ
ネ
ッ
ト
自
身
が
継

承
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
執
筆
の
共
同
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ

た
時
点
で
は
、
こ
の
社
会
的
解
放
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
信
頼
は
既
に
失
わ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
四
一
年
と
い
う
時
間
を
考
え
れ
ば
、
無
理

も
な
い
、
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、
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そ
し
て
ホ
ネ
ッ
ト
に
と
っ
て
も
「
解
放
へ
の
関
心
が
学
的
反
省
に
先

だ
っ
て
根
を
お
ろ
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
領
野
へ
と
通
ず
る
回
路
が
、

そ
も
そ
も
も
う
一
度
新
た
に
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」

（92/10

）
の
だ
。

　

そ
う
い
う
領
野
を
、
両
者
は
ど
こ
に
見
出
し
た
の
か
。
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
、
一
九
四
五
年
に
始
ま
る
西
ド
イ
ツ
の
民
主
化
の
プ
ロ
セ
ス
（
及
び
、

そ
れ
を
背
後
か
ら
支
え
る
、
西
洋
近
代
の
民
主
主
義
の
実
践
）
の
中
に
、
ホ

ネ
ッ
ト
は
一
九
六
八
年
こ
の
か
た
の
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
社
会
運
動
の
中
に
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
逆
に
言
う
と
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
は
、
戦
後
西

ド
イ
ツ
の
民
主
化
の
試
み
の
中
に
―
―
実
践
的
に
は
自
分
た
ち
が
そ
れ

を
中
核
的
に
担
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

）
7
（

―
―
理
論
的
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、
上
記
（
一
九
六

八
年
こ
の
か
た
）
の
社
会
運
動
に
対
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
反
応
も
概

し
て
鈍
い
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

）
8
（

。

　

4　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
批
判
理
論
が
他
の
批
判
的
社
会
学
と
一
線

を
画
す
る
の
は
、
解
放
に
向
け
た
批
判
の
た
め
の
規
範
的
基
準
の
客
観

的
存
在
を
前
提
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
が
、
第
一
世

代
は
そ
う
し
た
前
提
に
対
し
て
徹
底
し
て
懐
疑
的
姿
勢
を
取
り
、
解
放

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
な
も
の
、
美
的
な
も
の
、
あ
る

い
は
秘
教
的
な
も
の
に
求
め
た
、
と
す
る
解
釈
は
い
か
に
も
有
力
な
も

の
で
あ
り
、
広
く
流
布
し
て
お
り
侮
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、

少
な
く
と
も
一
九
三
〇
年
代
の
第
一
世
代
理
解
に
関
す
る
限
り
、
誤
れ

る
俗
説
で
あ
る

）
9
（

。
こ
の
タ
イ
プ
の
俗
説
に
私
自
身
つ
い
つ
い
囚
わ
れ
が

ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
今
回
、
こ
の
（
か
つ
て
自
分
が
訳
し
さ
え
し
た
）

ホ
ネ
ッ
ト
論
文
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
て
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
気
づ

か
さ
れ
た
。
蒙
を
啓
か
れ
た
。

二　

歴
史
哲
学

　

1　

理
性
主
義
と
は
ど
ん
な
主
義
・
主
張
か
。
人
間
が
理
性
と
い
う

能
力
を
具
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
も
異
論
な
か
ろ
う
。
理
性

と
い
う
こ
の
能
力
が
、
個
々
人
が
人
生
と
い
う
難
儀
を
乗
り
切
っ
て
ゆ

く
上
で
、
究
極
の
と
こ
ろ
で
頼
り
に
な
る
か
否
か
が
問
題
な
の
で
あ
っ

て
、
無
力
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
理
性
主
義
だ
ろ

う
。
理
性
主
義
（
1
）
と
呼
ぼ
う
。
カ
ン
ト
的
理
性
主
義
だ
が
、
そ
れ

と
は
異
な
る
理
性
主
義
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
理
性
主
義

だ
（
理
性
主
義
（
2
）
）
。
つ
ま
り
、
歴
史
を
一
つ
の
理
に
適
う
変
化
の

プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
、
と
い
う
理
性
主
義
だ
。
た
だ
し
、
そ
の
歴
史
は

与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
作
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
し
か

も
、
自
分
た
ち
に
具
わ
る
理
性
と
い
う
能
力
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
理
性
主
義
（
2
）
は
理
性
主
義

（
1
）
に
基
づ
い
て
い
る
（
こ
の
分
類
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
主
観
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的
理
性
／
客
観
的
理
性
の
区
別
に
想
を
得
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
理
性
主
義

（
2
）
は
、
歴
史
哲
学
だ
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
批
判
理
論
は
歴

史
哲
学
で
も
あ
る
（
そ
の
点
は
、「
進
歩
」
と
い
う
言
葉
を
忌
避
し
、「
進
化
」

に
置
き
換
え
た
と
し
て
も
、
変
わ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
）
。

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
批
判
的
社
会
理
論
か
ら
学
べ
る
こ
と
の
一

つ
は
、
批
判
の
可
能
性
に
は
歴
史
哲
学
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
、
と

い
う
視
点
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
今
日
の
批
判
（
理
論
）
の
困

難
を
、
一
定
程
度
説
明
し
て
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
に
つ
い
て

哲
学
的
に
思
考
す
る
こ
と
の
難
し
さ
だ
。

　

そ
の
困
難
を
自
覚
す
る
上
で
、
大
い
に
貢
献
し
た
の
が
、
リ
オ
タ
ー

ル
に
よ
る
「
大
き
な
歴
史
（
物
語
）
／
小
さ
な
歴
史
（
物
語
）
」
と
い

う
区
別
だ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
大
き
な
歴
史
に

つ
い
て
、
そ
れ
も
そ
こ
で
の
進
歩
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
至
難
に
な
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
さ
な
歴
史
（
物
語
）
は
複
数
あ
り
、
そ
こ
で

は
前
進
や
ら
後
退
や
ら
が
入
り
混
じ
り
競
合
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、

「
一
つ
の
進
歩
」
や
「
一
つ
の
理
性
」
と
い
う
こ
と
は
言
い
に
く
く
な
っ

て
い
る
。

　

2　

こ
こ
で
私
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
よ
っ
て
歴
史
哲
学
に
と
ど
め
が

刺
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
死
刑
宣
告
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
は
る
か
以

前
に
、
一
度
、
下
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
四
〇
年
に
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
た
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
を
思
い
浮

か
べ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
は
歴
史
哲
学
に
正
面
切
っ
て

死
刑
宣
告
が
下
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
神
学
の
協

力
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な
い
よ
う
な
歴
史
哲
学
の
可
能
性
が
探
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
、
神
学
と
の
連
帯
を
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
（
私
の
よ
う
な
）
神
な
き
衆
生
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
、
事
実
上
、

歴
史
哲
学
へ
の
死
刑
宣
告
に
等
し
い
も
の
に
読
め
る
。

　

歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
に
は
前
史
が
あ
る
。
一
九
三
七
年
三
月
に
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
手
紙
の
中
で
、
『
社
会
研
究
誌
』
に
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
寄
せ
た
「
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ッ
ク
ス
、
蒐
集
家
に
し
て
歴

史
家
」
に
対
す
る
感
想
と
し
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
次
の
よ
う
に
書

い
た
（
ロ
ル
フ
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
の
論
考
か
ら
孫
引
き
す
る
）
。

　

過
ぎ
去
っ
た
不
正
は
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
決
着
が
つ
い
た
の

で
す
。
虐
殺
さ
れ
た
人
は
事
実
確
か
に
虐
殺
さ
れ
た
の
で
す
。
究

極
の
と
こ
ろ
、
あ
な
た
の
発
言
は
神
学
的
で
す
。
非
完
結
性
と
い

う
こ
と
を
と
こ
と
ん
真
剣
に
受
け
止
め
る
と
、
つ
ま
り
は
「
最
後

の
審
判
」
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
す
る

に
は
、
し
か
し
、
私
の
思
考
は
あ
ま
り
に
も
唯
物
論
的
に
汚
染
さ

れ
す
ぎ
て
い
ま
す

）
10
（

。

　

そ
し
て
、
一
九
三
九
年
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
「
ヒ
ト
ラ
ー
／
ス
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タ
ー
リ
ン
協
定
（
独
ソ
不
可
侵
条
約
）
」
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
い
か
に
深
い

絶
望
に
突
き
落
と
し
た
か
は
、
こ
れ
ま
た
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
が
印
象
深
く

描
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
受
け
た
衝
撃
も

劣
ら
ず
深
か
っ
た
は
ず
だ
。
一
九
三
九
年
は
や
は
り
一
つ
の
切
れ
目
に

な
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
依
然
と
し
て
歴
史

に
信
頼
を
置
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
が
進
歩
の

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
純
な
「
一
方
通
行
路
」
で
な

い
こ
と
ぐ
ら
い
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
先
刻
承
知
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
歴
史
の
進
歩
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
へ
の
信
頼
は
一
九
三
七
年

（
「
伝
統
的
理
論
と
批
判
理
論
」
）
の
時
点
で
は
な
お
失
わ
れ
て
い
ま
い
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
そ
し
て
ホ
ネ
ッ
ト
が
試
み
た
の
は
、
『
啓
蒙
の

弁
証
法
』
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
一
九
三
〇
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の

そ
れ
へ
と
ね
じ
を
巻
き
戻
し
、
そ
こ
に
接
続
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ

た
。
歴
史
に
（
客
観
的
に
）
内
在
す
る
理
性
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
へ
の
信

頼
が
取
り
戻
そ
う
と
試
み
ら
れ
る
の
だ
。

三　

客
観
的
理
性

　

1　
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
印
象
が
あ
ま
り
に
も
強
烈
な
も
の
だ
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
が
理
性
主
義
者
だ
っ
た

こ
と
を
、
と
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
に
な
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義

者
だ
っ
た
（
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

は
―
―
ホ
ネ
ッ
ト
が
再
構
成
す
る
よ
う
に
―
―
「
歴
史
（
過
程
）
の
中

の
理
性
」
と
い
う
考
え
に
し
か
と
定
位
し
て
こ
そ
、
そ
の
批
判
理
論
を

構
想
し
え
た
の
だ
っ
た
。
当
初
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
生
産
・
労
働
の
営

み
の
中
に
進
歩
を
（
理
性
を
）
認
め
た
の
だ
し
、
続
い
て
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
中
に
（
民
主
主
義
の
中
に
）
、
ホ
ネ
ッ

ト
は
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
（
例
え
ば
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
る
社
会
運
動
）

の
展
開
の
中
に
、
再
び
、
理
性
と
進
歩
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

　

2　

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
「
理
性
の
概
念
に
寄
せ
て
」
を
読
む
と
、

主
観
的
理
性
／
客
観
的
理
性
の
区
別
と
い
う
論
点
自
体
は
と
て
も
す
っ

き
り
腑
に
落
ち
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
間
を
思
い
起
こ
す
と
、

た
ち
ま
ち
疑
問
が
噴
き
出
さ
ず
に
は
す
ま
な
い
。
一
九
五
二
年
に
、
彼

は
な
お
「
客
観
的
理
性
」
と
い
う
考
え
を
維
持
で
き
る
と
考
え
て
い
た

の
か
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
、
主
観
的
理
性
＝
道
具
的
理
性

を
理
性
そ
の
も
の
へ
と
全
体
化
し
て
し
ま
っ
た
後
で
、
客
観
的
理
性
に

つ
い
て
語
る
余
地
な
ど
彼
は
自
ら
に
塞
い
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
の
か
（
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
「
客
観
的
理
性
」
と
い
う
言
葉
は
出

て
こ
な
い
だ
ろ
う

）
11
（

）
。

　

3　

歴
史
の
進
歩
と
い
う
考
え
は
、
客
観
的
理
性
の
概
念
（
理
念
）

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
が
客
観
的
に
存
在
す
る
、
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と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
理
性
を
備
え
る
人
間
が
生
き
て
い

る
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
理
性
は
、
依
然
と
し
て
人
間
の
頭
（
心
）
の

中
に
引
き
籠
っ
た
ま
ま
だ
。
観
念
的
な
ま
ま
だ
。
理
性
は
外
化
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
制
度
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。
理
に

適
っ
た
道
徳
の
存
在
は
、
客
観
的
か
。
い
や
、
条
文
化
さ
れ
ね
ば
未
だ

客
観
的
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
法
律
だ
。
そ
れ
で
も
、
言
葉

に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
依
然
と
し
て
観
念
的
か
。

　

こ
う
い
う
風
に
考
え
始
め
る
と
、
物
質
主
義
（
唯
物
論
）
と
い
う
選

択
肢
へ
の
突
進
が
止
ま
ら
な
く
な
る
。
経
済
が
下
部
構
造
だ
、
と
い
う

よ
う
な
考
え
だ
。
客
観
化
と
は
、
物
質
化
の
こ
と
な
の
か
。
明
日
の
パ

ン
（
米
）
の
心
配
を
し
な
く
て
す
む
こ
と
が
、
理
性
の
客
観
化
か
。
自

由
の
実
現
と
は
、
明
日
の
パ
ン
を
め
ぐ
る
思
い
煩
い
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
な
の
か

）
12
（

。
そ
れ
が
、
よ
り
理
に
適
っ
た
社
会
へ
の
変
化
（
進
歩
）

な
の
か
。

　

こ
こ
で
の
問
題
は
物
質
主
義
（
唯
物
論
）
だ
。
客
観
化
さ
れ
た
理
性

と
は
、
物
質
化
さ
れ
た
理
性
な
の
か
。
物
質
的
に
豊
か
に
な
り
、
物
質

的
苦
難
が
軽
減
さ
れ
る
事
態
な
の
か
。

　

4　

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
繰
り
返
し
、
唯
物
論
者
（
物
質
主
義
者
）

を
自
称
し
て
い
る

）
13
（

。
か
つ
て
私
は
こ
ん
な
風
に
書
い
た
。

　

初
期
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
「
幸
福
を
求
め
る
人
間
の
運
動
は
、

自
然
な
、
い
か
な
る
正
当
化
も
必
要
と
し
な
い
事
実
と
し
て
認
め

ら
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
こ
の
発
言
は
「
苦
し
み

を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
運
動
は
、
自
然
な
、
い
か
な
る
正

当
化
も
必
要
と
し
な
い
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
」
と
敷

衍
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
苦
し
み
を
拒
否
し
軽
減
し
よ
う
と
す
る
運

動
に
は
、
批
判
も
含
ま
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
批
判
と
い
う
行
為
そ

の
も
の
は
、
正
当
化
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
そ
の
際
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
る
べ
き
状

態
に
つ
い
て
の
青
写
真
に
照
ら
し
そ
れ
へ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ

い
て
な
さ
れ
る
批
判
と
は
異
な
り
、
苦
し
み
の
経
験
に
発
す
る
こ

の
批
判
は
、
肯
定
的
な
帰
結
の
保
証
も
そ
こ
に
至
る
建
設
的
な
指

針
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
欠
い
た
批
判
に
留
ま
る
わ
け
だ
。
唯
物
論
者
は
、
な
る
ほ
ど
、

苦
し
み
の
経
験
に
徹
す
る
こ
と
で
、
否
定
主
義
を
堅
持
し
現
状
批

判
を
続
け
る
こ
と
ま
で
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
に
、
あ

る
べ
き
社
会
の
建
設
に
向
か
う
道
筋
と
、
そ
れ
へ
の
保
証
を
与
え

て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
苦
し
み
を
分
か
ち
合
う

こ
と
に
徹
す
る
戦
後
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
立
場
は
、
呻
き
声
を

あ
げ
る
よ
う
な
こ
と
と
し
て
、
批
判
す
る
こ
と
を
可
能
に
は
す
る

が
、
和
解
や
救
済
へ
の
展
望
を
少
し
も
与
え
て
く
れ
な
い
も
の
と

な
る

）
14
（

。
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こ
の
記
述
は
、
初
期
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
を
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
以

降
の
戦
後
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
短
絡
さ
せ
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
唯
物
論
と
理
性
の
結
び
つ
き
を

度
外
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
内
に
単
な
る
ペ
シ

ミ
ス
ト
を
読
み
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

も
し
、
理
性
の
客
観
性
と
い
う
理
念
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
唯
物
論
か
観
念
論
か
、
と
い
う
二
者
択
一
で
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
理
性
は
観
念
的
か
、
実
在
的
か
（
実
質
的
か
）

と
問
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
す
る
と
、
理
性
は
、
例
え
ば
道
徳
と
し
て
、

あ
る
い
は
法
律
と
し
て
、
ま
た
あ
る
い
は
制
度
と
し
て
、
実
質
的
・
実

在
的
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
客
観
的
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

経
済
だ
け
が
、
実
在
的
で
客
観
的
な
の
で
は
な
い
。
民
主
主
義
や
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
達
成
は
、
お
な
か
が
膨
れ
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
く
と
も
、

理
性
の
客
観
化
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え

る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
な
お
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
、
歴
史
の
進
歩

の
た
だ
中
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四　

感
性
的
・
美
的（
合
）
理
性（ästhetische R

ationalität

）

　

1　

た
だ
し
、
歴
史
に
内
在
す
る
理
性
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
い
う
問

題
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
目
を
転
じ
る
と
、
こ
れ
で
一
件
落
着
と
は
言
え
な

い
こ
と
が
露
わ
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
感
性
的
・
美
的
（
合
）
理
性

（ästhetische R
ationalität

）
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題

が
立
ち
は
だ
か
る
か
ら
だ
。

　

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
は

理
性
を
道
具
的
理
性
と
等
置
し
、
歴
史
に
内
在
す
る
理
性
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
に
対
す
る
希
望
を
捨
て
た
、
と
い
う
の
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、

ホ
ネ
ッ
ト
の
見
立
て
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
こ
の
二
人
（
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
本
流
）
と
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
ヴ
ェ
ル
マ
ー
、
及
び
そ

の
流
れ
を
汲
む
人
々
の
間
に
分
岐
が
生
じ
る
。ästhetisch

な
経
験
に

は
ら
ま
れ
る
合
理
性
と
い
う
も
の
を
、
ヴ
ェ
ル
マ
ー
（
派
）
は
認
め
、

重
く
受
け
止
め
る
の
だ
。ästhetisch

な
経
験
は
、
顕
著
に
は
芸
術
の

実
践
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
一
部
の
芸
術
的

天
分
に
恵
ま
れ
た
人
々
だ
け
が
な
す
特
権
的
で
私
秘
的
な
経
験
な
の
で

は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
癒
し
」
と
い
う
言
葉
と
も
結

び
つ
く
よ
う
な
、
た
だ
た
だ
幸
い
な
、
肯
定
一
辺
倒
の
経
験
な
の
で
も

な
い
。ästhetisch

な
経
験
は
十
分
に
破
壊
的
・
転
覆
的
（subversiv

）

で
あ
り
う
る
。ästhetisch

な
否
定
性
、
あ
る
い
は
否
定
的
な
美
学
が

あ
り
う
る
の
だ
。
そ
れ
は
社
会
的
経
験
だ
。
政
治
運
動
だ
け
が
社
会
批

判
の
場
な
の
で
は
な
い
。
社
会
批
判
の
場
で
、
芸
術
は
あ
り
う
る
の
だ

）
15
（

。

　

2　
ästhetische R

ationalität

の
語
の
も
と
に
何
を
考
え
れ
ば
よ
い

の
か
。
啓
蒙
（
理
性
化
、
文
明
化
）
と
は
自
然
支
配
で
あ
る
。
自
然
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い

）
16
（

。
そ
の
際
、
芸
術
は
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啓
蒙
＝
自
然
支
配
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
自
然
に
声
を
発
す
る
機
会

を
与
え
る
実
践
で
あ
る
、
と
は
、
『
美
学
講
義
一
九
五
八
／
五
九
』
に

お
い
て
ア
ド
ル
ノ
が
倦
む
こ
と
な
く
繰
り
返
す
論
点
だ

）
17
（

。
こ
れ
だ
け
を

取
る
と
、
芸
術
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
啓
蒙
の
否
定
面
を
埋

め
合
わ
せ
る
役
割
（
だ
け
）
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
が
生
じ
か
ね
な

い
が
、
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
同
時
に
、
芸
術
が
そ
れ
自
体
、
自
然

支
配
の
実
践
で
も
あ
る
と
い
う
側
面
を
、
こ
れ
ま
た
倦
む
こ
と
な
く
力

説
す
る
。
素
材
（
音
、
色
、
言
葉
、
楽
器
、
絵
の
具etc. etc.

）
支
配
で
あ
っ

て
、
ア
ド
ル
ノ
の
芸
術
理
解
の
特
質
の
一
つ
に
、
そ
の
技
術
的
側
面
を

決
し
て
軽
ん
じ
な
い
、
と
い
う
点
が
あ
る
。
自
然
支
配
で
あ
り
つ
つ
、

自
然
支
配
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
自
然
に
（
苦
し
み
の
）
声
を
発
す

る
機
会
を
与
え
る
実
践
で
も
あ
る
芸
術
、
と
は
、
例
に
よ
っ
て
い
か
に

も
ア
ド
ル
ノ
ら
し
い
逆
説
的
な
捉
え
方
だ
と
言
う
し
か
な
い
。
詩
を
書

く
こ
と
は
―
―
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が

―
―
野
蛮
で
あ
る
。
し
か
し
、
野
蛮
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

対
立
す
る
と
も
見
え
る
こ
の
両
側
面
を
併
せ
て
引
き
受
け
る
の
が

ästhetische R
ationalität

な
の
だ
。

　

3　

ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、
理
性
は
道
具
的
理
性
に
回
収
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
事
実
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
歴
史
理
論
が
も
つ
二
つ
の

顔
と
も
関
連
す
る
。
一
方
に
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
示
さ
れ

る
袋
小
路
の
理
論
が
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
他
方
に
、
モ
デ
ル
ネ
の
芸

術
史
の
中
に
進
歩
（
と
反
動
）
を
見
て
取
る
歴
史
観
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
『
美
学
講
義
』
の
中
で
発
想
の
礎
石
を
置
か
れ
、
五
〇
年
の
後
に

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
文
学
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
、
マ
ネ
の
絵
画
に
お

い
て
芸
術
的
表
現
を
見
出
し
、
以
後
そ
の
徹
底
の
末
に
一
九
一
〇
年
代

に
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
と
さ
れ
る
モ
デ
ル
ネ
芸
術
の
理
論
だ

）
18
（

。
こ
ち

ら
は
歴
史
の
全
体
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
部

分
領
域
で
あ
れ
、
歴
史
を
構
成
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
そ
こ

に
、
ア
ド
ル
ノ
は
理
性
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
、
そ
し
て
進
歩
を
認
め
る

の
だ
。

　

だ
と
す
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
再
接
続
す
る

と
い
う
戦
略
は
、
唯
一
の
選
択
肢
で
は
な
く
な
る
。
三
つ
の
選
択
肢
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
接
続
す
る
、
理

性
へ
の
信
頼
放
棄
の
途
（
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
こ
れ
か
？
）
、
第
二
に
、

一
九
三
〇
年
代
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
接
続
し
よ
う
と
す
る
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
路
線
、
そ
し
て
第
三
に
、ästhetisch

な
経
験
に

は
ら
ま
れ
る
（
合
）
理
性
に
注
目
し
一
九
四
五
年
以
降
の
現
代
芸
術
の

実
践
に
同
伴
を
試
み
続
け
る
ア
ド
ル
ノ
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
ヴ
ェ
ル

マ
ー
路
線
だ
。
最
後
の
路
線
に
と
っ
て
は
、
芸
術
は
文
化
産
業
に
よ
っ

て
余
す
と
こ
ろ
な
く
統
合
さ
れ
た
憐
れ
な
姿
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
わ

け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
一
九
四
五
年
以
降
に
世
界
で
試
み
ら
れ
て

い
る
芸
術
の
実
践
が
あ
ま
ね
く
文
化
産
業
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
、
な
ど

と
言
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
も
尊
大
・
傲
慢
な
発
言
も
あ
る
ま
い
。
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そ
の
よ
う
に
大
口
を
た
た
く
こ
と
は
、
「
全
体
は
非
真
で
あ
る
」
と
口

走
っ
た
ア
ド
ル
ノ
で
あ
っ
て
も
、
さ
す
が
に
自
ら
に
許
し
は
し
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

五　

ホ
ネ
ッ
ト
の
社
会
主
義

　

1　

ア
ド
ル
ノ
／
ヴ
ェ
ル
マ
ー
か
ら
、
ホ
ネ
ッ
ト
に
話
を
戻
そ
う
（
第

一
の
選
択
肢
を
採
る
に
は
私
は
理
性
に
未
練
が
あ
り
、
第
三
の
選
択
肢
は

Banause

の
私
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
）
。
「
歴
史
の
中
の
理
性
」
を
社
会

運
動
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
ホ
ネ
ッ
ト
だ
。

　

二
十
世
紀
の
い
つ
の
頃
ま
で
か
、
人
々
の
心
を
熱
く
す
る
力
の
あ
っ

た
社
会
主
義
の
理
念
に
つ
い
て
、
彼
は
二
〇
一
四
年
に
連
続
講
義
を

行
っ
た
。
ホ
ネ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
「
社
会
」
と
は
、
経
済
や
政
治
に
還

元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
も
含
ん
で
、
複
数
の
人
間
の
関
係

の
中
で
織
り
な
さ
れ
る
実
践
の
総
体
だ
。
愛
や
友
情
、
道
徳
も
ま
た
、

無
視
さ
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
構
成
成
分
で
あ
る
。
経
済
活
動
（
業

績
評
価
）
と
政
治
行
動
（
人
権
尊
重
）
も
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ら
の
実
践
の

総
体
を
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
括
っ
て
い
る
、
と
要
約
し
て
、
あ

な
が
ち
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。

　

そ
の
際
、
着
目
さ
れ
る
の
は
、
社
会
主
義
の
理
念
と
歴
史
の
中
の
社

会
運
動
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
遡
ら
れ
る
。
社
会
主
義
の
運
動
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て

掲
げ
ら
れ
な
が
ら
、
一
七
八
九
年
以
降
も
な
お
空
語
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
の
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ

た
、
と
い
う
の
が
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

　

社
会
主
義
の
理
念
は
、
資
本
主
義
的
産
業
化
の
精
神
的
落
と
し

子
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
世
の
光
を
見
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

に
続
く
経
緯
の
中
で
、
こ
の
革
命
が
掲
げ
た
自
由
・
平
等
・
友
愛

へ
の
要
請
が
、
人
口
の
大
部
分
に
と
っ
て
空
疎
な
約
束
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
社
会
的
実
現
と
い
う
こ
と
か
ら
は
遠
く

隔
た
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
だ
っ
た

）
19
（

。

　

2　
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」
は
そ
れ
ぞ
れ
に
麗
し
い
理
念
だ
が
、

三
つ
並
べ
る
と
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
の
三
者
は
互
い
に
友
好
関
係
に

あ
る
の
か
、
共
存
可
能
な
の
か
、
ど
う
か
。

　

そ
の
際
、
自
由
と
平
等
の
間
の
分
裂
、
両
立
不
可
能
性
に
は
、
早
く

か
ら
気
づ
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
自
由
の
野
放
図
な
追
求
は
格
差
の

拡
大
を
生
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
な
お
激
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。
個
人
主
義
的
に
一
面
化
さ
れ
た
自
由
の
理
念
が
幅
を
利
か
し
、
独

り
舞
台
で
踊
っ
て
い
る
。
新
自
由
主
義
批
判
が
要
請
さ
れ
る
所
以
だ
が
、

し
か
し
、
自
由
と
平
等
の
関
係
に
着
目
し
て
そ
れ
を
や
ろ
う
と
す
る
と
、

ど
う
し
て
も
、
経
済
と
い
う
土
俵
の
上
で
相
撲
を
取
る
羽
目
に
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
試
み
て
い
る
の
は
、
自
由
と
友
愛
の
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関
係
に
定
位
し
、
個
人
主
義
的
に
偏
っ
た
「
自
由
」
理
解
の
せ
い
で
、

本
来
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
「
自
由
・
平
等
・
友
愛
」

の
理
念
が
少
し
も
実
現
し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
を
突
く
こ
と
だ
。

　

彼
ら
〔
オ
ー
ウ
ェ
ン
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
ら
〕
は
共
通
し

て
、
次
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
即
ち
、
そ

れ
ま
で
に
定
式
化
さ
れ
、
と
り
わ
け
法
律
上
制
定
さ
れ
た
個
人
的

自
由
の
概
念
で
は
、
同
時
に
目
標
へ
と
掲
げ
ら
れ
た
友
愛
の
原
理

と
一
致
さ
せ
る
に
は
狭
す
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
い
さ
さ
か
解

釈
学
的
な
好
意
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
つ
の
初
期
社
会
主
義
の
グ
ル
ー
プ
は
、
〔
フ
ラ
ン
ス
〕
革
命
の
原

理
の
カ
タ
ロ
グ
の
中
に
、
内
的
矛
盾
を
見
出
し
た
の
だ
、
そ
し
て
、

そ
の
矛
盾
は
、
要
請
さ
れ
た
自
由
が
、
単
に
法
律
上
の
も
の
、
あ

る
い
は
個
人
主
義
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
み
な
、
既

に
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
自
由

の
リ
ベ
ラ
ル
な
概
念
を
、
そ
れ
が
も
う
一
つ
の
概
念
、
つ
ま
り
友
愛

の
概
念
と
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
れ
統
一
可
能
と
な
る
よ
う
に
拡

張
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
骨
折
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。 

（30f.

）

　

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
友
愛
に
軸
足
を
置
い
て
こ
の
三
者
の
関
係
を
考
え
る

こ
と
でsocial

な
社
会
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
目
論
ん
で
い
る
、
と
言

う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、social

と
は
、
フ
ェ
ア
ー
な
承
認
関
係

が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
い
う
の
が
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
社
会
主
義

解
釈
を
支
え
る
基
本
的
着
想
で
あ
る
（
そ
れ
は
空
想
で
は
な
い
が
、
科
学

で
も
な
い
）
。

　

こ
の
批
判
は
、
人
々
が
自
ら
掲
げ
、
血
肉
化
し
、
し
か
し
、
と
も
す

れ
ば
忘
却
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
友
愛
の
理
念
―
―
も
ち
ろ
ん
、
自
由
・
平

等
と
ト
リ
オ
を
な
す
の
だ
が
―
―
に
基
づ
く
現
状
批
判
で
あ
り
、
社
会

批
判
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
市
民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
が
自
ら
掲
げ
た

理
念
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
外
（
在
）
的
批
判
と
は
言
え
な
い
。

　

社
会
主
義
は
、
当
初
か
ら
、
現
代
の
、
資
本
主
義
的
に
設
計
さ

れ
た
社
会
秩
序
に
対
す
る
内
在
的
批
判
を
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。

〔
一
方
で
〕
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
社
会
秩
序
を
規
範
的

に
正
当
化
す
る
自
由
・
平
等
・
友
愛
と
い
う
土
台
だ
っ
た
。
し
か

し
〔
他
方
で
〕
疑
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
土
台
は
矛
盾
な
し
に
実
現

さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
だ
っ
た
―
―
も
し
自
由
が
、
よ
り
少
な

く
個
人
主
義
的
に
、
よ
り
強
く
間
主
観
主
義
的
遂
行
の
方
向
で
考

え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
。 

（33

）

　

3　

自
由
と
友
愛
を
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
一
言
に
圧
縮
し
て
「
社
会
的
自

由
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
社
会
的
自
由
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
そ
の

後
の
歴
史
の
中
で
、
い
か
に
個
人
主
義
的
自
由
へ
と
歪
め
て
受
け
止
め
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ら
れ
、
結
果
と
し
て
、
今
日
、
新
自
由
主
義
と
も
呼
ば
れ
る
、
社
会
的

自
由
の
理
念
を
踏
み
に
じ
る
事
態
へ
と
立
ち
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を

剔
抉
し
、
批
判
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
「
小
著
」
で
彼
が
試
み
て
い

る
こ
と
だ
。

　

〔
初
期
の
社
会
主
義
者
た
ち
の
実
践
的
な
努
力
に
お
い
て
〕
め
ざ
さ

れ
た
の
は
、
資
本
主
義
的
市
場
経
済
を
改
良
し
、
あ
る
い
は
革
命

的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
・
平
等
・
友
愛
が
相
互

に
可
能
な
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
が
目
標
と
し
て
掲
げ
た
こ
と
が
実
現
可
能
と
な
る
よ
う
な
社
会

情
況
が
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
支
配
的
だ
っ
た
経
済

秩
序
の
せ
い
で
そ
れ
ま
で
互
い
に
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
こ
の
三
つ

の
原
理
が
和
解
す
る
た
め
の
解
決
の
言
葉
（
合
言
葉
）
こ
そ
、「
社

会
的
自
由
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。 

（51

）

　

他
者
と
の
関
係
の
内
に
身
を
置
く
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
そ
の
関
係

に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
事
態
を
招
く
。
結
婚
す
る
こ
と
は
、
結
婚
相
手

に
よ
る
拘
束
の
中
に
―
―
た
だ
し
自
ら
進
ん
で
―
―
身
を
投
じ
る
こ
と

以
外
で
は
な
い
。
妻
が
夫
に
拘
束
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
夫
も
ま
た
妻

に
拘
束
さ
れ
る
。
親
に
な
る
こ
と
も
子
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
だ
。

母
親
だ
け
が
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
父
親
も
拘
束
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
事
態
を
た
だ
拘
束
と
し
て
嘆
く
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
自

由
理
念
の
改
案
の
試
み
へ
と
転
じ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
う
る
の
だ
。

　

社
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
単
に
お
互
い
一
緒
に
活
動
し
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
お
互
い
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
（
女
）
ら
は
、
そ
う
い

う
場
合
に
し
て
初
め
て
、
彼
（
女
）
ら
の
一
般
的
な
欲
求
を
強
制

さ
れ
る
こ
と
な
く
実
現
で
き
る
の
だ
か
ら
。 

（52

）

　

関
係
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
な
ど
抽
象
的
だ
、
関
係
の
内
に

あ
る
自
由
こ
そ
具
体
的
な
自
由
だ
、
と
切
り
返
す
こ
と
―
―
こ
れ
こ
そ

ホ
ネ
ッ
ト
が
「
社
会
的
自
由
」
の
概
念
の
下
に
構
想
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　

4　

先
立
つ
二
〇
一
一
年
の
著
作
『
自
由
の
権
利
』
の
中
で
、
ホ
ネ
ッ

ト
は
、
自
ら
の
承
認
理
論
を
自
由
の
理
論
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
承
認
の
経
験
は
、
「
人
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
幸
い
」
と

い
う
風
に
、
つ
い
つ
い
「
幸
福
」
概
念
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
が
ち

に
も
な
る
の
だ
が
―
―
実
際
、
バ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
『
自
由
論
』
に
お

い
て
「
自
由
」
の
理
念
一
辺
倒
で
は
片
づ
か
な
い
人
生
の
側
面
に
光
を

あ
て
る
た
め
に
こ
そ
承
認
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い
る
わ
け
だ
が
―
―

そ
う
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
バ
ー
リ
ン
に
は
逆
ら
っ
て
、
認
め
ら
れ
る

と
い
う
経
験
も
ま
た
「
自
由
の
経
験
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
ホ
ネ
ッ

ト
は
試
み
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
強
力
な
支
援
を
差
し
出
す
の
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が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
異
な
る
も
の
の
内
に
お
い
て
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
」

あ
る
い
は
「
他
者
の
内
に
お
い
て
相
互
に
自
己
自
身
の
も
と
に
あ
る
こ

と
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
「
自
己
の
欲
求
の
文
節

表
現
」
と
い
う
こ
と
に
か
ら
め
て
、
次
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
る
。

　

他
者
は
、
こ
こ
で
は
、
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の

（Begrenzung

）
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
み
出
す
も
の
（Bedingung

）

だ
。
と
い
う
の
も
、
信
頼
を
寄
せ
る
相
互
行
為
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
、
他
者
こ
そ
が
、
個
人
に
、
自
己
の
欲
求
を
文
節
表
現
す
る

際
に
課
さ
れ
る
限
界
を
取
り
払
い
、
倫
理
的
な
自
己
探
索
の
た
め

の
「
開
か
れ
た
（öffentlich

）
」
空
間
に
辿
り
着
く
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
て
く
れ
る
の
だ
か
ら

）
20
（

。

　

自
由
が
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
主
義
的
な
自
由
と
し
て
追
求
さ
れ
る
と
、

関
係
の
中
で
こ
そ
実
現
さ
れ
る
べ
き
自
由
は
、
必
然
的
に
痩
せ
細
ら
ず

に
は
す
ま
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
親
密
関
係
や
家
族
、
友
情
関
係
と
い
っ

た
具
体
的
現
場
に
お
い
て
跡
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
、
格
差
批
判

と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
新
自
由
主
義
批
判
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え

た
（
社
会
的
）
自
由
が
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
い
て
は
実
現
し
て
い
な

い
点
を
突
く
も
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
自
由
が
も
は
や
「
消
極
的
自

由
」
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
他
者
と
の
関
係

を
制
約
、
不
自
由
と
し
て
捉
え
る
受
け
止
め
方
そ
の
も
の
と
の
対
決
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
も

引
き
受
け
る
自
由
で
あ
り
、
自
由
を
、
消
極
的
、
反
省
的
、
社
会
的
な

そ
れ
へ
と
三
分
類
し
、
し
か
も
そ
こ
に
深
化
・
発
展
の
関
係
を
見
る
ホ

ネ
ッ
ト
の
理
論
化
は
、
バ
ー
リ
ン
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
向
に
開
い
て
ゆ
く

企
て
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

5　

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
思
考
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、

G
esellschaft/G

em
einschaft

の
二
項
対
立
図
式
に
よ
っ
て
深
く
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
前
者
は
「
資
本
主
義
」
社
会
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
、
後
者
は
、
妻
マ
イ
ド
ン
と
友
ポ
ロ
ッ
ク
と
の
三
人
か
ら
な

る
絆
の
世
界
だ

）
21
（

（
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
あ
っ
た
だ
ろ

う
が
、
そ
の
絆
は
三
人
の
結
束
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
く
弱
い
）
。

　

こ
の
考
え
方
が
は
ら
む
問
題
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
的
関
係
そ
の
も
の

の
中
の
矛
盾
や
葛
藤
が
素
通
り
さ
れ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
。
問
題
が
あ

れ
ば
す
べ
て
は
資
本
主
義
の
せ
い
で
あ
り
、
守
ら
れ
る
べ
き
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
的
な
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
へ
の
ソ
サ
エ
テ
ィ
的
な
も
の
の
侵
入

は
き
っ
ぱ
り
と
阻
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
話
に
な
る
（
シ
ス

テ
ム
世
界
に
よ
る
生
活
世
界
の
植
民
地
化
と
い
う
話
に
似
て
い
る
）
。

　

一
九
六
八
年
の
運
動
以
降
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
二
項
対

立
図
式
が
成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
っ
て
、

無
傷
（heil

）
な
世
界
で
は
な
い
。
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
な
の
だ
（
こ
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の
話
は
、
私
の
中
で
フ
ー
コ
ー
と
結
び
つ
い
て
い
る
）
。
考
え
て
み
れ
ば
、

そ
ん
な
こ
と
は
当
た
り
前
だ
。
岡
林
信
康
は
「
義
理
と
人
情
の
ベ
タ
ベ

タ
」
を
歌
っ
た
の
だ
（
「
申
し
訳
な
い
が
気
分
が
い
い
」
）
。
「
絆
」
と
い
う

言
葉
は
「
し
が
ら
み
」
の
別
名
で
な
く
し
て
何
だ
と
い
う
の
か
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
だ
っ
て
、
「
力
を
め
ぐ
る
闘
争
」
の
場
な
の
だ
し
、
ホ
ネ
ッ
ト

に
言
わ
せ
れ
ば
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
の
場
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
。
絆
が
し
が
ら
み
の
別
名
で
あ
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
は
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
の
別
名
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の

三
人
組
の
世
界
で
は
誰
一
人
傷
つ
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
の
世
界
は
死
屍
累
々
な
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
「
社
会
的
自
由
」
の
場
で
も
あ
る
。
問
題

は
、
自
由
と
連
帯
（
友
愛
）
の
関
係
だ
。
連
帯
（
友
愛
）
は
共
生
の
一

つ
の
形
で
あ
り
、
愛
や
友
情
も
そ
の
具
体
例
だ
（
承
認
の
具
体
例
と
も
言

え
る
）
。
愛
や
友
情
に
お
い
て
、
人
は
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ

り
自
由
に
な
る
、
と
い
う
の
だ
。
例
え
ば
恋
愛
は
、
単
に
拘
束
の
中
に

身
を
投
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
恋
愛
な
ん
て
面
倒
く
さ
い
、
と
見
限
る

若
者
は
、
社
会
的
自
由
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

社
会
／
共
同
体
の
二
項
対
立
図
式
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
で

は
、
社
会
は
悪
玉
、
共
同
体
は
善
玉
に
な
っ
て
し
ま
い
、
共
同
体
主
義

は
あ
り
え
て
も
、
社
会
主
義
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
そ
う
で
は
な
い
、

共
同
体
―
―
例
え
ば
、
家
族
―
―
だ
っ
て
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
の

場
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
勝
者
だ
け
で
な
く
敗
者
も
い
る
。
そ

の
点
で
、
社
会
と
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
社
会
主
義
は
、

「
共
同
体
的
成
分
を
た
っ
ぷ
り
吸
い
こ
ん
だ
社
会
」
主
義
だ
、
と
言
う

こ
と
も
で
き
よ
う
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
以
降
の
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、

も
は
や
社
会
主
義
者
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ホ
ネ
ッ
ト
は

そ
う
で
は
な
い
。

　

6　
「
単
な
る
規
範
的
正
義
理
論
の
一
つ
」
（102

）
で
あ
っ
て
は
、

批
判
的
社
会
理
論
と
し
て
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
の
中
に
（
客

観
的
に
）
存
在
す
る
「
動
き
」
に
呼
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
主
観
と
客
観
の
一
致
と
は
、
つ
ま
り
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）
。
そ
の

「
動
き
」
を
ホ
ネ
ッ
ト
は
「
動
向
」
と
呼
ん
だ
り
、
「
潜
在
力
」
と
呼
ん

だ
り
、
表
現
に
苦
慮
し
て
い
る
（
法
則
性
と
か
必
然
性
と
か
い
う
言
葉
を

慎
重
に
回
避
し
よ
う
と
し
て
）
。
か
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
、
期
待

を
託
せ
る
二
つ
の
候
補
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
生
産
力
の
拡
大
と
、
階

級
闘
争
だ
（
そ
の
主
体
は
、
い
ず
れ
も
労
働
者
だ
）
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、

観
念
的
で
は
な
く
、
物
質
的
だ
と
考
え
ら
れ
た
（
後
者
は
、
階
級
「
意
識
」

に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
し
か
し
、
物
質
的
な
生
活
の
次
元

で
の
困
窮
が
伴
っ
て
い
た
の
で
、
単
に
観
念
的
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
）
。

　

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
「
産
業
革
命
時
代
に
特

有
の
学
問
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
（101

）
だ
と
断
じ
て
斥
け
る
。
す
る
と
、

そ
れ
に
取
っ
て
替
わ
る
「
動
向
」
や
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
が
探
し
出
さ
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れ
、
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

そ
れ
は
ど
ん
な
「
動
向
」
か
。
そ
の
回
答
を
ホ
ネ
ッ
ト
は
デ
ュ
ー
イ

か
ら
得
る
。
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
的
相
互
行
為
の
制
限
を

解
除
す
る
と
い
う
、
人
間
の
歴
史
を
貫
く
運
動
」（103

）
だ
（
こ
れ
は
「
自

由
の
実
現
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
の
具
体
化
だ
ろ
う
）
。
そ
し
て
、
こ

の
「
制
限
の
解
除
」
は
、
闘
い
を
通
し
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。
要
求

を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
闘
い
、
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
と
は
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
制
限
の
解
除
」
の
言
い
換
え
に
他
な
ら
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

社
会
主
義
と
は
、
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
社
会
の
状
況
毎

に
そ
の
都
度
異
な
る
新
た
な
グ
ル
ー
プ
が
、
絶
え
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
障
壁
を
取
り
壊
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
社
会

的
自
由
の
た
め
の
活
動
空
間
を
拡
大
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
を
通

し
て
、
そ
れ
ま
で
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
自
分
た
ち
の

要
求
に
、
公
共
的
に
耳
を
傾
け
さ
せ
よ
う
と
骨
折
り
努
力
す
る
と

い
う
事
実
の
、
固
有
に
現
代
的
な
分
節
表
現
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。 

（104

）

　

歴
史
に
関
す
る
思
考
を
放
棄
し
な
い
た
め
に
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
デ
ュ
ー

イ
の
歴
史
理
論
に
手
が
か
り
を
求
め
る
わ
け
だ
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
は

実
験
主
義
な
の
で
あ
り
、
結
果
が
吉
と
出
る
保
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

六　

今
日
、社
会
批
判
は
な
お
可
能
か

　

1　

二
十
一
世
紀
に
生
き
る
ど
れ
だ
け
の
人
が
、
「
歴
史
の
進
歩
」

と
い
う
考
え
を
な
お
共
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、

日
立
や
東
芝
や
ト
ヨ
タ
や
日
産
が
新
し
い
商
品
を
売
り
つ
け
よ
う
と
す

る
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
中
で
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
口
に

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
語
ら
れ
て
い
る

の
は
S 

D 

G 

s
で
あ
り
、
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
延
命
だ
。

　

進
歩
の
歴
史
哲
学
を
共
有
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
、
批
判

（
理
論
）
は
も
は
や
成
立
不
可
能
な
の
か
。
い
や
、
人
類
は
破
局
に
向
か
っ

て
（
進
歩
し
て
）
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
も
、
や
は
り
、

規
範
的
要
請
は
立
て
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
「
人
間
は
滅

び
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
規
範
的
要
請
。
否
定
的
な
歴
史
哲
学
だ

（
そ
ん
な
も
の
は
歴
史
哲
学
で
は
な
く
存
在
論
だ
、
と
い
う
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス

の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
）
。

　

そ
こ
で
も
、
公
正
な
労
働
、
公
正
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
公
正

な
承
認
（
を
め
ぐ
る
闘
争
）
と
い
っ
た
規
範
的
理
念
が
、
批
判
を
支
え
、

導
き
う
る

）
22
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
理
念
に
対
応
す
る
社
会
的
実
践
は
、

客
観
的
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
労
働
は
依
然
と
し
て
問
題

の
一
つ
の
焦
点
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
―
―
労
働
へ
の
「
還
元
」
主
義
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と
は
訣
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も

）
23
（

。

　

定
冠
詞
で
は
な
く
不
定
冠
詞
付
き
で
歴
史
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、

他
に
も
複
数
の
歴
史
が
あ
り
う
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

国
々
の
歴
史
と
い
う
論
点
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
（
主
義
）
は
「
普

遍
史
」
と
い
う
考
え
を
力
強
く
打
ち
出
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
、
随

分
、
強
引
な
こ
と
に
感
じ
ら
れ
る

）
24
（

。

　

し
か
し
、
「
近
代
化
」
と
い
う
歴
史
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
る
な
ら
、
そ

れ
は
世
界
全
体
に
当
て
は
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
全
体
に
当
て
は
ま

る
歴
史
（
物
語
）
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
は
端
的
に
「
歴
史
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
言
葉
も
思
い
出
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
論
点
は
地
域
的
複
数
性
に
は
限
ら
れ
ま
い
。
事
象
別
、
問

題
別
の
複
数
性
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と

い
う
観
点
か
ら
歴
史
を
見
た
場
合
、
そ
こ
に
は
「
進
歩
」
が
確
か
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
観
点
で
は
ど
う
か
。

逆
に
、
わ
れ
わ
れ
は
破
滅
に
向
か
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
な
の
か
。
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
で
は
、
一
進
一
退
の
観
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
複
数
の
観
点
を

採
る
だ
け
で
も
、
三
つ
の
物
語
（
歴
史
）
が
語
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
こ
に
「
一
つ
の
歴
史
」
と
い
う
統
合
像
を
見
出
す
こ
と
は
限
り
な
く

困
難
に
な
る
。
今
日
、
批
判
理
論
が
直
面
す
る
困
難
は
、「
一
つ
の
歴
史
」

哲
学
を
や
る
こ
と
の
困
難
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

一
つ
の
（
大
き
な
）
歴
史
、
歴
史
の
進
歩
に
つ
い
て
語
り
難
く
な
っ

た
と
し
て
も
、
歴
史
哲
学
そ
の
も
の
が
不
可
能
に
な
っ
た
、
と
は
言
え

ま
い
。
歴
史
の
中
で
は
、
一
つ
の
理
性
が
作
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
い
く
つ
も
の
理
性
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
進
歩
」
と
い
う
「
理
」

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
破
滅
の
阻
止
と
い
う
「
理
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
歴
史
も
ま
た
複
数
化
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
い
く
つ
も

の
歴
史
、
い
く
つ
も
の
物
語
を
前
提
す
る
歴
史
哲
学
が
可
能
で
あ
る
は

ず
だ
し
、
従
っ
て
、
批
判
も
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
。
た
だ
、
批
判
も
ま

た
、
複
数
化
し
、
従
っ
て
、
ス
ケ
ー
ル
は
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
ら
ず
に

は
す
む
ま
い
。
か
つ
て
の
よ
う
に
大
規
模
な
も
の
で
は
あ
り
え
ま
い
。

　

今
日
、
社
会
批
判
は
な
お
可
能
か
。
大
き
な
歴
史
に
基
づ
く
大
き
な

批
判
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
小
さ
な
批
判
は
可
能
だ
し
、

可
能
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
現
実
に
様
々
に
展
開
さ
れ
て
も
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
こ
で
は
、
小
さ
な
進
歩
と
い
う
観
点
を
確
保
す
る
た
め
に

も
、
小
さ
な
歴
史
理
論
と
の
関
係
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

破
滅
の
回
避
と
い
う
控
え
め
な
目
的
。
そ
し
て
、
単
な
る
物
語
（
観
念
論
）

に
と
ど
ま
ら
な
い
た
め
に
、
社
会
的
実
践
と
の
つ
な
が
り

）
25
（

こ
そ
が
、
小

さ
な
批
判
的
理
性
を
支
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

2　

批
判
を
具
体
的
で
客
観
的
な
歴
史
的
動
向
の
中
に
投
錨
す
る
こ

と
、
そ
れ
が
課
題
だ
。
そ
の
時
、
マ
ル
ク
ス
や
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に

よ
っ
て
範
が
示
さ
れ
て
い
る
大
き
な
歴
史
（
物
語
）
は
、
大
き
な
誘
惑

で
も
あ
る
。
し
か
し
、
大
き
な
歴
史
は
、
批
判
理
論
の
た
め
の
規
範
的



25　●　批判の規範的前提と歴史哲学――藤野 寛

前
提
と
し
て
―
―
そ
れ
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
か
は
、
さ
て
お
き

―
―
絶
望
の
途
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
り
控
え
め
な
、
歴
史
と

の
つ
な
が
り
の
確
保
―
―
そ
れ
が
め
ざ
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
試
み
た
よ
う
に
。

　

で
は
、
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
何
か
。
例
え
ば
、
戦
後
民
主
主
義
が

思
い
浮
か
ぶ
、「
戦
後
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
、
単
に
天
か
ら
降
っ

て
降
り
て
き
た
理
念
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
、
戦
勝
国
ア
メ
リ

カ
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
借
り
物
の
理
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
も
な
く
、

一
九
四
五
年
に
い
た
る
苦
渋
の
経
験
を
通
し
て
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ

「
民
」
が
、
自
ら
の
願
い
と
、
そ
の
願
い
を
現
実
化
し
実
質
化
し
よ
う

と
す
る
運
動
と
い
う
裏
付
け
を
持
っ
て
、
そ
う
い
う
理
論
と
実
践
の
一

体
化
し
た
も
の
と
し
て
こ
の
言
葉
を
受
け
止
め
て
い
た
時
間
が
、
確
か

に
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
一
九
四
五
年
に
至
る
経
験
か
ら
何
も
学
ば

な
か
っ
た
人
々
、
学
ぶ
こ
と
を
拒
ん
だ
人
々
に
と
っ
て
は
、
戦
後
民
主

主
義
は
戦
勝
国
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
外
来
思
想
で
し
か
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
ま
た
、
ソ
連
や
中
国
に
同
一
化
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
所

詮
プ
チ
ブ
ル
的
な
過
渡
的
思
想
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

も
、
あ
る
時
期
ま
で
、
（
戦
後
）
民
主
主
義
は
「
民
」
の
思
想
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

今
日
、
日
本
の
（
日
本
だ
け
か
？
）「
民
」
の
心
は
そ
こ
か
ら
は
離
れ

て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
。
（
批
判
）
理
論
が
そ
こ
に
接
続
し
、
そ
れ

を
こ
そ
理
論
化
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
「
社
会
の
動
向
」
は
、
も
は

や
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
く
な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
今
日
「
批
判
」

が
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
理
由
は
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
諦
め
る
の
は
早
い
と
思
う
。
か
つ
て
「
戦
後
民
主
主
義
が

生
ん
だ
阿
呆
」
と
呼
ば
れ
た
私
は
、
も
う
少
し
阿
呆
で
い
続
け
た
い
と

思
う
。

 

（
ふ
じ
の
・
ひ
ろ
し
／
哲
学
）

注

 

（
引
用
の
出
典
箇
所
は
、
原
著
の
頁
数
を
、
邦
訳
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

次
い
で
邦
訳
の
頁
数
を
示
し
た
。
た
だ
し
、
訳
文
は
す
べ
て
拙
訳
で
あ
る
）

（
1
） von Redecker, Eva. In: taz, 14.10.2020.

（
2
） H

onneth, A
xel, R

ekonstruktive G
esellschaftskritik unter 

genealogischen Vorbehalt. Z
ur Idee der K

ritik in der Frankfurter 
Schule, in: ders., Pathologien der Vernunft: G

eschichte und G
egenw

art der 
Kritischen Th

eorie, Frankfurt am
 M

ain (Suhrkam
p) 2007, S. 57 

（
ア
ク

セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
「
系
譜
学
的
留
保
つ
き
の
再
構
成
的
社
会
批
判
―
―
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
「
批
判
」
の
理
念
に
寄
せ
て
」
『
理
性
の
病
理
―
―
批

判
理
論
の
歴
史
と
現
在
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
年
、
六
八
頁
）.

（
3
） 

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
ら
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
図
像
禁
止
の
掟
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
だ
、
と
い
う
解
説
が
あ
る
一
方
で
、
い
や
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

神
の
図
像
を
絵
に
描
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
葉
で
神
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は

む
し
ろ
推
奨
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
反
論
も
あ
る
よ
う
だ
。

（
4
） H

onneth, A
xel, D

ie soziale D
ynam

ik von M
ißachtung – Z

ur 
O

rtsbestim
m

ung einer kritischen G
esellschaftstheorie, in: ders., D

as 
Andere der G

erechtigkeit, Aufsätze zur praktischen Philosophie, Frankfurt 
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am
 M

ain (Suhrkam
p) 2000 

（
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
「
軽
ん
じ
（
ら
れ
）

る
こ
と
の
社
会
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
―
一
つ
の
批
判
的
社
会
理
論
の
位
置
づ

け
の
た
め
に
」
藤
野
寛
訳
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
今
を
読
む
』
情
況
出

版
、
一
九
九
九
年
、
六
―
三
〇
頁
）.

 

　

以
下
、
1
の
ホ
ネ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
論
考
か
ら
の
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
考
は
、『
正
義
の
他
者
』
の
邦
訳
（
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
五
年
）
の
中
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
（
九
三
―
一
一
九
頁
）
。

（
5
） H

orkheim
er, M

ax, Traditionelle und kritische T
heorie, in: ders., 

G
esam

m
elte Schriften, Bd.4 Schriften 1936-1941, Frankfurt am

 M
ain 

(Suhrkam
p) 1988, S. 189 

（
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
「
伝
統
的
理

論
と
批
判
的
理
論
」
久
野
収
訳
『
哲
学
の
社
会
的
機
能
』
晶
文
社
、
一
九
七

四
年
）.

（
6
） 

再
構
成
的
批
判
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
規
範
的
理
性
の
再
構
成
と

い
う
仕
事
と
、
社
会
的
病
理
の
剔
抉
・
確
認
と
い
う
仕
事
だ
。
両
者
は
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
肯
定
的
な
性
格
を
持
ち
、
後
者
は
否
定
的
だ
。

そ
の
両
者
が
合
わ
さ
っ
て
、
批
判
と
い
う
、
全
体
と
し
て
否
定
的
な
、
し
か

し
、
肯
定
的
な
要
素
も
含
む
実
践
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
際
、
理
論
家
の
仕

事
は
、
も
ち
ろ
ん
両
側
面
の
ど
ち
ら
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
も
な
ら
な
い
の
だ

が
、
起
点
を
な
す
の
は
、
や
は
り
社
会
的
病
理
の
経
験
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
、
苦
し
み
の
経
験
、
否
定
的
な
経
験
だ
（
社
会
的
病
理
が
個
人

の
身
に
経
験
さ
れ
る
）
。
そ
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
ホ
ネ
ッ
ト
も
そ
こ
に

定
位
し
て
い
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
の
場
合
、
そ
の
点
は
見
や
す
い
。
軽
ん
じ
ら
れ

る
経
験
の
苦
し
み
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
場
合
、

規
範
的
再
構
成
の
理
論
化
の
方
に
、
と
も
す
れ
ば
熱
心
に
な
る
の
で
、
彼
は

肯
定
的
理
論
構
築
の
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
印
象
が
生
じ
が
ち
だ
。
し

か
し
、
そ
の
嫌
疑
は
根
拠
を
欠
く
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
に
し

ろ
、
彼
は
、「
政
治
的
文
書
」
と
題
さ
れ
た
論
文
集
の
中
で
戦
後
ド
イ
ツ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
社
会
的
病
理
と
倦
む
こ
と
な
く
対
決
し
続
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。

（
7
） 

こ
の
点
を
見
事
に
描
き
出
し
た
の
が
次
の
著
作
で
あ
る
。Albrecht, 

C
lem

ens u.a., D
ie intellektuelle G

ründung der Bundesrepublik. Eine 
W

irkungsgeschichte der Frankfurter Schule, Frankfurt am
 M

ain 
(Suhrkam

p) 1999.

（
8
） 

近
年
の
社
会
運
動
を
、
承
認
で
は
な
く
、
再
分
配
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

解
釈
し
よ
う
と
す
る
フ
レ
イ
ザ
ー
に
も
、
同
様
の
鈍
感
さ
が
認
め
ら
れ
る
の

か

も

し

れ

な

い
。Fraser, N

ancy/ H
onneth, Axel, U

m
verteilung oder 

Anerkennung? Eine politisch-philosophische K
ontroverse, Frankfurt am

 
M

ain (Suhrkam
p) 2003 

（
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
／
ア
ク
セ
ル
・
ホ

ネ
ッ
ト
『
再
配
分
か
承
認
か
？　

政
治
・
哲
学
論
争
』
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
一
二
年
）.

（
9
） M

artin Seel 

は
、
否
定
主
義
者
ア
ド
ル
ノ
と
い
う
の
は
ア
ド
ル
ノ
本
人
す

ら
陥
っ
て
い
た
「
あ
か
ら
さ
ま
な
自
己
錯
覚
」
だ
、
と
し
て
い
る
（Seel, 

M
artin, Adorn os Philosophie der K

ontem
plation, in: ders., Adornos 

Philosophie der Kontem
plation, Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 2004, 
S.34.

）
。

（
10
） T

iedem
ann, R

olf, H
istorischer M

aterialism
us oder politischer 

M
essianism

us, A
nnäherung an die T

hesen « Ü
ber den Begriff der 

G
eschichte », in. ders., M

ystik und Aufklärung: Studien zur Philosophie 
W

alter Benjam
ins, edition text +kritik 2002, S.264.

（
11
） 

例
え
ば
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
一
二
五
番
「O

let

（
臭
い
）
」
（
テ
ー
オ

ド
ル
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
―
―
傷
つ
い
た
生
活
裡
の
省

察
』
三
光
長
治
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
、
三
〇
四
頁 (Adorno, 

T
heodor W

., M
inim

a M
oralia, in: ders. G

esam
m

elte Schriften Bd.4, 
Fra nkfurt am

 M
ain 1980, S.221.)

）
。

（
12
） 

『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
例
え
ば
一
〇
〇
番
に
は
、
そ
の
趣
旨
の
発
言

が
あ
る
（
「
解
放
さ
れ
た
社
会
の
目
的
を
ひ
と
に
訊
く
と
、
人
間
と
し
て
の

さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
の
実
現
と
か
、
人
生
の
豊
か
さ
と
い
っ
た
答
え
が
返
っ
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て
く
る
。
避
け
ら
れ
ぬ
問
い
に
理
不
尽
な
と
こ
ろ
が
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
、

答
え
の
方
に
も
人
の
反
撥
を
唆
る
よ
う
な
高
飛
車
な
調
子
が
つ
い
て
廻
る

〔
…
…
〕
こ
の
場
合
穏
当
な
の
は
、
誰
ひ
と
り
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
な
い
で

す
む
よ
う
な
社
会
、と
い
う
一
番
荒
っ
ぽ
い
答
え
だ
け
で
あ
ろ
う
」（Adorno, 

M
inim

a M
oralia, S.175ff.

、
ア
ド
ル
ノ
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
一
〇
〇

番
「
水
の
上
」
二
三
六
―
二
三
七
頁
）
。

（
13
） 

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
世
界
」
と
題
さ
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
（
一
九
三
五
年
）

の
中
で
は
、
例
え
ば
こ
ん
な
風
に
言
わ
れ
る
。
「
こ
の
世
界
の
果
実
を
味
わ
っ

て
知
っ
て
い
る
の
か
、
た
だ
眺
め
て
知
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
は
、
こ
の
資

本
主
義
世
界
に
対
す
る
憎
し
み
と
い
う
点
で
違
い
を
な
す
。
洗
練
さ
れ
た
文

明
の
喜
び
に
対
す
る
憤
怒
、
嘲
笑
、
声
高
な
軽
蔑
は
、
そ
れ
を
享
受
し
、
他

人
が
そ
れ
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
の
を
目
撃
す
る
人
間
の
抱
く
悲
し
み
と

は
別
物
だ
。
後
者
の
市
民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
に
は
享
受
能
力
が
あ
る
。
彼
ら

の
唯
物
論
は
か
な
り
（ganz

）
正
直
だ
。
彼
ら
は
よ
い
人
生
を
軽
侮
し
な
い
。

彼
ら
は
よ
い
ワ
イ
ン
の
火
や
育
ち
の
よ
い
女
性
の
魅
力
を
心
得
て
い
る
。
彼

ら
は
イ
タ
リ
ア
の
田
園
と
フ
ラ
ン
ス
の
海
岸
を
愛
し
て
い
る
」

（H
orkheim

er, M
ax, Bürgerliche W

elt, in: ders., G
esam

m
elte Schriften 

B
d.12, N

achgelassene Schriften 1931-1949, Frankfurt am
 M

ain 
(Suhrkam

p) 1985, S.231.

）
。「
享
受
」と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。「
正

直
」
と
は
、
観
念
的
な
誤
魔
化
し
に
逃
げ
な
い
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
物

質
的
・
身
体
的
経
験
に
お
け
る
快
苦
に
対
す
る
正
直
さ
だ
。
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
当
人
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
後
者
の
市
民
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
」
に
属

し
て
い
る
。

 

　

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
市
民
社
会
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
）
の
子
だ
っ
た
。
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
い
う
人
を
、
ア
ド
ル
ノ
は
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

「
社
会
を
駆
動
す
る
仕
組
み
を
最
も
内
側
ま
で
見
抜
き
、
そ
れ
が
変
わ
る
こ

と
を
欲
す
る
者
が
、
し
か
し
降
伏
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
を
主
張
し
よ
う
と

決
意
し
か
つ
そ
の
力
を
備
え
て
い
た
。
自
己
保
存
と
い
う
原
理
を
そ
の
根
底

ま
で
見
通
し
、
か
つ
そ
の
洞
察
か
ら
自
ら
の
自
己
保
存
を
も
ぎ
取
る
こ
と

―
―
こ
の
逆
説
が
、
あ
な
た
の
内
で
身
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
の
だ
」

（Adorno, T
heodor W

., O
ffener Brief an M

ax H
orkheim

er, in: ders., 
G

esam
m

elte Schriften Bd. 20

・1, Frankfurt am
 M

ain (Suhrkam
p), 

1986, S.157

）
。

 

　

そ
の
際
、
市
民
社
会
の
基
本
単
位
は
「
家
族
」
だ
っ
た
。
家
族
に
お
い
て
、

人
は
、
権
威
に
弱
い
性
格
へ
と
調
教
さ
れ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
自
身
は
、

特
段
、
不
幸
な
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
（
結

婚
を
め
ぐ
っ
て
父
親
と
の
厳
し
い
確
執
は
あ
っ
た
と
し
て
も
）
。
し
か
し
、

家
族
に
は
ら
ま
れ
る
問
題
に
は
と
て
も
敏
感
だ
っ
た
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
そ
の

点
で
は
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
家
族
の
中
で
ひ
た
す
ら
幸
せ
な

子
供
だ
っ
た
よ
う
だ
。

（
14
） 

藤
野
寛
『
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
問
題
圏
』
二
〇
〇
〇
年
、
勁

草
書
房
、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
。

（
15
） 

ヴ
ェ
ル
マ
ー
派
に
よ
っ
て
ア
ド
ル
ノ
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ヴ
ェ
ル
マ
ー
の
孫
弟
子
に
あ
た
る G

eorg 
Bertram

 

に
よ
る
次
の
論
考
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゲ
オ
ル
ク
・

W
・
ベ
ル
ト
ラ
ム
「
ア
ド
ル
ノ
の
〈
美
の
理
論
〉
と
芸
術
の
社
会
的
効
力
の

問
題
」
（
鈴
木
賢
子
訳
）
『
思
想
』
二
〇
二
〇
年
二
号
。

（
16
） 

文
明
化
が
強
い
る
断
念（Versagungen der Zivilisation

）と
い
う
考
え
（
こ

れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
文
化
に
お
け
る
居
心
地
悪
さ
」
の
強
め
の
表
現
だ
）

が
、
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
理
性
批
判
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
、

間
違
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
か
に
無
理
し
て
文
明
人
に
な
っ
て
い
る
こ

と
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
状
態
へ
の
憧
憬
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
脈
々
と

息
づ
き
続
け
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
私
は
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
を
読
ん
で
、

自
分
が
受
験
勉
強
（
成
功
す
る
文
明
人
に
な
る
た
め
の
訓
育
だ
）
の
過
程
で

い
か
に
不
具
の
身
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
、
ぼ
ん
や
り
抱
い
て
い

た
予
感
に
言
葉
を
与
え
ら
れ
た
気
が
し
た
。
日
本
の
い
わ
ゆ
る
有
名
大
学
の
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学
生
が
、
残
忍
な
性
行
動
に
走
る
と
し
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。

賢
い
若
者
は
（
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
）
理
性
に
優
れ
て
お
り
野
蛮
な
行

い
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い
、
の
で
は
全
く
な
い
。
彼
（
女
）
ら
は
欲
動
断
念

の
優
等
生
な
の
だ
。
文
明
化
が
強
い
る
断
念
の
犠
牲
者
の
内
に
は
ル
サ
ン
チ

マ
ン
が
蠢
い
て
い
る
。
文
明
人
は
野
蛮
人
に
他
な
ら
な
い
、と
い
う
の
が
『
啓

蒙
の
弁
証
法
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。

（
17
） Adorno, T

heodor W
., Ästhetik (1958/59), in: ders., N

achgelassene 
Schriften, A

bteiung IV, Vorlesungen, B
d.3, Frankfurt am

 M
ain 

(Suhrkam
p) 2009, S.79ff.

（
18
） 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
そ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
を
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
文
化
批
判

と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
そ
れ
を
対
比
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
同
質
に
見
え
る
両
者

の
差
異
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始
め
て
い
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
批
判
が
文
化

の
素
性
へ
の 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
批
判
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
批
判
は
「
記
述
的
」
だ
と
い
う
（Jürgen H

aberm
as, Bew

ußtm
achende 

oder rettende K
ritik. D

ie A
ktualität W

alter Benjam
ins, in: ders., 

Philosophisch-politische Profile, Frankfurt am
 M

ain (Suhrkam
p) 1981, 

343

）
（
批
判
が
記
述
的
だ
、
と
い
う
の
も
、
な
ん
と
も
逆
説
的
な
話
だ
が
）
。

つ
ま
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」
と
い
う
歴
史
事
実
を
確
認
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
事
実
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
両
価
的
だ
っ
た
。
た
し

か
に
一
方
で
残
念
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で
そ
こ
に
未
来
に
つ
な
が
る

可
能
性
を
見
出
し
て
も
い
た
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
「
文
化
の
政
治
へ
の
解
消

（Aufhebung der K
ultur in der Politik

）
」
を
め
ざ
す
（
文
化
に
お
い
て
示

さ
れ
た
幸
福
の
約
束
を
政
治
的
実
践
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
）
の
だ

か
ら
、
そ
れ
を
「
美
的
な
も
の
の
政
治
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
美
的
な
も
の
の
政
治
化
」
と
い
う
表
現
は

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
由
来
す
る
も
の
だ
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

に
よ
る
対
比
（
差
異
化
）
と
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
の
だ
が
、
ナ
チ
に
よ
る

「
政
治
の
美
学
化
」
を
批
判
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
求
め
る
「
美
的
な
も
の
の

政
治
化
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
主
張
す
る
「
文
化
の
政
治
へ

の
解
消
」
と
単
純
に
同
義
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

 

　

で
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
立
場
は
ど
う
な
る
の
か
。
彼
は
、
ア
ウ
ラ
の
凋
落
を

た
だ
悲
し
み
、
そ
こ
に
進
歩
を
認
め
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
か
（
そ
れ
だ
と
、

ア
ド
ル
ノ
の
文
化
批
判
は
、
単
に
保
守
的
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
）
。
そ
う
で

は
あ
る
ま
い
。
彼
は
音
楽
論
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、
決
然
た
る
進
歩
主
義
者

だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
や
ジ
ャ
ズ
を
―
―
美
的
合

理
性
に
お
け
る
進
歩
の
途
か
ら
の
（
危
険
な
）
逸
脱
と
し
て
―
―
見
過
ご
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
多
く
の
芸
術
音
痴
（Banause

） 

に
と
っ
て
は
、

そ
ん
な
の
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
芸
術
論
に
お
け
る
進
歩
主
義
者

ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
は
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
大
惨
事
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し

て
、ästhetische R

ationalität 

と
は
、
た
だ
現
代
芸
術
に
の
み
か
か
わ
る
問

題
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
音
楽
に
の
み
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の

感
性
的
経
験
の
全
体
に
関
わ
る
問
題
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
な
の
だ
。

（
19
） H

onneth, Axel, D
ie Idee des Sozialism

us – Versuch einer Aktualisierung, 
Berlin (Suhrkam

p) 2015, S.23. 

以
下
の
ホ
ネ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て

こ
の
著
作
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

（
20
） H

onneth, Axel, D
as Recht der Freiheit. G

rundriß einer dem
okratischen 

Sittlichkeit, Berlin (Suhrkam
p) 2011, S. 250. 

こ
こ
で
は
「
投
錨
」
と
い

う
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
理
論
は
、
そ
れ
が
錨
（
根
）
を

下
ろ
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
動
向
（
運
動
）
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
観
念
論
、
「
単
な
る
規
範
理
論
」

に
な
っ
て
し
ま
う
。
単
に
、
「
規
範
的
思
想
（
理
念
）
」
を
構
想
す
る
だ
け
、

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
史
を
勉
強
し
た
り
、
哲
学
の
道
を
歩
い
て
い
る

だ
け
で
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
現
実
の
中
に
運
動
と

し
て
蠢
い
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
経
験
的
な
研
究
が
不
可
欠

に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
批
判
理
論
の
理
念
だ
っ
た
も
の

だ
。
こ
こ
で
も
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
も
と
も
と
の
理
念
を
と
て
も
律
儀
に
踏
襲
し
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て
い
る
。

（
21
） 

マ
イ
ド
ン
と
の
愛
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、

愛
の
関
係
の
中
の
闘
争
に
つ
い
て
語
る
気
に
な
ら
ず
に
す
ん
だ
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
―
―
恋
愛
に
お
い
て
抑
制
を
知
ら
な

か
っ
た
ア
ド
ル
ノ
は
―
―
愛
の
経
験
に
お
い
て
十
分
に
傷
を
負
っ
て
い
た
は

ず
だ
（
一
九
六
九
年
の
急
死
を
、
恋
愛
ゆ
え
の
傷
心
に
帰
す
る
解
釈
も
あ
る

ぐ
ら
い
だ
）
。
彼
は
、
愛
の
関
係
を
「
闘
争
」
と
描
き
出
す
視
点
と
無
縁
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
は
そ
の
証
言
だ
。
こ
れ
は
、

ミ
ニ
マ
・
ク
リ
テ
ィ
カ
だ
、
と
も
言
え
る
書
だ
。
「
食
卓
と
寝
床
」
と
題
さ

れ
た
断
章
一
一
番
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
「
離
婚
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

た
と
え
善
良
で
友
好
的
で
教
養
あ
る
人
が
そ
う
す
る
場
合
で
も
、
も
う
も
う

た
る
砂
ぼ
こ
り
が
立
ち
昇
る
と
し
た
も
の
で
、
関
わ
り
の
あ
る
す
べ
て
の
も

の
を
覆
い
つ
く
し
変
色
せ
ず
に
は
す
ま
な
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
親
密
さ
と

い
う
領
域
、
共
同
生
活
ゆ
え
の
警
戒
心
な
き
信
頼
が
、
そ
れ
が
拠
り
ど
こ
ろ

と
し
て
い
た
関
係
が
壊
れ
て
し
ま
う
と
、
邪
悪
な
毒
素
に
変
じ
て
し
ま
っ
た
、

と
で
も
い
う
か
の
よ
う
だ
」
（Adorno, M

inim
a M

oralia, S.33

、
ア
ド
ル

ノ
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
十
一
番
「
食
卓
と
ベ
ッ
ド
」
二
八
頁
）
。

（
22
） 

人
間
に
は
生
得
観
念
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
何
か
。
「
公
正
」

と
い
う
観
念
（
あ
る
い
は
理
念
）
だ
。
五
歳
の
子
供
で
も
「
ず
る
い
」
と
抗

議
す
る
。
「
公
正
」
と
い
う
言
葉
な
ど
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
一
切

教
え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
う
叫
ぶ
。
そ
の
時
、
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の

正
義
や
公
正
が
明
瞭
に
観
念
さ
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
は

公
正
に
処
遇
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
規
範
的
観
念
を
、
人
間
は
持
っ
て
生

ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
経
験
を
通
し
て
学
ば
れ
る
の
で
は
な

い
。
で
は
、
経
験
は
何
を
す
る
の
か
。
「
公
正
」
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
経
験
は
教
え
る
。
だ
か
ら
、
子
供
は
「
ず
る
い
」
と
叫
ぶ
。
こ
れ
が
生

得
観
念
に
基
づ
く
抗
議
、
批
判
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
批
判
は
内
在
的
批
判

で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
外
か
ら
の
借
り
物
の
規
範
に
基
づ
く
批
判
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
経
験
は
、
生
得
観
念
を
―
―
概
し
て
、
否
定

的
な
仕
方
で
―
―
確
認
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
経
験
は
、

こ
の
生
得
観
念
を
破
壊
し
も
す
る
だ
ろ
う
。
人
々
は
、
人
生
の
中
で
、
こ
の

生
得
観
念
が
綺
麗
事
で
し
か
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
思
い
知
ら
さ
れ
て
ゆ
く
。

人
が
公
正
と
は
言
い
難
い
現
実
を
甘
受
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
飼

い
な
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
断
念
・
諦
念
を
学
ん
で
ゆ
く
の
だ
。
生

得
観
念
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
人
生
を
通
し
て
働
き

続
け
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
維
持
す
る
注
意
と
努
力
は
必
要
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
そ
う
い
う
規
範
的
観
念
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
に
は
批
判
の
た
め
の
素
質
（
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
）
が
具
わ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
（
こ
の
考
え
は
、
観
念
論
で
は
な
い
は
ず
だ
）
。
た
だ
し
、

そ
の
規
範
は
往
々
に
し
て
忘
れ
去
ら
れ
る
し
、
無
意
識
化
さ
れ
も
す
る
の
で
、

だ
か
ら
こ
そ
、
再
（
度
、
）
構
成
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
面
倒
臭
い
こ
と
が
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
も
あ
る
。

 

　

た
だ
し
、
「
公
正
」
が
生
得
観
念
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
「
強
さ
」
も
ま
た

生
得
観
念
な
の
で
は
な
い
か
。
権
威
に
弱
い
性
格
、
と
い
う
の
は
、
目
下
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
テ
ー
マ
な
の
で
は
な
い
か
。
「
強
い

ア
メ
リ
カ
」
を
実
現
す
る
と
吠
え
る
男
が
、
権
力
の
座
に
押
し
上
げ
ら
れ
る

（
他
に
も
、
似
た
例
が
何
ヶ
国
に
も
あ
る
）
。
人
々
は
、
自
ら
の
上
方
に
「
強

さ
」
を
求
め
も
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
強
さ
」
に
自
ら
を
同
一
化
す

る
。
こ
れ
は
、
人
間
学
的
、
そ
の
意
味
で
生
得
的
な
特
性
な
の
で
は
な
い
か
。

人
間
は
一
方
で
「
ず
る
い
」
と
異
議
申
し
立
て
を
す
る
。
ず
る
い
と
い
う
感

覚
を
生
得
的
に
具
え
て
い
る
。
し
か
し
「
上
に
強
さ
を
求
め
る
」
の
も
、
同

じ
く
人
間
の
生
得
的
特
性
な
の
で
は
な
い
か
。
フ
ロ
イ
ト
が
『
集
団
心
理
と

自
我
分
析
』
で
分
析
し
た
の
は
、
群
衆
の
そ
う
い
う
素
性
だ
っ
た
。
人
間
は

平
等
志
向
に
よ
っ
て
の
み
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

（
23
） V

gl. H
onneth, Axel, Arbeit und Anerkennung, in: ders. D

as Ich im
 

W
ir, Frankfurt am

 M
ain (Suhrkam

p) 2010, S.78ff 

（

ア

ク

セ

ル
・

ホ
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ネ
ッ
ト
「
労
働
と
承
認
―
―
理
論
的
に
新
た
に
規
定
す
る
試
み
」
『
私
た
ち

の
な
か
の
私
―
―
承
認
論
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
、
八
四

―
一
一
二
頁
）.

（
24
） 
丸
山
眞
男
は
、
「
普
遍
史
」
と
い
う
考
え
が
、
自
分
た
ち
を
い
か
に
き
つ

く
縛
っ
て
い
た
か
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
普
遍
史
と
い
う
考
え
か
ら
身

を
振
り
ほ
ど
こ
う
と
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
歴
史
の
「
古
層
」
に
沈
潜
し
て

い
っ
た
。
「
私
は
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
何
と
い
っ
て
も
時
代
か
ら
言
っ
て
思
想
的
お
よ
び
学
問
的
に
非

常
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
当
面
の
テ
ー
マ
に
限
定

し
て
い
う
な
ら
ば
、
普
遍
史
的
な
歴
史
的
発
展
段
階
が
あ
る
こ
と
を
当
然
の

前
提
と
し
て
思
想
史
を
も
考
え
て
い
た
、と
い
う
こ
と
で
す
」（
丸
山
眞
男
「
原

型
・
古
層
・
執
拗
低
音
」
同
『
丸
山
眞
男
集 

第
十
二
巻 

一
九
八
二
―
一
九

八
七
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
二
一
頁
）
。

（
25
） 

社
会
運
動
に
つ
な
が
り
を
確
保
す
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
必
ず
し

も
、
そ
の
一
員
と
な
っ
て
活
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
関
心
を
持
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
し
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま

る
。
関
心
は
認
識
（
傍
観
）
と
は
異
な
り
、
既
に
、
実
践
へ
の
、
客
観
化
へ

の
一
歩
な
の
で
は
な
い
か
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

批
判
の
規
範
的
前
提
、
歴
史
哲
学
、
客
観
的
理
性
、
感
性
的
・

美
的
（
合
）
理
性
、
社
会
主
義
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「
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
」と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
、
仮
に
「
イ

エ
ス
」
と
答
え
る
な
ら
ば
、
次
に
問
う
べ
き
は
「
で
は
、
い
か
に
し
て
」

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
「
な
お
も
」
を
付
し
た
最
初
の
問

い
か
け
の
形
そ
の
も
の
が
、
実
際
に
は
「
イ
エ
ス
」
の
返
答
を
企
図
し

た
上
で
（
説
得
力
あ
る
「
ノ
ー
」
の
提
示
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、

そ
れ
は
興
味
深
い
も
の
だ
が
）
、
方
法
の
模
索
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い

発
問
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
「
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
。
か
つ
て

は
可
能
だ
っ
た
し
、
今
後
も
お
そ
ら
く
可
能
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が

可
能
に
な
る
よ
う
な
方
法
や
視
点
と
は
、
現
時
点
で
ど
う
い
う
も
の
か
」
）
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
社
会
批
判
が
批
判
た
り
得
る
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
の
重
要
性
を
、
思
想
史

研
究
と
関
連
づ
け
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

　

考
察
し
た
い
問
い
は
、
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
な
ぜ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視

点
な
の
か
。
そ
れ
は
社
会
批
判
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
数
あ
る
社
会
問

題
の
中
の
ワ
ン
・
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
取
り
上
げ
る
こ
と

と
、
ど
う
違
う
の
か
。
社
会
批
判
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
は
、
ど
う
つ

な
が
る
の
か
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
社
会
批
判

は
ど
の
よ
う
に
展
開
可
能
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
関
わ
る
現

代
の
理
論
家
と
し
て
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
存
在
を
看
過
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
最
初
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
一
連
の
議
論
を

参
照
し
な
が
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
っ
た
身
体

〈
特
集
〉
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？　

〈
論
文
〉

社
会
批
判
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

小
野
寺
研
太
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性
の
問
題
が
、
社
会
批
判
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を

検
討
す
る
。

　

二
つ
目
の
問
い
は
、
社
会
批
判
を
支
え
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
、

思
想
史
研
究
に
「
使
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
か
ら
）
の
社
会
思
想
史
・

政
治
思
想
史
の
研
究
蓄
積
が
存
在
し
、
従
来
の
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て

き
た
論
点
や
、
「
見
落
と
し
た
」
こ
と
自
体
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
き

た
）
1
（

。
そ
こ
か
ら
い
え
ば
、
思
想
史
研
究
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点

が
大
き
な
役
割
を
持
つ
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
の
議
論
を

通
じ
て
そ
こ
に
付
け
加
え
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
バ
ト

ラ
ー
流
の
読
み
方
の
、
社
会
思
想
史
研
究
へ
の
応
用
可
能
性
の
検
討
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
科
学
的
な
言
説
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
「
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
し
て
読
む
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
点
を

本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
知
性
史
、

と
り
わ
け
女
性
の
高
等
教
育
参
入
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
学
問
領

域
の
歴
史
に
焦
点
を
絞
り
、
試
論
的
に
論
じ
て
み
た
い
。

一　

 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
に
お
け
る
社
会
批
判
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー

1　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
学

　

バ
ト
ラ
ー
の
著
作
の
特
徴
と
さ
れ
る
独
特
の
晦
渋
さ
は
、
そ
れ
が
目

論
む
思
考
の
険
し
い
道
筋
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
道
筋
に
お
い
て
バ
ト

ラ
ー
が
絶
え
ず
試
み
て
い
る
の
は
、
自
分
が
立
と
う
と
す
る
礎
自
体
を

問
い
直
そ
う
と
す
る
批
判
の
営
み
で
あ
る
。
例
え
ば
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ト
ラ
ブ
ル
』
の
翻
訳
を
は
じ
め
、
日
本
の
バ
ト
ラ
ー
受
容
に
大
き
く
貢

献
し
た
竹
村
和
子
は
、
同
訳
書
に
付
し
た
解
説
で
、こ
の
著
作
を
「
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
学
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

）
2
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
バ
ト
ラ
ー
の
思
想
体
系
を
「
哲
学
」
と
の
関
わ
り
か
ら
ま
と
め
た

藤
高
和
輝
も
、
バ
ト
ラ
ー
自
身
に
と
っ
て
も
、
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ

ブ
ル
』
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
向
け
た
書
物
で
あ
り
、
当
時
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
が
想
定
し
て
い
た
「
異
性
愛
の
女
」
と
い
う
主
体
像
を
批
判
的
に

解
明
し
て
い
く
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

）
3
（

。

　

『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
で
バ
ト
ラ
ー
が
繰
り
返
し
批
判
の
俎

上
に
載
せ
て
い
る
の
は
、
男
／
女
と
い
う
二
元
論
を
そ
れ
以
上
還
元
不

可
能
な
も
の
と
す
る
、
「
強
制
的
異
性
愛
」
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
あ
る
。

通
俗
的
に
は
、
セ
ッ
ク
ス
は
解
剖
学
的
な
性
（
オ
ス
／
メ
ス
）
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
は
社
会
的
文
化
的
な
性
（
男
ら
し
さ
／
女
ら
し
さ
）
と
し
て
区
別
さ

れ
、
解
剖
学
的
な
セ
ッ
ク
ス
の
上
に
文
化
的
社
会
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

「
後
か
ら
書
き
込
ま
れ
る
」
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
社
会
構
築
的
な
も
の
、
セ
ッ
ク
ス
は
「
自

然
的
」
な
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
揺
ら
ぐ
こ
と

が
あ
る
と
し
て
も
、
解
剖
学
的
な
男
／
女
と
い
う
二
項
対
立
そ
の
も
の

は
、
そ
れ
以
上
乗
り
越
え
が
た
い
も
の
、
自
明
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
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し
か
し
バ
ト
ラ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
因
と
結
果
を
逆
に
捉

え
て
い
る
事
態
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
原
因
に
セ
ッ
ク
ス
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
セ
ッ
ク
ス
の
方
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
機
制
に
よ
っ
て
遡
及

的
に
投
影
さ
れ
る
幻
影
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
人
は
、
生
ま
れ
た
と

き
か
ら
「
男
か
／
女
か
」
の
ど
ち
ら
か
に
常
に
性
別
化
さ
れ
て
お
り
、

イ
ン
タ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
境
界
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
な

い
。
す
な
わ
ち
人
は
、
解
剖
学
的
な
性
を
弁
別
す
る
と
い
う
次
元
に
お

い
て
す
で
に
、
「
男
か
／
女
か
」
の
二
元
的
な
枠
組
み
に
は
め
込
ま
れ

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
男
の
身
体
な
の
か
／
女
の
身
体
な
の
か
」

と
い
う
形
式
で
性
別
化
さ
れ
る
セ
ッ
ク
ス
も
ま
た
、
社
会
構
築
的
な
も

の
、
二
元
的
な
枠
組
み
に
人
間
を
囲
い
込
ん
で
い
く
機
制
に
よ
っ
て
生

み
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
セ
ッ
ク
ス
も
ま
た
、
決
し
て
「
自

然
」
と
し
て
自
明
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
実
際
お
そ
ら
く
セ
ッ

ク
ス
は
、
つ
ね
に
す
で
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

）
4
（

」
な
の
で
あ
る
。

　

二
元
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
か
ら
人
が
自
由
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
「
女
」
と
「
男
」
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
性
的
実
践
と
そ
れ
を

喚
起
す
る
欲
望
、
す
な
わ
ち
異
性
愛
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
当
然
視

す
る
こ
と
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
権
力
機
制
に
よ
る
「
強
制
」
の
結
果
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
女
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
「
男
を
愛
す

る
」
こ
と
が
当
然
の
セ
ッ
ト
に
な
る
と
見
な
さ
れ
る
。
「
女
」
で
あ
る

こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、「
異
性
愛
の
女
」
と
し
て
の
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
首
尾
一
貫
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
場
合
（
同
性
愛
や
バ
イ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
）
は
、
理
解
不
能
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
。

　

『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
批
判
の
書
で
あ

る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
社
会
構
築
性

を
批
判
し
な
が
ら
も
、
性
差
別
主
義
か
ら
の
解
放
主
体
に
、
本
質
論
的

な
「
女
」
を
想
定
し
て
き
た
こ
と
の
問
題
性
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
た

か
ら
で
あ
る
。
「
異
性
愛
の
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ

ク
な
言
説
機
制
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自

体
で
自
明
視
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
「
男
」
か
ら
の
抑
圧
に
対

抗
す
る
主
体
が
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に

お
い
て
首
尾
一
貫
し
た
「
異
性
愛
の
女
」
で
あ
る
こ
と
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
が
自
明
視
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
議
論
も
ま
た
、
異
性
愛
の
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
を
生
産
し
続
け
る
権
力
機
制
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に

な
る
。

2　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

　

で
は
わ
た
し
た
ち
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
性
を
分
け
る
こ
と
）
だ
と
し
て

い
る
も
の
は
、
い
か
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
。
バ
ト
ラ
ー
は
、
そ

れ
が
行
為
＝
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
言
語
や
身
振
り
、
日
常
的
な
行
動
様
式
ま
で
幅

広
く
含
ん
だ
実
践
を
意
味
す
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
は
、
個
々
の
身
体
に
お
い
て
反
復
さ
れ
「
再
演
」
さ
れ
る
。
そ
の
反
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復
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
男
や
女
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
た

か
も
自
然
な
区
別
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
、
二
元
的
な
性
別
観

が
事
後
的
に
本
質
化
さ
れ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
「
身
体
の
身
ぶ
り
や
動

作
や
多
様
な
様
式
が
、
永
続
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
自
己
と
い
う
錯
覚
を
つ

く
り
あ
げ
て
い
く
と
き
の
、
日
常
的
な
方
法

）
5
（

」
な
の
で
あ
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
が
看
破
し
た
の
は
、
性
を
分
け
る
こ
と
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
で
あ
る
以
上
、
「
女
」
（
や
「
男
」
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
た
る

も
の
と
錯
覚
さ
せ
て
い
る
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
首
尾
一
貫
性
が
、
実
際
に
は
偶
発
的
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
点
で
、
「
成
功
」

し
た
り
「
失
敗
」
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
偽
を
判
定
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
ド
ラ
ァ
グ
は
、
男
性
が
女
装
す
る
と
い

う
意
味
で
、「
偽
物
の
女
」
と
通
常
は
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
バ
ト
ラ
ー

は
、
ド
ラ
ァ
グ
を
「
本
物
（
の
女
）
」
に
対
す
る
「
偽
物
（
の
女
）
」
と

は
捉
え
ず
、
む
し
ろ
首
尾
一
貫
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
「
失
敗
」
（
不
調
和
）
と
見
る

）
6
（

。
ド
ラ
ァ
グ
が
示
し
て
い
る
「
失
敗
」

と
は
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
三
つ
が
首

尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
失
敗
」
で
あ
る
。
こ
の
「
失

敗
」
が
示
す
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
首
尾
一
貫
性
は
あ
ら
か
じ
め
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
。
仮
に
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
そ
こ
で
「
成
功
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
7
（

。
つ
ま
り
性
を
分
け

る
こ
と
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
そ
の
都
度
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
次
第
で
「
成

功
」
し
た
り
「
失
敗
」
し
た
り
す
る
よ
う
な
代
物
で
あ
り
、
首
尾
一
貫

し
た
「
女
」
や
「
男
」
な
る
も
の
も
、
偶
発
的
な
産
物
に
過
ぎ
な
い
。

す
な
わ
ち
首
尾
一
貫
し
た
「
女
」
や
「
男
」
と
い
っ
た
人
間
像
は
、
何

ら
か
の
本
質
や
真
理
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
各
人
が
恣

意
的
に
選
択
し
、
い
つ
で
も
主
体
的
に
振
る
舞
え
る
も
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
出
生
時
の
「
こ

の
子
は
男
の
子
か
、
女
の
子
か
」
に
始
ま
り
、
そ
の
後
繰
り
返
さ
れ
る

性
別
欄
記
入
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て

始
ま
る
点
で
、
わ
た
し
に
先
行
し
て
い
る
か
ら
だ
。
加
え
て
、
同
性
愛

や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
よ
う
に
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
者
は
社
会
的

に
理
解
し
難
い
存
在
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、
存
在
し
な
い
も
同

然
に
な
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
規
範
と
慣
習
は
、
常
に
わ
た
し
を

超
え
て
お
り
、
わ
た
し
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、

そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
作
用
か
ら
逃
れ
が
た
い
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
一
切
の
変
化
が
生
じ
得
な

い
決
定
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
は
そ
の
機
制
に
服
従
す
る
他
な
い
の

か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ

テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
概
念
の
形
成
過
程
を
検
討
し
た
藤
高
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、



35　●　社会批判とジェンダー――小野寺 研太

通
常
「
行
為
遂
行
性
」
と
訳
さ
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
に
は
、

「
演
技
」
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
側
面
も
含
意
さ
れ
て
い

る
）
8
（

。
劇
を
演
じ
る
役
者
に
は
、
そ
の
動
き
を
脚
本
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
の
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
に
演
じ
る
か
を
解
釈
し
た
り
変
更
し

た
り
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
異
性
愛
以
外
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ク
ィ
ア
と
い
っ
た
存
在
は
、
二
元
的

な
枠
組
み
に
押
し
込
め
ら
れ
る
異
性
愛
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
お
い
て
、
服

従
か
ら
の
逸
脱
可
能
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

晒
さ
れ
る
身
体
と
共
生
の
義
務

　

『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
以
降
の
バ
ト
ラ
ー
の
思
考
を
徐
々
に

特
徴
づ
け
て
い
く
の
は
、
人
間
の
「
生
存
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
犯
罪
や
バ
ッ
シ
ン
グ
、
社
会
的
排
除
が

如
実
に
物
語
る
よ
う
に
、
身
体
性
を
め
ぐ
る
規
範
は
、
精
神
的
に
も
物

質
的
に
も
、
そ
の
者
の
生
存
可
能
性
を
大
き
く
左
右
す
る
。
『
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
も
、
強
制
的
異
性
愛

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
下
で
排
除
さ
れ
、
不
可
視
の
存
在
と
な
っ
た
人
び
と
で

あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
批
判
的
思
考
に
と
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
め

ぐ
る
議
論
と
人
間
の
生
存
に
関
わ
る
議
論
は
、
地
続
き
だ
っ
た
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
生
存
の
問
題
を
つ
な
ぐ
概
念
が
、
人
間
の
身

体
の
「
傷
つ
き
や
す
さ vulnerability

」
（
あ
る
い
は
「
あ
や
う
さ 

precariousness

」
）
で
あ
る

）
9
（

。
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
か
ら
し
て

既
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
人
間
の
身
体
は
、

普
遍
的
に
規
定
で
き
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
純
粋
な
認
識

を
想
定
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
人
間
の
身
体
性
は
、
そ
の
者
が
生
き

る
歴
史
や
社
会
に
、
深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
単
独
で
存
在
で

き
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
分
に
状
況
規
定
的
で
あ
る
点
で
、
身
体
は
そ

の
外
部
に
常
に
「
晒
さ
れ
」
て
い
る
。
身
体
の
「
晒
さ
れ
」
は
、
五
感

で
確
認
で
き
る
範
囲
は
お
ろ
か
、
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
て
、
名
前
す

ら
知
ら
な
い
者
か
ら
な
る
幾
つ
も
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
生
じ
る
。

そ
し
て
「
晒
さ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
身
体

性
は
外
部
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
し
得

る
と
い
う
意
味
で
あ
や
う
い
も
の
で
あ
る
と
、
バ
ト
ラ
ー
は
述
べ
る
。

　

晒
さ
れ
る
た
め
に
あ
や
う
い
も
の
と
な
る
人
間
の
生
存
は
、
そ
れ
ゆ

え
何
ら
か
の
援
助
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
う
し
た
援
助
提
供
の
際
に
は
、

そ
の
対
象
と
な
る
者
が
悲
嘆
可
能
性
を
持
つ
か
ど
う
か
で
、
提
供
の
あ

り
方
が
変
わ
る
と
、
バ
ト
ラ
ー
は
い
う

）
10
（

。
生
存
へ
の
援
助
は
、
食
糧
や

す
み
か
、
各
種
イ
ン
フ
ラ
と
い
っ
た
物
質
的
な
も
の
か
ら
、
不
平
等
な

扱
い
か
ら
の
保
護
と
是
正
の
よ
う
に
社
会
的
な
も
の
ま
で
幅
広
い
。
そ

し
て
程
度
の
差
は
あ
れ
、
身
体
が
傷
つ
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は

誰
し
も
共
通
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
援
助
や
支
援
の
提
供
は
、
そ
の

者
の
死
や
不
在
が
嘆
き
得
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
悲
嘆
可
能
性
に
左

右
さ
れ
る
と
、
バ
ト
ラ
ー
は
指
摘
す
る
。
あ
や
う
い
生
の
生
存
に
は
、

そ
の
者
の
悲
嘆
可
能
性
が
先
行
し
て
お
り
、
規
範
や
慣
習
か
ら
逸
脱
し
、
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当
該
社
会
の
中
で
理
解
不
能
と
さ
れ
る
存
在
は
、
こ
の
悲
嘆
可
能
性
の

枠
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
。

　

悲
嘆
可
能
性
の
有
無
に
よ
っ
て
、
あ
や
う
い
生
の
生
存
可
能
性
が
左

右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
者
の
社
会
的
承
認
に
応
じ
て
、
生
の

あ
や
う
さ
が
不
均
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
バ
ト

ラ
ー
は
こ
れ
を
「
不
安
定
性 precarity

」
と
呼
ぶ

）
11
（

。
あ
る
歴
史
的
社
会

的
条
件
に
お
い
て
、
あ
る
者
は
悲
嘆
さ
れ
得
る
ゆ
え
に
保
護
さ
れ
、
支

援
さ
れ
る
の
に
対
し
、
悲
嘆
不
可
能
と
さ
れ
た
別
の
者
は
保
護
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
か
ら
外
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
晒
さ
れ
、
傷
つ
き
や
す
い
身
体

の
「
生
存
」
の
問
題
は
、
権
力
機
制
の
多
重
的
な
働
き
や
い
く
つ
も
の

決
定
に
よ
っ
て
、
資
源
配
分
や
社
会
的
承
認
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
は
、
先
行
す
る
悲
嘆
可
能
性
に
応
じ
て
差
別
的
に
配
分
さ

れ
る
生
の
あ
や
う
さ
＝
不
安
定
性
に
対
し
て
は
、
生
を
持
続
可
能
な
形

で
改
善
し
て
い
く
倫
理
的
要
請
が
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
か
。
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
の
は
、
倫
理
的
要
請
、
す
な
わ
ち
他
者
へ
の
義
務
が
、
わ
た
し

の
生
存
へ
の
欲
望
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。こ
の
点
は
、レ
ヴ
ィ

ナ
ス
や
ア
ー
レ
ン
ト
に
触
れ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ

こ
で
は
バ
ト
ラ
ー
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
再
構
成
し
な
が
ら
、
そ
の
論
理

を
た
ど
っ
て
み
よ
う

）
12
（

。

　

バ
ト
ラ
ー
が
重
視
す
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
そ
の
哲
学
の
原
理
と
し

た
コ
ナ
ト
ゥ
ス
、
す
な
わ
ち
「
自
分
自
身
の
存
在
へ
の
固
執
」
で
あ
る
。

一
般
的
に
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
、
個
人
主
義
的
な
自
己
保
存
の
欲
求
と
同
一

視
さ
れ
る
が
、
バ
ト
ラ
ー
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
殺
論
を
フ
ロ
イ
ト
の
「
死

の
欲
動
」
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
自
己
保
存
の
欲
望

に
は
、
自
分
自
身
を
解
体
す
る
契
機
が
含
ま
れ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ

は
、
自
分
自
身
の
存
在
へ
の
固
執
が
、
自
分
で
は
な
い
存
在
（
広
義
の
「
他

者
」
）
と
の
関
わ
り
を
構
造
的
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
で
は
な
い
何
者

か
と
の
関
わ
り
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
バ
ト

ラ
ー
が
最
初
期
に
取
り
組
ん
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
な
ぞ
ら
え
て
い
え
ば
、
わ

た
し
と
い
う
存
在
は
、
社
会
で
の
承
認
可
能
性
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に
沿
い
つ
つ
、
わ
た
し
が

生
き
よ
う
と
す
る
欲
望
は
、
他
者
を
志
向
し
欲
望
す
る
こ
と
に
先
行
せ

ず
、
同
時
性sim

ultaneity

を
持
つ
点
を
強
調
す
る

）
13
（

。
わ
た
し
が
生
き

よ
う
と
す
る
欲
望
の
た
め
に
他
者
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
た
し

が
生
き
よ
う
と
す
る
欲
望
は
、
同
時
に
、
他
者
と
生
き
よ
う
と
す
る
欲

望
で
も
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
わ
た
し
が
生
き
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ

れ
は
他
者
の
存
在
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
が
生

き
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
他
者
と
の
共
通
の
生com

m
on life

を
築
く

こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
が
社
会
の
中
で
承
認
さ
れ
、
生
き
の

び
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
以
外
の
他
者
の
生
存
も
同
時
に
維
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
他
者
の
生
存
に
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対
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
倫
理
的
要
請
に
、
範
囲
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
の
生
存

と
共
に
あ
る
他
者
が
誰
で
あ
る
か
を
、
わ
た
し
が
決
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
の
身
体
が
生
存
す
る
た
め
に
は
、
他
者
か

ら
の
承
認
や
保
護
、
援
助
を
不
可
欠
と
し
、
わ
た
し
の
あ
り
方
を
否
定
・

非
難
し
た
り
、
究
極
的
に
は
殺
し
た
り
す
る
「
暴
力
」
か
ら
守
ら
れ
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
を
「
所
有
」

し
て
い
る
（
＝
わ
た
し
は
、わ
た
し
の
身
体
を
完
全
な
統
治
下
に
置
い
て
い
る
）

と
は
い
え
ず
、
わ
た
し
の
あ
り
方
は
わ
た
し
だ
け
で
は
決
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
が
生
存
す
る
た
め

に
必
要
な
境
界
を
、
わ
た
し
が
意
図
的
に
画
定
す
る
こ
と
は
、
原
理
的

に
不
可
能
で
あ
る
。
逆
に
そ
れ
を
無
理
に
画
定
す
る
こ
と
、
わ
た
し
が

生
き
る
た
め
に
は
誰
を
必
要
と
し
／
必
要
と
し
な
い
か
を
わ
た
し
が
恣

意
的
に
決
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
自
身
の
否
定
に
他
な
ら
な
い

）
14
（

。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
理
解
で
は
、
身
体

が
絶
え
ず
晒
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
の
「
生
存
」
の
う
ち
に
は
、
わ
た
し

と
共
に
あ
る
他
者
の
「
生
存
」
を
保
護
し
、
維
持
さ
せ
る
義
務
が
伴
っ

て
い
る
。
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
の
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
初

期
の
試
み
が
、
わ
た
し
の
身
体
性
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）

に
向
け
ら
れ
る
暴
力
の
遍
在
性
を
解
読
し
て
い
く
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
一
連
の
著
作
が
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
身
体

性
へ
の
暴
力
を
人
間
の
生
存
そ
の
も
の
と
関
連
さ
せ
た
上
で
、
そ
の
暴

力
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
向
き
を
変
え
る
」
と
い
う
非
暴

力
の
契
機
を
見
出
す
こ
と
、
暴
力
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
自
己
に
も
他

者
に
も
攻
撃
性
を
発
動
さ
せ
な
い
こ
と
の
提
起
と
論
証
だ
と
い
え
る
。

4　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
の
眼
差
し
を
社
会
に
向
け
る

　

議
論
の
出
発
点
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
社
会
批
判
が
、
社
会
の
現
実
を

批
判
的
に
理
解
し
、
さ
ら
に
可
能
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
展
望
を
示
そ
う

と
す
る
営
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
国
家
内
部
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
で

も
、
様
々
な
権
力
形
態
を
通
じ
て
人
び
と
に
差
別
的
に
配
分
さ
れ
る
不

安
定
性
の
問
題
が
、
解
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

　

こ
の
と
き
、
不
安
定
性
の
問
題
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
問
い
と

地
続
き
で
あ
る
。
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
、
数
あ
る
社
会
問
題
の
う

ち
の
ワ
ン
・
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
」
と
い
え
な
い
理
由
は
、
バ
ト
ラ
ー
に

即
し
て
考
え
れ
ば
、
身
体
性
に
関
わ
る
「
政
治
」
を
め
ぐ
る
批
判
的
解

明
が
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
、
社
会
批
判
そ
の
も
の
と
重
な
る
か
ら
で

あ
る
。
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
側
に
立
ち

な
が
ら
、
そ
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
批
判
を
展

開
し
た
よ
う
に
、
社
会
批
判
の
試
み
も
ま
た
、
批
判
す
る
側
の
内
向
や

自
閉
的
傾
向
を
絶
え
ず
警
戒
し
、
ず
ら
す
も
の
と
な
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
の
眼
差
し
を
社
会
に
向
け
る
と
は
、
社
会
に
つ

い
て
論
じ
た
「
科
学
」
的
言
説
そ
の
も
の
の
批
判
的
解
明
、
そ
の
意
味

で
の
「
社
会
科
学
」
批
判
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
す
る
「
社
会
科
学
」
批
判
に
は
、
大
き
く

い
っ
て
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
の
方
向
性
は
、『
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』
の
よ
う
に
、
身
体
を
め
ぐ
る
構
造
的
規
定
性
だ

け
で
な
く
、
そ
の
変
動
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
パ

フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
一
方
に
お
い
て
自
身
に

先
立
つ
社
会
的
慣
習
や
規
範
へ
の
服
従
を
強
制
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方

で
そ
の
よ
う
な
服
従
か
ら
逸
脱
す
る
可
能
性
も
備
え
て
い
る
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
視
点
か
ら
の
社
会
批
判
は
、
身
体
性
に
関
わ
る
構
造
的
規
定
性
と

変
動
可
能
性
を
両
睨
み
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
別
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、

「
中
心
」
と
さ
れ
る
も
の
の
正
統
性
と
単
一
性
を
、
「
周
縁
」
か
ら
撹
乱

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
の
方
向
性
は
、
第
一
の
方
向
性
と
は
反
対
に
、
「
周
縁
」
的
な

位
置
づ
け
を
な
さ
れ
て
き
た
領
域
が
、
実
は
何
ら
か
の
形
で
「
中
心
」

の
正
統
性
獲
得
に
寄
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
バ
ト
ラ
ー
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
筆

者
が
注
目
す
る
の
は
括
弧
書
き
の
部
分
で
あ
る
。

　

恐
ら
く
、
不
安
定
性
が
こ
の
図
式
の
中
で
常
に
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
て
き
た
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
行
為
遂
行
性
は
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ

ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
（
場
合
に
よ
っ
て
は
ま
た
、
心
的
か
つ
身
体
的
に
か
な
り

高
い
代
償
を
払
っ
て
規
範
的
な
存
在
と
し
て
「
通
し
て
」き
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
が
生
き
る
生
存
不
可
能
な
諸
条
件
に

反
対
す
る
理
論
で
あ
り
実
践
で
あ
っ
た
か
ら
だ

）
15
（

。

　

身
体
性
の
「
政
治
」
に
対
す
る
批
判
的
検
討
は
、
ま
さ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
よ
る
規

範
の
「
再
演
」
（
場
合
に
よ
っ
て
は
過
剰
同
調
）
を
も
射
程
範
囲
に
収
め

て
い
る
。
例
え
ば
、
誰
が
「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
」
と
し
て
社
会
的
に
優
位

な
位
置
を
占
め
る
か
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
同
じ
「
女
性
」

で
も
、
人
種
や
経
済
階
層
に
注
目
す
れ
ば
優
位
／
劣
位
の
差
が
見
い
だ

せ
る
よ
う
に
、
人
び
と
の
間
で
生
じ
る
権
力
関
係
の
配
置
は
、
常
に
重

層
的
か
つ
交
差
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
、
正
統
化
・
単
一
化
さ

れ
た
身
体
性
の
「
政
治
」
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
複
雑
な
関
係
性
が
ど
の

よ
う
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
第

二
の
方
向
性
で
あ
る
。

　

次
節
の
検
討
で
本
稿
が
採
る
の
は
、
第
二
の
方
向
性
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
か
ら
）
の
社
会
思
想
史
・
政
治
思
想
史
研
究

に
お
い
て
繰
り
返
し
批
判
さ
れ
て
き
た
の
は
、
思
想
史
上
で
想
定
さ
れ

る
社
会
形
成
や
政
治
の
「
主
体
」
の
割
り
当
て
が
、
男
性
優
位
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
規
範
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
了
解
し

た
上
で
本
稿
が
立
ち
た
い
の
は
、
従
来
の
議
論
が
批
判
対
象
と
し
て
き

た
規
範
や
慣
習
が
、
い
か
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
性
に
よ
っ
て
構
築
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さ
れ
て
い
た
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
「
男
性
」
の
み
な
ら

ず
、
い
か
な
る
「
女
性
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の

か
を
、
「
社
会
科
学
」
的
な
言
説
の
検
討
を
通
し
て
、
よ
り
詳
細
に
腑

分
け
す
る
視
点
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
そ
の
検
討
材
料
と
し
て
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に

か
け
て
の
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
、
高
等
教
育
史
を
含
め
た
ア
メ
リ
カ

合
州
国
の
知
性
史
を
取
り
上
げ
た
い
。

二　

 

世
紀
転
換
期
の
ア
メ
リ
カ
知
性
史
に
お
け
る 

ジ
ェ
ン
ダ
ー

1　

女
性
の
高
等
教
育
参
入
と
そ
の
両
義
性

　

ア
メ
リ
カ
の
高
等
教
育
機
関
の
門
戸
が
女
性
に
開
か
れ
始
め
た
の
は
、

十
九
世
紀
後
半
で
あ
る
。
多
く
の
大
学
が
共
学
化
を
拒
む
中
、
一
八
六

〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
セ
ブ
ン
・
シ
ス
タ
ー
ズ
と
呼
ば
れ

る
名
門
女
子
大
学
の
設
立
が
続
き
、
ま
た
州
政
府
が
農
学
や
軍
学
、
工

学
を
専
門
と
す
る
高
等
教
育
機
関
設
置
の
た
め
に
、
連
邦
政
府
か
ら
土

地
の
供
与
を
受
け
て
で
き
た
「
ラ
ン
ド
・
グ
ラ
ン
ト
大
学
」
で
も
共
学

化
が
進
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
当
時
は
、
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
自

体
が
特
権
的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
変
化
に
よ
る
女
性
の
大
学

在
籍
率
の
上
昇
は
、
一
八
七
〇
年
の
二
一
％
か
ら
一
九
〇
〇
年
の
三
六
・

八
％
に
ま
で
及
ん
だ

）
16
（

。

　

し
か
し
、
高
等
教
育
を
受
け
た
女
性
が
卒
業
後
に
活
躍
で
き
る
キ
ャ

リ
ア
は
、
依
然
と
し
て
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た
。
守
旧
的
な
性
別
分
業

観
（
家
内
労
働
の
担
い
手
と
し
て
の
女
性
）
や
性
規
範
（
女
性
の
貞
淑
）
が

根
強
く
残
る
ア
メ
リ
カ
に
あ
っ
て
、
女
性
が
家
庭
外
で
活
躍
の
場
を
求

め
る
こ
と
は
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
態
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
大
学
研
究
者
で
も
同
様
で
あ
り
、
た
と
え
学
生
と
し
て
最
優
秀

と
評
価
さ
れ
博
士
号
を
得
て
も
、
女
性
で
あ
る
こ
と
が
大
学
で
の
ポ
ス

ト
獲
得
を
妨
げ
た
。

　

大
学
に
お
け
る
女
子
学
生
の
増
加
と
女
性
研
究
者
登
用
の
忌
避
や
排

除
と
い
う
状
況
は
、
学
問
領
域
の
性
質
や
位
置
づ
け
に
も
影
響
を
与
え

た
。
第
一
に
、
高
等
教
育
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
社
会
に

活
か
せ
な
い
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
た
め
、
大
学
を
卒
業
し
た
女
性
研

究
者
た
ち
は
、
大
学
以
外
、
あ
る
い
は
自
ら
の
専
攻
以
外
の
場
所
で
、

そ
の
調
査
・
分
析
手
法
を
活
か
す
道
を
模
索
し
た
。
彼
女
ら
は
、
大
学

外
で
あ
れ
ば
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
や
各
種
の
社
会
改
革
運
動
、
専
攻
以

外
の
分
野
で
あ
れ
ば
社
会
経
済
や
家
政
学
、
衛
生
学
、
社
会
福
祉
学
、

教
育
学
と
い
っ
た
分
野
に
、
自
身
の
科
学
的
手
法
の
活
路
を
見
出
し
た
。

結
果
と
し
て
こ
れ
は
、
女
性
研
究
者
が
女
性
や
児
童
に
関
わ
る
労
働
や

貧
困
、
社
会
福
祉
、
家
事
、
公
衆
衛
生
、
保
育
、
教
育
と
い
っ
た
テ
ー

マ
群
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
傾
向
を
強
め
た
。

　

第
二
に
、
学
問
領
域
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
。

こ
の
時
代
の
ア
メ
リ
カ
白
人
男
性
は
、
階
層
格
差
の
拡
大
や
女
性
の
社

会
進
出
、
そ
し
て
移
民
の
増
加
を
、
自
ら
の
「
男
ら
し
さm

anhood

」
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の
危
機
と
捉
え
、
そ
の
「
復
活
」
を
目
指
し
た

）
17
（

。
男
性
研
究
者
も
そ
れ

は
同
様
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
男
ら
し
さ
」
に
も
た
ら
さ
れ
た
危
機
か
ら

の
脱
却
を
社
会
不
安
の
統
制
強
化
に
求
め
、
「
科
学
万
能
主
義

scientism
」
の
学
問
形
成
に
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て

い
っ
た
。
そ
の
裏
側
で
、
女
性
研
究
者
が
関
心
を
寄
せ
た
社
会
改
革
や

日
常
生
活
や
家
庭
に
関
わ
る
テ
ー
マ
を
、
「
男
ら
し
さ
」
を
削
ぐ
も
の

と
し
て
避
け
て
い
っ
た

）
18
（

。

　

こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
、
第
三
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
学
問
領

域
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
形
成
さ
れ
た
。
「
科
学
万
能
主
義
」
志
向
を
強

め
た
男
性
研
究
者
ら
が
価
値
を
置
い
た
の
は
、
理
論
性
や
中
立
性
で
あ

り
、
具
体
性
や
応
用
性
を
扱
う
こ
と
の
重
要
性
は
低
く
見
積
も
ら
れ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
研
究
に
お
い
て
社
会
や
生
活
上
の
具
体
的
な
問
題
（
身

近
な
問
題
）
を
扱
う
こ
と
、
理
論
で
は
な
く
応
用
性
を
追
求
す
る
こ
と

は
女
性
的
な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
男
性
研
究
者
は
そ
れ
ら
を
二
次
的

な
も
の
に
位
置
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
後
半
〜
二
十
世
紀

初
頭
の
ア
メ
リ
カ
の
高
等
教
育
史
で
は
、
学
生
と
し
て
学
ぶ
女
性
が
増

え
る
一
方
、
彼
女
ら
が
研
究
者
と
し
て
参
入
す
る
場
合
に
は
、
ポ
ス
ト

に
お
い
て
も
学
問
領
域
に
お
い
て
も
、
男
性
側
が
築
い
た
障
壁
に
よ
っ

て
排
除
さ
れ
抑
圧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
れ
を
即
座
に
、
「
男
性
に
よ
る
女
性
の
一
方
的
な
排
除
と
抑

圧
」
と
い
う
図
式
に
単
純
化
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
バ

ト
ラ
ー
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
分
析
が
、
そ
こ
に
働
く
権
力
機
制
の

多
様
さ
に
目
を
向
け
て
い
た
よ
う
に
、
上
記
の
性
差
別
主
義
的
な
状
況

を
分
析
・
評
価
す
る
に
は
、
よ
り
仔
細
な
検
討
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
例

え
ば
、
先
述
し
た
テ
ー
マ
群
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
で
い
え
ば
、
女
性
研
究

者
が
男
性
と
は
異
な
る
ニ
ッ
チ
な
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
競
合
す

る
研
究
者
を
減
ら
し
、
論
文
と
し
て
受
理
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
た
し

）
19
（

、

先
行
す
る
ラ
イ
バ
ル
が
い
な
い
こ
と
は
領
域
の
開
拓
が
し
や
す
い
と
い

う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
他
方
で
、
そ
う
し
た
領
域
や
テ
ー
マ
群
の
多
く

を
女
性
研
究
者
が
占
め
る
こ
と
は
、
男
性
が
そ
う
し
た
問
題
に
関
わ
ら

な
い
口
実
に
も
な
り
得
、
学
問
領
域
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
を
進
め
て
し
ま

う
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
両
義
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
高
等
教

育
と
学
問
研
究
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
あ
り
様
を
、
一
枚
岩
的
な
男

性
に
よ
る
「
抑
圧
」
と
し
て
は
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し

ろ
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
知
性
史
的
状
況
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
い
か
に

作
用
し
、
ど
の
よ
う
な
権
力
機
制
を
作
動
さ
せ
て
い
た
か
に
注
目
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
が
、
近
代
家
政
学
で
あ
る
。

2　

「
家
事
の
科
学
」
と
そ
の
背
景

　

家
政
学hom

e econom
ics

（
現
在
で
は
生
活
科
学life science

と
も
呼

ば
れ
る
）
は
、
衣
食
住
や
児
童
な
ど
、
日
常
生
活
に
関
わ
る
諸
問
題
を

科
学
的
に
解
明
し
、
そ
の
解
決
を
通
じ
て
生
活
の
質
向
上
を
目
指
す
学

問
領
域
で
あ
る
。
そ
の
近
代
的
な
展
開
の
形
態
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ

ツ
、
日
本
な
ど
で
異
な
っ
て
い
る
が

）
20
（

、
特
に
ア
メ
リ
カ
に
限
定
し
て
い
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え
ば
、
ホ
ー
ム
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
い
う
英
語
名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
家
政
学
は
ま
ず
家
庭
の
管
理
運
営
に
関
わ
る
学
問
と
し
て
発
達
し

て
き
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
近
代
家
政
学
は
家
事
の
合
理
化
を
志
向

す
る
「
家
事
の
科
学
」
と
し
て
出
発
し
て
い
る
。

　

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
で
「
家
事
の
科
学
」
が
論
じ
ら
れ
た
背
景
に
は
、

次
の
よ
う
な
社
会
史
上
の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
資
本
主
義

化
に
よ
る
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
、
家
族
内
の
性
別
分
業
の
様
相

が
変
化
し
、
家
内
労
働
の
負
担
が
女
性
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
家

族
の
う
ち
、
男
性
や
若
者
は
労
働
者
と
し
て
外
で
賃
労
働
に
従
事
す
る
よ
う
に

な
り
、
家
に
い
な
く
な
っ
た
）
。
第
二
に
、
技
術
革
新
が
家
庭
に
も
持
ち

込
ま
れ
、
様
々
な
装
置
・
器
具
（
代
表
例
が
ス
ト
ー
ブ
）
の
導
入
や
消
費

財
（
例
え
ば
小
麦
粉
）
の
購
入
が
家
事
の
省
力
化
に
つ
な
が
っ
た
（
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
家
事
負
担
の
程
度
は
軽
減
し
な
か
っ
た
）
。
そ
し
て
第
三
に
、

家
事
使
用
人
の
定
着
と
管
理
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
っ
た

）
21
（

。
こ
う
し
た
社

会
史
的
状
況
は
、
家
事
を
単
な
る
労
苦
、
で
き
れ
ば
避
け
た
い
仕
事
と

し
て
で
は
な
く
、
社
会
の
中
で
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
議

論
に
つ
な
が
っ
た
。
当
時
の
女
性
が
置
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

ま
え
、
家
事
の
価
値
を
再
評
価
す
る
言
説
と
な
っ
た
の
が
、
「
家
事
の

科
学
」
で
あ
る
。

　

「
家
事
の
科
学
」
が
家
事
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
強
調
し
た
の
は
、

何
よ
り
も
そ
の
学
問
が
「
科
学
」
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
合
理
性

を
追
究
す
る
領
域
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
当
時
代
表
的
存

在
だ
っ
た
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
（
一
八
〇
〇
―
七
八
）
が
唱
導

し
た
「
家
庭
科
学dom

estic science

」
は
、
家
庭
を
、
家
事
を
遂
行
す

る
あ
る
種
の
機
械
と
捉
え
、
装
置
の
配
置
を
合
理
化
す
る
こ
と
で
、
家

事
労
働
の
省
力
化
を
図
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
の

「
家
庭
科
学
」
は
、
家
の
換
気
や
照
明
、
果
樹
の
手
入
れ
か
ら
、
子
ど

も
や
高
齢
者
の
世
話
、
使
用
人
の
管
理
に
至
る
ま
で
、
家
庭
に
お
け
る

仕
事
の
合
理
化
の
手
法
を
網
羅
的
に
読
者
に
示
し
た
。
こ
う
し
た
科
学

志
向
は
、
家
事
と
い
う
営
み
が
他
の
学
問
領
域
と
同
様
の
体
系
性
を
備

え
て
い
る
点
で
学
ぶ
価
値
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
主
張
に
結
び
つ
い
た
。

い
う
な
れ
ば
、
女
性
に
家
事
の
「
専
門
職
」
と
し
て
そ
れ
に
関
わ
る
こ

と
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た

）
22
（

。

　

家
事
再
評
価
の
も
う
一
つ
の
軸
は
、
あ
る
種
の
共
和
主
義
で
あ
る
。

ビ
ー
チ
ャ
ー
が
一
八
四
一
年
に
出
版
し
、
そ
の
後
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー

ル
や
女
子
セ
ミ
ナ
リ
ー
で
教
科
書
と
し
て
広
く
採
用
さ
れ
た A Treatise 

on D
om

estic Econom
y

（
一
八
四
五
年
）
の
冒
頭
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
民

主
主
義
を
支
え
る
市
民
を
健
全
に
育
む
存
在
と
し
て
女
性
の
責
任
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る

）
23
（

。
こ
れ
は
、
家
族
の
健
康
を
気
遣
い
、
合
理
的
な

方
法
で
健
全
な
精
神
を
宿
し
た
市
民
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
男
性
市
民
な

の
だ
が
）
を
育
て
る
存
在
と
し
て
女
性
を
位
置
づ
け
る
、「
共
和
国
の
母
」

と
い
う
当
時
の
共
和
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
沿
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た

）
24
（

。

　

「
家
事
の
科
学
」
が
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
女
性
に
「
科
学
」

と
「
国
家
」
に
関
わ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
家
庭
と
い
う
領
域
に
お
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い
て
関
わ
る
こ
と
を
要
請
す
る
言
説
だ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

と
い
う
の
も
こ
れ
は
、
「
家
事
の
科
学
」
の
言
説
が
、
フ
ー
コ
ー
が
論

じ
た
の
と
は
や
や
異
な
る
形
で
（
あ
る
い
は
フ
ー
コ
ー
が
主
題
化
し
な
か
っ

た
形
で
）
、
知
と
権
力
の
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
統
治
論
の
問
題
圏
を
構

成
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
だ
。

　

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
に
最
初
に
結
晶
化
し
た
統
治
の
技

法
は
、
国
家
経
営
に
家
政
＝
経
済
（
ど
ち
ら
も
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
）
の
原
理

を
持
ち
込
む
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
十
七
世
紀
の
停
滞
を
経
て
十
八
世

紀
に
復
活
し
た
際
、
統
治
の
問
題
は
家
族
の
問
題
か
ら
離
れ
、
人
口
拡

大
を
焦
点
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
家
族
は
、
統
治
の
モ
デ

ル
と
い
う
地
位
か
ら
退
き
、
統
治
に
と
っ
て
の
道
具
に
な
っ
た
と
フ
ー

コ
ー
は
述
べ
る
。

　

家
族
が
こ
の
よ
う
に
モ
デ
ル
と
い
う
水
準
か
ら
道
具
立
て
と
い

う
水
準
に
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
根
本
的
な
こ
と
で

す
。
じ
じ
つ
、
十
八
世
紀
な
か
ば
か
ら
は
家
族
は
人
口
に
対
す
る

道
具
と
し
て
現
れ
ま
す
。
〔
…
…
〕
人
口
が
統
治
術
に
関
す
る
障

害
解
除
を
可
能
に
し
た
の
は
、
人
口
が
家
族
モ
デ
ル
を
排
除
し
た

か
ら
で
す

）
25
（

。

　

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
の
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
の
主
眼
は
、
統
治
性
が
家
族

で
は
な
く
人
口
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

だ
が
逆
に
い
え
ば
、
統
治
の
主
題
と
し
て
は
後
景
に
退
い
た
と
い
う
家

族
、
あ
る
い
は
家
庭
の
問
題
は
、
そ
の
「
道
具
」
と
し
て
統
治
論
に
関

わ
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
家
事
、
家
族
、
家
庭
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

何
ら
か
の
形
で
国
家
と
の
接
合
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
か

つ
て
男
性
家
長
の
家
庭
経
営
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
「
男
の
家
政
学
」

が
、
十
九
世
紀
に
「
女
の
家
政
学
」
へ
変
わ
る
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
変

容
を
経
て
も
な
お
、
統
治
論
の
圏
内
に
あ
る
と
い
う
持
続
面
の
存
在
を

示
唆
し
て
い
る

）
26
（

。
こ
の
観
点
か
ら
見
て
、
統
治
論
の
枠
組
み
で
「
女
性

と
は
何
か
」
を
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
よ
り
も
直
截
的
に
展
開
し
た
と
い
え
る

の
が
、
現
在
で
は
「
家
政
学
の
母
」
と
称
さ
れ
る
、
エ
レ
ン
・
ス
ワ
ロ
ー
・

リ
チ
ャ
ー
ズ
（
一
八
四
二
―
一
九
一
一
）
で
あ
る
。

3　

E
・
S
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
学
問
構
想

　

リ
チ
ャ
ー
ズ
が
「
家
政
学
の
母
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
彼
女
が
ア
メ

リ
カ
家
政
学
会
の
初
代
会
長
を
務
め
、
ホ
ー
ム
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
分
野

の
礎
を
築
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
の
学
問
的
キ
ャ
リ
ア
の
中

心
は
む
し
ろ
自
然
科
学
者
だ
っ
た
点
に
あ
り
、
ま
た
彼
女
は
研
究
以
外

の
領
域
で
も
幅
広
く
活
動
し
た
人
物
だ
っ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
女
性

と
し
て
初
め
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
で
学
び
、
そ
の
後
、
衛

生
学
や
水
質
・
空
気
分
析
の
専
門
家
と
し
て
同
校
で
教
壇
に
も
立
っ
た
。

そ
う
し
た
研
究
者
と
し
て
の
活
動
と
並
行
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
女
性
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研
究
者
の
た
め
の
ラ
ボ
（
実
験
室
）
設
置
や
女
性
卒
業
生
の
組
織
化
、

移
民
労
働
者
の
た
め
の
食
事
提
供
施
設
の
モ
デ
ル
化
な
ど
に
尽
力
し
、

社
会
活
動
家
と
し
て
も
活
躍
し
た

）
27
（

。

　

こ
う
し
た
幅
広
い
経
歴
を
踏
ま
え
、
最
晩
年
の
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
家
政

学
の
学
問
構
想
論
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
『
ユ
ー
セ
ニ
ク
ス
』
（
一
九

一
〇
年
）
で
あ
る
。
「
ユ
ー
セ
ニ
ク
ス
」（euthenics

日
本
語
で
は
「
優
境
学
」

と
訳
さ
れ
る
）
は
、
優
生
学eugenics

を
意
識
し
た
命
名
で
あ
り
、
先

天
的
要
因
を
重
視
す
る
優
生
学
に
対
し
て
、
優
境
学
は
後
天
的
・
環
境

的
要
因
を
重
視
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ユ
ー

セ
ニ
ク
ス
の
主
た
る
問
題
と
は
、
「
優
れ
た
」
人
間
の
発
達
・
育
成
に

必
要
な
環
境
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
の
環
境
形
成
に
ど
う
関
わ
る

の
か
、
で
あ
る

）
28
（

。

　

先
の
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
著
作
と
比
べ
た
場
合
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
『
ユ
ー

セ
ニ
ク
ス
』
に
は
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
包
括
性
は
な
く
、
家
政
学
と

い
う
学
問
が
果
た
す
社
会
的
意
義
を
強
調
し
た
、
い
わ
ば
序
論
と
し
て

の
性
格
が
強
い
著
作
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
小
著
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ

か
ら
見
た
女
性
、
知
（
科
学
）
、
国
家
の
関
係
性
が
凝
縮
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
と
し
て
読
解
可
能
で
あ
る
。

　

『
ユ
ー
セ
ニ
ク
ス
』
で
最
初
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
女
性
で
も
家
庭

で
も
な
く
、
不
健
康
で
あ
る
こ
と
が
い
か
に
衛
生
観
念
の
一
般
的
な
欠

如
に
由
来
し
、
ま
た
人
び
と
が
そ
れ
に
無
頓
着
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。

　

一
八
八
二
年
以
来
、
肺
結
核
は
四
九
％
、
腸
チ
フ
ス
は
三
九
％

減
少
し
た
。
し
か
し
統
計
に
よ
れ
ば
、
心
臓
病
や
個
人
の
管
理
下

に
あ
る
そ
の
他
の
不
調
〔
腎
臓
病
や
脳
卒
中
を
指
す
―
筆
者
〕
は

増
加
し
て
い
る
。
〔
…
…
〕
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
空
気
感
染

や
接
触
感
染
に
よ
る
伝
染
病
は
、
政
府
が
こ
れ
を
認
識
し
科
学
法

則
を
適
用
し
て
抑
制
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
今
日
そ
う
し
た
伝
染

病
が
存
在
す
る
の
は
、
個
々
人
の
無
知
か
不
注
意
に
よ
る
場
合
の

み
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
〔
…
…
〕
問
題
は
、
人
び
と
が
「
調
子
が

悪
い
だ
け
」
や
「
な
ん
と
か
な
る
さ
」
に
由
来
す
る
消
耗
の
存
在

を
認
め
な
い

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
〔
そ
う
い
う
人
は
〕
明
晰
な
頭
脳
と

揺
る
ぎ
な
い
手
腕
で
働
く
こ
と
と
、
鈍
く
弱
々
し
い
道
具
で
も
っ

て
働
く
こ
と
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
。
何
ら
か
の
方
法
で
、
こ
の

こ
と
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
29
（

。

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
衛
生
学
者
と
し
て
の
リ
チ
ャ
ー

ズ
が
問
題
視
す
る
の
は
、
衛
生
観
念
と
社
会
的
損
失
の
連
関
で
あ
る
。

衛
生
観
念
に
対
す
る
大
衆
的
な
無
知
こ
そ
が
、
か
つ
て
で
あ
れ
ば
感
染

症
を
媒
介
し
、
現
在
で
あ
れ
ば
心
臓
疾
患
や
腎
疾
患
の
よ
う
な
生
活
習

慣
病
を
生
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
無
知
（
衛
生
観
念
の
欠
如
）
に
よ
る

社
会
的
損
失
は
大
き
く
、
「
無
駄
な
死
、
無
駄
な
病
気
、
無
駄
な
疲
労

を
防
ぐ
こ
と
で
こ
の
国
に
毎
年
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
節
約
は
、
確
実

に
十
五
億
ド
ル
を
遥
か
に
凌
ぐ

）
30
（

」
。
衛
生
的
な
行
動
様
式
の
欠
如
は
不
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健
康
を
生
み
、
不
健
康
で
あ
る
こ
と
は
経
済
的
な
損
失
に
つ
な
が
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
改
善
に
必
要
な
の
は
自
ら
の
管
理
能

力
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
健
康
管
理
の
問
題
は
権
力
機
構
や
何
ら

か
の
強
制
手
段
に
よ
っ
て
一
方
的
に
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
各
人
に
よ
っ
て
「
自
発
的
」
に
取
り
組

ま
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
だ
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
い
う
管
理
能
力
と
は
、

自
己
利
益
や
公
共
性
の
追
求
に
駆
動
さ
れ
な
が
ら
、
生
活
に
関
す
る
知

識
や
理
解
を
自
己
管
理
に
振
り
向
け
る
よ
う
な
、
自
発
的
な
自
己
管
理

の
能
力
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
別
言
す
れ
ば
、
健
康
的
な
生
活
習
慣

を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
栄
養
価
の
高
い
食
事
や
清
潔
な
衣
服
・
住

環
境
、
あ
る
い
は
規
則
正
し
い
生
活
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
で
構
成
さ

れ
る
。

　

人
は
公
共
心
と
私
的
利
益
に
導
か
れ
て
、
自
分
自
身
を
知
り
、

自
分
の
活
動
を
機
械
と
同
様
に
統
御
す
るcontrol
こ
と
が
、
仕

事
の
能
力
だ
け
で
な
く
、
喜
び
に
関
す
る
能
力
を
も
倍
増
さ
せ
る

こ
と
を
、
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
統
御
は
、
先
ご
ろ
確
認
さ
れ

た
、
人
間
の
環
境
に
関
す
る
科
学
的
知
識
を
適
用
す
る
こ
と
で
、

今
ま
さ
に
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

地
域
社
会
に
住
む
思
慮
深
い
人
び
と
に
対
し
て
、
今
こ
そ
健
康

と
幸
福
を
増
進
さ
せ
る
よ
う
な
生
活
水
準
を
教
え
込
む
機
会
で
あ

る
と
喚
起
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
書
の
目
的
で
あ
る

）
31
（

。

　

こ
う
し
た
健
康
的
な
生
活
習
慣
の
重
要
性
を
強
調
す
る
点
は
、
先
述

の
ビ
ー
チ
ャ
ー
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
議
論

の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
生
活
習
慣
の
拡
大
プ
ロ
セ
ス
を
、
各
家
庭
に
お

け
る
問
題
と
し
て
個
別
化
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
関
係
や
制
度
と
の

関
係
か
ら
説
き
起
こ
し
、
徐
々
に
家
庭
の
役
割
へ
と
収
斂
さ
せ
て
い
っ

た
点
に
あ
る
。
例
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
衛
生
状
態
に
つ
い
て
の
一
定

の
管
理
権
は
「
地
域
社
会
と
そ
こ
で
の
規
則
に
委
ね
ら
れ
る
」
と
し
、

公
衆
衛
生
に
関
す
る
法
規
を
遵
守
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
し
か

し
衛
生
に
対
す
る
理
解
が
一
般
的
で
な
い
状
態
で
そ
う
し
た
法
規
を
強

制
し
よ
う
と
し
て
も
、
最
初
は
個
人
的
自
由
の
侵
害
と
受
け
取
ら
れ
、

抵
抗
さ
れ
る
。
社
会
の
健
康
増
進
と
い
う
利
益
の
た
め
に
衛
生
法
規
を

遵
守
さ
せ
る
に
は
、「
お
そ
ら
く
第
一
に
は
権
威
を
通
し
て
」
で
あ
る
が
、

「
そ
の
結
果
が
単
に
権
威
へ
の
服
従
で
あ
っ
て
、
根
本
的
な
原
則
へ
の

服
従
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
〔
権
威
へ
の
服
従
〕
は
そ
の
人
の
生
活
の
力

と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
偶
然
に
そ
れ
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
と

し
て
も
、
継
続
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
。
そ
こ
で
必
要
に
な
る
の
が
、

教
育
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
「
個
人
が
、
共
同
体
の
正
し
い
生
活

と
〔
自
分
と
〕
の
関
係
を
認
識
さ
せ
る
、
よ
り
直
接
的
で
効
率
的
な
方

法
は
、
教
育
で
あ
る
」
と
述
べ
る

）
32
（

。
つ
ま
り
リ
チ
ャ
ー
ズ
に
と
っ
て
、

衛
生
的
な
観
念
と
行
動
様
式
を
社
会
的
に
拡
大
さ
せ
る
機
能
を
担
う
の

は
、
教
育
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
社
会
的
衛
生
教
育
の
基
礎
的
な
教
育
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
、

家
庭
の
存
在
が
強
調
さ
れ
る
。

　

「
家
庭
」
の
理
想
と
は
、
未
熟
な
草
木
が
独
り
立
ち
で
き
る
ほ

ど
強
く
な
る
ま
で
庭
師
が
そ
れ
ら
を
守
る
よ
う
に
、
内
側
か
ら
生

じ
る
危
険
（
悪
習
慣
、
粗
末
な
食
べ
物
、
悪
い
空
気
、
汚
れ
、
乱
用
）

を
防
ぐ
こ
と
、
つ
ま
り
発
育
を
妨
げ
る
作
用
全
て
か
ら
避
難
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
し
か
し
身
体
的
な
保
護
に
も
ま
し
て

大
切
な
の
は
、
有
益
な
暮
ら
し
に
つ
な
が
る
全
て
を
教
え
る
こ
と

で
あ
る

）
33
（

。

　

だ
が
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
家
庭
の
み
に
子
ど
も
の
生
活
習
慣
形
成
の
役

割
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
女
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

産
業
が
女
性
か
ら
彼
女
の
仕
事
を
取
り
上
げ
て
以
来
、
女
性
は

仕
事
を
求
め
て
外
の
世
界
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
子
ど

も
へ
の
教
育
手
段
は
家
庭
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。
も
し
そ
の
試

み
が
為
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
雰
囲
気
は
不
自
然
な
も
の
だ
。

　

子
ど
も
の
た
め
に
専
ら
家
族
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
非
常
に

緩
慢
な
方
法
だ
。
〔
…
…
〕
今
日
、
学
校
は
、
子
ど
も
と
家
庭
の

双
方
に
届
く
最
も
迅
速
な
手
段
で
あ
る

）
34
（

。

　

衛
生
的
な
生
活
習
慣
を
社
会
的
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
教
育
の
担
い

手
は
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
家
庭
と
学
校
で
あ
る
。
産
業
化
は
、
家

庭
だ
け
に
衛
生
へ
の
教
育
責
任
を
帰
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
な
い
事
態

を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
衛
生
観
念
の
獲
得
に
つ
な
が
る
健
康

的
な
生
活
習
慣
は
、
家
庭
と
学
校
の
双
方
で
身
に
つ
け
る
も
の
だ
と
さ

れ
る
。

　

一
方
が
他
方
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
家

庭
と
学
校
は
、
お
互
い
に
影
響
し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
家
庭
は

経
験
を
得
る
場
所
で
あ
り
、
学
校
は
そ
の
経
験
を
説
明
し
明
確
化

す
る
知
識
を
得
る
場
所
で
あ
る
。
子
ど
も
は
や
る
気
を
持
っ
て
学

校
に
通
い
、
物
事
を
知
ろ
う
と
す
る
、
よ
り
深
い
関
心
と
意
欲
に

満
ち
て
家
に
帰
る
べ
き
で
あ
る

）
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（

。

　

以
上
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
不
健
康
で

あ
る
こ
と
は
大
き
な
社
会
的
損
失
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た

め
に
必
要
な
の
は
、
社
会
の
衛
生
状
態
を
高
め
る
べ
く
、
人
々
の
観
念

と
行
動
様
式
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
最
も
効
率
的
な
方

法
は
、
教
育
を
通
じ
た
健
全
な
習
慣
形
成
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
産

業
化
に
よ
っ
て
家
庭
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
い
る
以
上
、
家
庭
の
み
に

教
育
機
能
を
期
待
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
学
校
と
家
庭
双
方
の
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協
力
に
よ
っ
て
、
健
康
の
た
め
の
習
慣
形
成
は
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
以
上
の
展
開
を
経
た
上
で
、
『
ユ
ー
セ
ニ
ク
ス
』
の
最
後
に

論
じ
ら
れ
る
の
が
、
女
性
の
社
会
的
役
割
と
責
任
で
あ
る
。

4　

近
代
家
政
学
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

　

社
会
的
な
健
康
増
進
と
い
う
目
的
の
た
め
に
主
た
る
役
割
を
担
う
存

在
こ
そ
女
性
で
あ
る
と
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
い
う
。

　

反
論
を
恐
れ
ず
に
い
う
な
ら
、
社
会
の
将
来
の
幸
福w

ell-

being

は
、
主
と
し
て
女
性
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
〔
…
…
〕

一
度
自
分
の
立
場
に
気
づ
か
せ
れ
ば
、
女
性
は
そ
の
仕
事
を
や
り

遂
げ
る
だ
ろ
う
。
過
去
に
女
性
た
ち
が
陥
り
が
ち
だ
っ
た
感
傷
的

な
慈
善
を
排
し
、
真
の
精
神
を
も
っ
て
科
学
的
、
行
政
的
課
題
に

取
り
組
ん
で
い
る
グ
ル
ー
プ
の
実
例
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い

）
36
（

。

　

こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
そ
の
女
性
像
の

表
明
で
繰
り
返
し
強
調
す
る
の
は
、
科
学
に
通
じ
、
運
命
論
に
陥
ら
な

い
心
性
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
37
（

。
現
状
の
幼
児
死
亡
率
や
非

衛
生
的
な
住
宅
や
路
地
、
不
潔
な
市
場
は
、
「
大
抵
は
冷
淡
な
運
命
論

の
産
物
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
女
性
が
声
を
上
げ
、
科
学
的
な
管

理
を
進
め
れ
ば
、
も
っ
と
少
な
い
コ
ス
ト
で
問
題
の
解
決
は
可
能
で
あ

ろ
う
。
「
時
代
の
最
も
進
歩
的
な
運
動
と
は
、
清
潔
さ
が
慈
善
よ
り
勝

る
こ
と
〔
…
…
〕
を
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
る
女
性
に
よ
っ
て
導
か
れ

る
運
動
の
こ
と

）
38
（

」
で
あ
る
と
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
、
家
庭
に
お
け
る
機
械
の
導
入
は
家
事
の
省

力
化
に
も
役
立
つ
と
述
べ
る
。
こ
の
工
学
の
時
代
に
あ
っ
て
、
家
庭
管

理
の
仕
事
は
工
学
の
原
理
に
基
づ
い
た
も
の
に
な
る
。
家
族
の
福
祉
と

い
う
目
的
を
有
す
る
家
事
は
労
働
な
し
に
実
現
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
労

働
は
「
思
慮
と
機
械
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
得
る
」
。
将
来
的
に
女
性
は
、

「
機
械
の
使
い
方
を
理
解
し
、
教
わ
る
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る

限
り
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
る
に
違
い
な
い

）
39
（

」
。
だ
か
ら
こ
そ
必
要
な
の

は
科
学
的
教
育
で
あ
り
、
そ
れ
を
次
な
る
世
代
に
与
え
て
い
く
こ
と
＝

家
政
学
教
育
だ
と
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
強
調
す
る
。

　

家
事
の
工
学
は
物
質
的
な
幸
福w

elfare

の
た
め
に
、
そ
し
て

社
会
工
学
は
道
徳
的
、
倫
理
的
な
幸
福w

ell-being

の
た
め
に
、

大
い
に
必
要
な
も
の
だ
。
〔
…
…
〕
も
し
政
府
が
良
き
市
民
、
生

産
的
人
間
を
持
つ
な
ら
ば
、
次
世
代
の
親
と
な
る
べ
き
者
た
ち
に
、

必
須
の
事
柄
を
教
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
〔
…
…
〕
小
学
校
で

家
庭
科
を
教
え
、
高
等
教
育
で
家
政
学
を
教
え
る
こ
と
は
、
環
境

0

0

を
統
御
す
る

0

0

0

0

意
義
を
彼
ら
に
示
し
、
将
来
の
パ
ニ
ッ
ク
を
防
ぐ
こ

と
を
企
図
し
て
い
る

）
40
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
想
定
し
て
い
る
女
性
の
社
会
的
役
割
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は
、
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
幅
広
い
も
の
で
あ

る
。
科
学
的
な
発
想
に
通
じ
、
家
庭
管
理
を
合
理
化
し
て
子
ど
も
を
育

て
る
役
割
は
も
と
よ
り
、
教
師
と
し
て
教
育
に
携
わ
る
こ
と
、
研
究
者

と
し
て
家
政
学
の
テ
ー
マ
を
追
究
す
る
こ
と
、
種
々
の
社
会
活
動
を
通

し
て
地
域
や
行
政
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
至
る
ま
で
、
生
活
環
境

へ
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
女
性
が
い
か
に
社
会
に
「
貢
献
」
す
る
か
を

リ
チ
ャ
ー
ズ
は
強
調
し
た
。
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
衛
生
観
念
の
普

及
・
拡
大
は
、
優
生
学
を
基
礎
た
る
こ
と
を
企
図
し
た
優
境
学
＝
『
ユ
ー

セ
ニ
ク
ス
』
が
そ
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
口
に
関
わ
る
経
済
的

損
失
回
避
と
結
び
つ
い
た
試
み
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
社

会
の
統
治
論
（
衛
生
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
る
人
口
減
少
の
抑
制
＝
人
口
的

繁
栄
）
の
領
域
へ
「
女
性
」
が
い
か
に
食
い
込
ん
で
い
け
る
か
と
い
う

発
想
を
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
有
し
て
い
た
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
そ
の
学
問
構

想
論
を
通
じ
て
関
与
し
た
の
は
、
衛
生
（
そ
し
て
人
口
）
問
題
を
経
由

し
た
同
時
代
的
な
「
女
性
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
だ
っ
た
と
い
え

る
。

　

そ
れ
は
、
世
紀
転
換
期
ア
メ
リ
カ
の
統
治
問
題
に
お
け
る
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
を
め
ぐ
る
言
説
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
言
説
）

と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
依
拠
し
な
が
ら
、
十
九
世
紀

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
統
治
性
の
出
現
過
程
を
た
ど
っ
た
マ
シ
ュ
ー
・
ハ

ン
ナ
は
、
同
時
代
の
経
済
学
者
・
統
計
学
者
だ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ウ
ォ
ー
カ
ー
に
象
徴
さ
れ
る
統
治
性
の
論
理
を
、
「
男
性
優
位
主
義
」

的
な
も
の
と
し
て
い
る
が

）
41
（

、
そ
の
こ
と
は
「
女
性
」
が
統
治
の
問
題
に

ま
っ
た
く
無
関
係
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
リ
チ
ャ
ー
ズ

の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
「
男
性
」
と
は
異
な
る
形
で
、
当
時
の
統
治

問
題
に
関
与
し
得
る
知
の
形
態
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の

は
、
統
治
論
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
業
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
「
男
性
」
と
共
に
、
し
か
し
「
男
性
」
と
は
異
な
る
役
割
で

国
内
統
治
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
「
女
性
」
と
い
う
発
想
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
言
説
は
、
こ
の
よ
う
な
両
性
の
協
働
を
統
治

問
題
に
忍
ば
せ
る
形
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
あ
り
様
を
「
再
演
」
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結　

論

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
見
た
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
リ

チ
ャ
ー
ズ
の
議
論
は
、
革
新
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
保
守
的
傾
向
に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
彼
女
の
議
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

家
事
や
ケ
ア
、
教
育
と
い
っ
た
広
義
の
再
生
産
労
働
に
女
性
が
関
わ
る

と
い
う
性
別
分
業
を
肯
定
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
も
い
え
る
。

そ
う
い
う
眼
で
見
た
と
き
の
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
問
題
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、

本
稿
が
改
め
て
指
摘
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
言
説
の
批
判
的
検
討
に
は
、
ど
ん
な

積
極
的
意
味
を
見
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
眼
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差
し
を
向
け
る
こ
と
は
、
社
会
思
想
史
の
研
究
に
何
を
も
た
ら
す
だ
ろ

う
か
。
重
要
な
の
は
、
社
会
科
学
的
な
言
説
が
そ
の
歴
史
上
、
ど
の
よ

う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
か
の
具
体
的
な
解
明

を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
を
は
じ
め
、
「
家
事
の
科
学
」

の
諸
言
説
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
権
力
機
制
の
、
ど
の
よ
う
な
作

用
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
、ど
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
「
再
演
」
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
、「
女
性
」
や
「
男

性
」
を
規
定
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
検
討
は
、
身
体
性
を
め

ぐ
る
「
政
治
」
に
ど
う
相
対
す
る
か
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
本
稿
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ー
マ
が
統
治
の
領
域

に
関
わ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
知
と
権
力
を
め
ぐ
る
批
判
的
検
討
と
も

関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

社
会
批
判
と
は
ど
う
つ
な
が
る
の
か
。
思
想
史
研
究
に
お
い
て
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
問
題
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
歴
史
上
作
用
し

て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
権
力
機
制
を
読
み
解ほ

ど

く
こ
と
を
通
し
て
、

従
前
の
理
解
の
正
統
性
に
対
し
疑
問
を
付
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の

こ
と
は
、「
少
数
派
」
の
み
な
ら
ず
「
多
数
派
」
（
と
「
自
認
」
す
る
者
）

に
対
し
て
も
、
絶
え
ず
、
そ
し
て
執
拗
に
わ
た
し
た
ち
の
身
体
に
働
き

か
け
る
強
制
性
の
捉
え
直
し
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
間

接
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
批
判
と
呼
び
う
る
も
の
を
構
成
し

て
い
く
と
考
え
る
。
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／
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e “Sphere of W

om
en ” in Early-Tw

entieth-C
entury 

Econom
ics, Silverberg (ed.), G

ender and Am
erican Social Science: Th

e 
Form

ative Years, p. 50.

（
20
） 

ド
イ
ツ
の
家
政
学
に
つ
い
て
は
藤
原
辰
史
『
［
決
定
版
］
ナ
チ
ス
の
キ
ッ

チ
ン
―
―
「
食
べ
る
こ
と
」
の
環
境
史
』
共
和
国
、
二
〇
一
六
年
、
ア
メ
リ

カ
と
日
本
の
家
政
学
に
つ
い
て
は
柏
木
博
『
家
事
の
政
治
学
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
を
参
照
。

（
21
） 

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ス
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
・
コ
ー
ワ
ン
『
お

母
さ
ん
は
忙
し
く
な
る
ば
か
り
―
―
家
事
労
働
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
社
会

史
』
高
橋
雄
造
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
四
―
三
二
頁

を
参
照
。

（
22
） 

柏
木
前
掲
書
、
三
三
―
四
四
頁
。

（
23
） Beecher, C
atherine E., A Treatise on D

om
estic Econom

y: For the U
se of 

Young Ladies at H
om

e and at School, N
ew

 York: H
arper &

 Brothers 
1845, pp. 37-8.

（
24
） 

有
賀
夏
紀
『
ア
メ
リ
カ
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
社
会
史
』
勁
草
書
房
、
一
九

八
八
年
、
二
四
頁
。

（
25
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
安
全
・
領
土
・
人
口
―
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
講
義1977-1978

年
度
』
高
桑
和
巳
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七

年
、
一
二
九
頁
。

（
26
） 

古
代
・
中
世
か
ら
近
代
に
至
る
過
程
で
の
、
家
政
を
め
ぐ
る
議
論
の
変
遷

に
つ
い
て
は
重
田
園
江
『
統
治
の
抗
争
史
―
―
フ
ー
コ
ー
講
義1978-79

』

勁
草
書
房
、
二
〇
一
八
年
、
第
十
五
章
、
ま
た
統
治
論
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
変
容

を
め
ぐ
っ
て
は
飯
塚
信
雄
『
男
の
家
政
学
―
―
な
ぜ
「
女
の
家
政
」
に
な
っ

た
か
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
を
参
照
。

（
27
） 

リ
チ
ャ
ー
ズ
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ラ
ー
ク
『
エ

コ
ロ
ジ
ー
の
誕
生
―
―
エ
レ
ン
・
ス
ワ
ロ
ー
の
生
涯
』
工
藤
秀
明
訳
、
新
評

論
、
一
九
九
四
年
、
ド
ロ
レ
ス
・
ハ
イ
デ
ン
『
家
事
大
革
命
―
―
ア
メ
リ
カ

の
住
宅
、
近
隣
、
都
市
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
・
デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
』
野

口
美
智
子
・
藤
原
典
子
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
、
セ
イ
ラ
・
ス
テ
イ

ジ
他
編
『
家
政
学
再
考
―
―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
女
性
と
専
門
職
の

歴
史
』
倉
元
綾
子
訳
、
近
代
文
芸
社
、
二
〇
〇
二
年
、
柏
木
前
掲
書
な
ど
が

あ
る
。

（
28
） 

以
下
の
記
述
を
参
照
。
「
優
境
学
は
、
現
在
の
人
間
を
よ
り
良
く
し
、
そ

う
す
る
こ
と
で
必
然
的
に
将
来
の
よ
り
良
い
人
種
を
創
造
す
る
と
い
う
優
生

学
に
、
先
行
す
る
〔
学
問
で
あ
る
〕
。
優
境
学
は
、
優
生
学
が
基
礎
と
す
べ

き
予
備
的
科
学
の
た
め
に
提
案
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
」
（R

ichards, Ellen S., 
Euthenics, in K

azuko Sum
ida 

（ed.

）, C
ollected w

orks of Ellen H
. Sw

allow
 

Richards, Tokyo: Edition Synapse, 2007, viii.

）
。
邦
訳
と
し
て
住
田
和
子

訳
『
ユ
ー
セ
ニ
ク
ス
―
―
制
御
可
能
な
環
境
の
科
学
』
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
出
版
、

二
〇
〇
五
年
が
あ
る
。
以
下
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
か
ら
の
引
用
は
住
田
訳
を
参
考

に
し
て
、
筆
者
が
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
29
） Ibid., p. 3. 

傍
点
は
原
著
強
調
、
以
下
同
様
。

（
30
） Ibid., p. 5.

（
31
） Ibid., p. 10.

（
32
） Ibid., pp. 41-3.

（
33
） Ibid., p. 73.
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（
34
） Ibid., p. 75.

（
35
） Ibid., p. 91.

（
36
） Ibid., p. 149.

（
37
） 
例
え
ば
他
の
章
で
も
「
科
学
的
研
究
に
基
づ
く
新
た
な
見
解
と
は
、
か
つ

て
な
ら
ば
病
に
冒
さ
れ
死
ん
で
い
た
者
を
支
え
る
の
に
必
要
な
の
は
、
慈
善

行
為
で
は
な
く
、
患
者
に
希
望
と
新
鮮
な
空
気
を
与
え
る
予
防
行
為
だ
と
い

う
こ
と
だ
。
特
に
重
要
な
の
は
、
病
気
は
必
ず
続
く
も
の
だ
と
い
う
古
び
た

運
命
論
的
観
念
が
い
か
に
真
実
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
か
を
、
既
に
得
ら
れ

た
経
験
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
（Ibid., pp. 46-7.

）
と
述
べ

て
い
る
。

（
38
） Ibid., p. 150.

（
39
） Ibid., p. 153.

（
40
） Ibid., p. 158.

（
41
） H

annah, op. cit., pp. 75-6.

キ
ー
ワ
ー
ド　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
家
政
学
、
エ
レ
ン
・

ス
ワ
ロ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
、
統
治
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本
号
の
特
集
は
、
「
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？
」
と
い
う
問
い
、

と
い
う
か
た
ち
を
採
っ
て
い
ま
す
が
、
私
の
答
え
は
シ
ン
プ
ル
で
、
も

ち
ろ
ん
「
可
能
」
で
あ
る
し
、
「
社
会
思
想
史
」
と
い
う
場
は
「
批
判
」

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
な
り
た
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
な
お
も
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
は
「
今
」
で
な
け
れ
ば
、
「
い
つ
」
？
が
私
の
応
答
で
も
あ

り
ま
す
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
あ
る
意
味
「
社
会
思
想
史
」
と
い
う
分
野
は
、「
批

判
」
に
関
し
て
は
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
い
ま

だ
可
能
な
数
少
な
い
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

た
と
え
ば
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
「
知
」
が
制
度
化
さ
れ
た
枠
組
み
に

回
収
さ
れ
て
い
る
な
か
、
「
社
会
思
想
史
」
は
、
大
学
と
い
う
制
度
の

な
か
で
も
か
な
り
マ
イ
ナ
ー
な
位
置
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

「
社
会
思
想
史
」
と
は
文
学
部
の
哲
学
・
倫
理
学
で
は
な
い
し
、
法

学
部
法
哲
学
・
政
治
哲
学
・
政
治
思
想
史
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
社

会
学
史
と
社
会
思
想
史
は
「
社
会
」
と
い
う
名
だ
け
は
共
有
こ
そ
す
れ
、

ま
っ
た
く
別
物
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
歴
史
学
に
は
、
か
つ
て

日
本
史
で
は
安
丸
良
夫
や
鹿
野
政
直
、
網
野
善
彦
、
西
洋
史
で
は
柴
田

三
千
雄
、
西
川
正
雄
、
良
知
力
な
ど
、
ま
た
日
朝
関
係
史
に
お
い
て
は

『
異
端
の
民
衆
反
乱
―
―
東
学
と
甲
午
農
民
戦
争
』
の
趙
景
達
な
ど
、

社
会
思
想
史
と
接
点
を
持
ち
う
る
人
々
も
い
ま
し
た
が
、
現
在
い
わ
ゆ

る
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
結
び
つ
い
た
「
思
想
史
」
的
研
究
の
水

脈
は
、
ま
っ
た
く
な
い
、
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
き
わ
め
て
稀
に
な

り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

〈
特
集
〉
社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？　

〈
論
文
〉

社
会
批
判
は
な
お
も
可
能
か
？

【「
今
」
で
な
け
れ
ば
い
つ
？
】

三
宅
芳
夫
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さ
ら
に
比
較
を
続
け
れ
ば
日
本
語
圏
の
「
社
会
思
想
史
」
は
英
語
圏

のH
istory of ideas

で
も
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
のl ’histoire 

des idées
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
今
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
名
の
も
と
に
集
っ
て
い
る
「
社
会
思

想
史
」
と
は
、
知
の
制
度
と
し
て
は
か
な
り
周
縁
的
な
存
在
、
と
と
り

あ
え
ず
は
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
私
は
、
こ
の
「
社
会
思
想
史
」
の
周
縁
性
こ
そ
が
、「
批
判
」

と
い
う
行
為
へ
と
導
く
、
少
な
く
と
も
誘
因
に
は
な
り
得
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
振
り
返
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
等
が
両
大
戦

期
に
集
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
も
当
時
の
ド
イ
ツ
の
大
学

制
度
の
中
で
は
き
わ
め
て
マ
イ
ナ
ー
な
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
「
批
判
」
を
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
現
在
制
度
の
中
で
凝
固
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
知
」

に
対
す
る
カ
ン
ト
主
義
的
な
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
、

『
言
葉
と
物
』
に
象
徴
さ
れ
る
M
・
フ
ー
コ
ー
の
視
点
と
も
響
き
あ
う

も
の
と
も
言
え
る
し
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
「
批
判
哲
学
」
の
試
み

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

今
一
つ
は
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
と
資
本
主
義
世
界
経

済
の
複
合
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
対
す
る

批
判
的
分
析
で
す
。
後
者
の
「
批
判
」
は
み
な
さ
ん
も
す
ぐ
お
気
づ
き

の
よ
う
に
、
I
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
に

強
く
触
発
さ
れ
た
議
論
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
「
世

界
シ
ス
テ
ム
論
」
の
紹
介
・
解
説
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
触
発
さ
れ

たinspired by

」
試
み
で
す
。

一　

カ
ン
ト
主
義
的
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク

　

そ
れ
で
は
ま
ず
カ
ン
ト
主
義
的
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
か
ら
考
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

カ
ン
ト
哲
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
で
す
。
た

と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
存
在
論
の
観
点
か
ら
『
純
粋
理
性
批

判
』
を
現
象
学
的
に
再
解
釈
す
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
も
あ
り
、

魅
力
的
な
試
み
で
も
あ
る
と
さ
え
言
え
る
で
し
ょ
う
（
『
カ
ン
ト
と
形
而

上
学
の
問
題
』
、
『
純
粋
理
性
批
判
の
現
象
学
的
解
釈
』
）
。

　

と
は
言
え
、
カ
ン
ト
自
身
の
意
図
、
そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の

ま
ず
は
一
つ
の
大
き
な
目
的
は
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
「
普
遍
妥
当

的
な
認
識
」
、
カ
ン
ト
自
身
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
と
定
式

化
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
白
で
す
。

　

D
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
に
よ
っ
て
「
独
断
論
」
の
ま
ど
ろ
み
か
ら

覚
め
た
、
と
さ
れ
る
カ
ン
ト
で
す
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
は
異
な
っ
て
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
に
集
約
さ
れ
る
当
時
の
自
然
科
学
の
「
認
識
論
」
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上
の
「
普
遍
妥
当
性
」
は
受
け
入
れ
て
い
た
、
と
見
做
し
て
よ
い
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

英
米
の
論
理
―

実
証
主
義
的
な
「
形
而
上
学
」
批
判
が
「
経
験
論
」

を
高
く
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
カ
ン
ト
と
は
異
な

り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
経
験
論
」
が
十
七
世
紀
科
学
革
命
の
延
長
線
上
に

あ
っ
た
十
八
世
紀
の
数
理
物
理
学
の
成
果
を
―
―
原
理
的
・
認
識
論
的

基
礎
の
立
場
か
ら
は
―
―
全
否
定
し
か
ね
な
い
方
向
性
を
内
在
さ
せ
た

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
」
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
な
か
な
か
に
興
味
深
い

こ
と
で
す
。
こ
れ
を
自
然
科
学
者
の
側
か
ら
す
る
と
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
に

至
っ
て
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
は
自
然
科
学
に
対
す
る
ま
っ
た
く
の
無
理
解

に
至
っ
た

）
1
（

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
も
、
ま
た
示
唆
に
富
ん
で
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、ヒ
ュ
ー
ム
は
「
形
而
上
学
」
を
「
経
験
論
」
に
よ
っ
て
「
批

判
」
し
た
け
れ
ど
も
、
「
自
然
科
学
」
の
認
識
論
上
の
基
礎
も
ま
た
批

判
し
た
の
で
す
。

　

た
し
か
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
数
学
に
対
す
る
態
度
に
関
し
て
は
、
解
釈
が

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
性
論
』
第
一
篇
「
知
性
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
幾

何
学
」
に
つ
い
て
は
「
完
全
な
、
誤
り
の
な
い
学
問
と
は
見
な
し
が
た

い
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
代
数
と
算
術
だ
け
が
〔
…
…
〕
完
全
な
正
確

さ
と
確
実
さ
を
保
持
し
う
る
よ
う
な
学
問
で
あ
る

）
2
（

」
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
デ
リ
ダ
を
援
用
し
な
が
ら
「
代
数
や
算
術
」

も
懐
疑
の
対
象
と
し
た
『
省
察
』
の
デ
カ
ル
ト
と
比
較
し
て
ヒ
ュ
ー
ム

の
「
懐
疑
」
の
「
不
徹
底
さ
」
の
哲
学
的
含
意
を
論
じ
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
哲
学
史
の
記
述
の
多
く
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム

懐
疑
論
も
「
数
学
」
の
一
部
の
確
実
性
は
認
め
て
い
た
と
し
て
、
カ
ン

ト
へ
と
接
続
し
て
い
く
面
を
強
調
す
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。

　

あ
る
い
は
、
当
時
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
普
遍
妥
当
性
を
疑
問

視
し
、「
代
数
」
や
「
算
術
」
の
確
実
性
を
上
位
に
お
い
た
こ
と
に
、リ
ー

マ
ン
幾
何
学
以
降
の
「
純
粋
数
学
」
へ
の
萌
芽
を
読
み
と
る
こ
と
さ
え
、

で
き
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん

）
3
（

。

　

た
だ
し
、
物
理
学
に
つ
い
て
は
、
認
識
論
上
の
基
礎
に
つ
い
て
は
こ

れ
を
ほ
ぼ
否
定
し
て
い
た
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
従
っ

て
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総

合
判
断
」
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
な
い
、
と
言
え
ま
す
。
尚
、
ヒ
ュ
ー

ム
哲
学
に
お
け
る
「
蓋
然
性
」
と
数
理
物
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
論

文
で
は
省
略
し
ま
す
。

　

ま
た
「
無
限
」
に
関
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
ほ
ぼ
一
顧
だ
に
す
る
こ

と
な
く
、
こ
れ
を
退
け
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
形
而
上
学
」
批
判
・
「
自

然
科
学
」
批
判
を
受
け
止
め
た
上
で
尚
、
両
者
の
よ
り
根
源
的
な
―
―

カ
ン
ト
か
ら
見
た
―
―
基
礎
づ
け
を
試
み
た
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

実
際
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
一
、
第
二
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

を
論
じ
た
部
分
に
お
い
て
「
無
限
」
に
つ
い
て
、
重
要
な
考
察
を
し
て
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い
る
こ
と
は
A
・
W
・
ム
ー
ア
が
『
無
限
―
―
そ
の
哲
学
と
数
学
』
に

お
い
て
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。

　

と
は
言
え
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
数
学
と
物

理
学
の
進
展
・
推
移
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
分
野
の
分
離
、
さ
ら
に
は

量
子
力
学
と
相
対
性
理
論
が
引
き
起
こ
し
た
「
第
二
次
科
学
革
命
」
は
、

カ
ン
ト
が
前
提
と
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
な

「
普
遍
妥
当
性
」
、
そ
し
て
数
学
と
物
理
学
の
無
矛
盾
的
な
結
合
と
い
う

「
仮
定
」
を
決
定
的
に
崩
壊
さ
せ
ま
し
た
。

　

「
無
限
」
に
つ
い
て
も
、
数
学
は
「
経
験
」
に
依
拠
し
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
「
数
学
的
実
在
性
」
を
選
択
し
、
物
理
学
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と

も
現
在
の
と
こ
ろ
素
粒
子
論
に
お
い
て
「
無
限
小
」
は
否
定
さ
れ
、
宇

宙
物
理
の
分
野
で
も
「
無
限
大
」
も
ま
た
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
見
做

し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
い
わ
ば
、
物
理
学
は
あ
く
ま
で
「
経
験
」
に
基

づ
い
た
デ
ー
タ
を
「
数
学
」
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
て
―
―
た
だ
し
意

外
に
ブ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
―
―
記
述
す
る
こ
と
に
徹
す
る
の
に
対
し

「
数
学
」
（
の
主
流
派
）
は
、
「
経
験
」
に
依
存
す
る
こ
と
を
方
法
的
・
自

覚
的
に
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
科
学
は
決
定
的
に
袂
を
分

か
っ
た
、と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、「
ダ
ー
ク
・
マ
タ
ー
」

や
「
ダ
ー
ク
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
解
明
に
よ
っ
て
、
現
在
の
物
理
学
が

大
き
く
変
容
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
議

論
を
鑑
み
る
と
、
「
ダ
ー
ク
・
マ
タ
ー
」
に
し
ろ
、
「
ダ
ー
ク
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
に
し
ろ
、
「
無
限
小
」
や
「
無
限
大
」
を
通
じ
て
数
学
と
再
び

無
矛
盾
的
な
再
結
合
を
果
た
す
可
能
性
は
限
り
な
く
低
い
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

　

さ
て
、
カ
ン
ト
哲
学
と
の
関
係
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
さ
き
ほ
ど
述
べ

ま
し
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
末
に
は
す
で
に
数
学
と
物
理
学
の
無
矛
盾

的
な
結
合
は
、
危
機
的
な
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
H
・
コ
ー

ヘ
ン
（
数
学
を
重
視
す
る
故
に
「
思
惟
」
一
元
論
を
採
用
し
た
）
や
E
・
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
「
数
理
物
理
」
の
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
重
視
す

る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
で
さ
え
、
も
は
や
十
八
世
紀
の
カ
ン
ト
的
前
提

は
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
学
派
の
「
純
粋
数
学
」
に
お
け
る
「
公
理
主
義
」

的
傾
向

）
4
（

へ
の
収
束
が
物
理
学
と
の
分
離
を
決
定
的
に
し
た
と
す
る
な
ら
、

逆
に
量
子
論
に
お
け
る
波
動
力
学
の
提
唱
者
E
・
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー

を
嚆
矢
と
し
、
ワ
ト
ソ
ン
・
ク
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
分
子
生

物
学
と
そ
の
二
十
世
紀
後
半
の
展
開
は
、
生
物
学
の
物
理
化
学
化
の
趨

勢
を
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
応
用
数
学
（
ノ
イ
マ
ン
）
と
情
報
理
論
（
シ
ャ
ノ
ン
）
の
結
合

と
し
て
誕
生
し
た
A 

I
は
、
分
子
生
物
学
と
連
動
し
な
が
ら
、
「
生
命

は
ア
ル
ゴ
リ
ス
ム
に
還
元
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
を
前
景
化
さ
せ
る

と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
の
立
場
か
ら
は
こ
の
問

い
は
「
偽
」
の
問
い
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
す
が
、
現
在
の
生
命
科
学
・

脳
科
学
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
は
言

え
ま
し
ょ
う
。
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ま
た
、
分
子
生
物
学
と
遺
伝
学
の
連
携
は
、
専
門
家
内
で
の
「
コ
ン

セ
ン
サ
ス
」
は
ど
う
あ
れ
―
―
こ
れ
も
若
干
心
も
と
な
い
の
で
す
が

―
―
「
D 
N 

A
」
と
い
う
言
葉
の
氾
濫
と
結
び
つ
い
て
「
優
生
学
」
的

言
説
の
再
台
頭
と
し
か
言
い
得
な
い
状
況
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
「
優
生
学
」
的
言
説
と
新
自
由
主
義
的
な
「
自
己
責
任
」

論
が
結
合
し
つ
つ
、
次
第
次
第
に
影
響
力
を
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、

こ
れ
も
否
定
し
難
い
現
在
の
状
況
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
科
学
」
の
展
開
、
そ
し
て
「
科
学
」
と
「
社
会
」
の

関
係
に
対
し
て
、
「
哲
学
」
、
「
理
論
」
、
「
思
想
」
―
―
ど
の
よ
う
に
呼

ん
で
も
い
い
の
で
す
が
―
―
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
？

　

こ
の
問
い
こ
そ
、
私
が
現
在
、
カ
ン
ト
主
義
的
メ
タ
ク
リ
テ
ィ
ー
ク

と
し
て
の
「
批
判
」
の
必
要
性
、
と
考
え
る
も
の
の
一
端
で
す
。

　

お
そ
ら
く
、こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
複
数
の
専
門
家
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
不
可
欠
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
こ
の
試
み
は
決
し
て
平

坦
な
道
で
は
な
い
こ
と
も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
、
哲
学
、
理
論
、
思
想
が
「
批
判
」
の
名
に
値
す
る
営
み

で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
試
み
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

二　

批
判
理
論
と
し
て
の「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」

　

次
に
、
私
が
提
唱
し
た
、
も
う
一
つ
の
「
批
判
」
で
あ
る
「
近
代
世

界
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
自
身
は
K
・
マ
ル
ク
ス
に
敬
意
を
表
明
し
な

が
ら
も
、
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
対
し
て
過
度
に
理
論
的
に
、
あ

る
い
は
「
演
繹
的
」
に
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
史
的
シ

ス
テ
ム
」
と
し
て
の
資
本
主
義
を
叙
述
す
べ
き
、
と
い
う
立
場
を
採
用

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
現
状
分
析
か
ら
や
や
性
急
に
『
資
本
論
』
な
い
し
は
『
経

済
学
批
判
要
綱
』
の
原
典
解
釈
、
と
り
わ
け
「
価
値
論
」
の
部
分
へ
向

か
う
タ
イ
プ
の
議
論
と
は
や
や
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　

と
は
言
え
、
近
年
の
「
メ
タ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
的
言
説
が
明
示
化
し

た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
立
場
選
択
に
媒
介
さ
れ
た
理
論
を
前
提
と
し
て

資
料
・
デ
ー
タ
の
収
集
・
位
置
づ
け
、
そ
し
て
歴
史
叙
述
が
可
能
に
な

る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
「
世
界
シ
ス
テ
ム
論
」
の
理
論
的
特
徴
を
最
低
限
浮

か
び
上
が
ら
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

先
に
、
私
は
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
は
資
本
主
義
世
界
経
済
と
イ

ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
複
合
シ
ス
テ
ム
だ
と
申
し
上
げ
ま
し
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た
。
「
複
合
」
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
場
合
、
相
互
が
還
元
不
可
能
な
「
可

能
性
の
条
件
」
を
構
成
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　

比
喩
的
に
言
え
ば
、
現
在
理
論
物
理
学
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
「
力
」

が
最
終
的
に
は
、
重
力
、
電
磁
気
力
、
強
い
力
、
弱
い
力
、
と
い
う
「
四

つ
の
力
」
に
還
元
さ
れ
、
こ
の
「
四
つ
の
力
」
相
互
は
現
時
点
で
は

―
―
ビ
ッ
グ
バ
ン
直
後
の
遠
い
過
去
に
分
岐
し
た
後
は
―
―
還
元
不
可

能
、
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
お
い
て
働

く
マ
ク
ロ
な
「
力
」
は
、
資
本
主
義
世
界
経
済
と
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・

シ
ス
テ
ム
の
「
二
つ
の
力
」
に
還
元
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
二
つ
の
力
」

は
還
元
不
可
能
な
だ
け
で
な
く
、
互
い
に
「
可
能
性
の
条
件
」
を
構
成

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
た
だ
し
、
理
論
物
理
学
と
は
異

な
り
、
こ
の
「
二
つ
の
力
」
の
関
係
は
、
決
し
て
「
数
式
」
に
よ
っ
て
記
述
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
が
）
。

　

つ
ま
り
、
資
本
主
義
世
界
経
済
は
「
歴
史
的
」
に
も
イ
ン
タ
ー
ス
テ

イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
論
理
的
」

に
も
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可

能
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
く
ら
か
挑
発
的
な
表
現
を
用
い
れ

ば
、「
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
」
シ
ス
テ
ム
は
資
本
主
義
世
界
経
済
の
「
下

部
構
造
」
を
構
成
し
て
い
る
、
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
点
、
「
国
家
」
の
資
本
に
対
す
る
位
置
を
、
少
な
く
と
も
一
度

括
弧
に
入
れ
て
―
―
宇
野
派
的
に
言
え
ば
「
原
理
論
」
的
に
―
―
論
理

が
構
成
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
大
き
く
異
な
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

1　

国
家
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
「
自
由
主
義
」
と
「
市
場
」

　

「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
の
中
心
部
分
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に

も
制
度
的
に
も
「
自
由
主
義
」
が
支
配
的
に
な
り
ま
す
が
、「
自
由
主
義
」

は
、
決
し
て
「
市
場
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
国
家
」
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
可
能
に
な
る
言
説
と
実
践
の
総
体
で
あ
る
、
と
言
え
ま
す
。

　

「
市
場
」
自
体
は
K
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
近
代
国

家
」
以
前
に
も
、
た
と
え
ば
古
代
・
中
世
あ
る
い
は
人
類
学
が
対
象
と

す
る
社
会
に
も
存
在
し
ま
す
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
社
会
に
埋
め
込
ま
れ

た
」
市
場
と
い
う
概
念
を
援
用
す
れ
ば
、
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
で

は
「
市
場
」
は
資
本
主
義
世
界
経
済
に
「
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
「
近
世
」
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
「
自
由
」
、
「
近
代
」
に
お
け

る
「
良
心
」
の
「
自
由
」
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
政
治

的
「
自
由
主
義
」
に
関
し
て
も
、
あ
く
ま
で
「
国
家
」
へ
の
権
力
の
集

中
が
歴
史
的
・
論
理
的
に
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
も

の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
十
六
世
紀
・
十
七
世
紀
の
宗
教
戦
争
の
後
、「
生
」
と
「
死
」

を
司
る
主
体
が
徐
々
に
、
し
か
し
決
定
的
に
「
宗
教
」
か
ら
ボ
ダ
ン
的

な
「
主
権
国
家
」
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
七
世
紀
に
成
立

し
た
と
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
の
条
件
が
整
い
は
じ
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め
る
。
こ
の
「
主
権
国
家
」
の
許
容
範
囲
内
で
は
じ
め
て
、
「
信
仰
の

自
由
」
、
「
良
心
の
自
由
」
を
「
自
由
主
義
」
の
特
徴
と
し
て
語
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

実
際
、
当
時
の
文
脈
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
で
も
、
「
信
仰
の
自
由
」
・
「
良
心
の
自
由
」
が
今
日

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
確
立
さ
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

む
し
ろ
、「
宗
教
」
を
理
由
と
し
た
「
内
戦civil w

ar

」
を
収
束
さ
せ
、

正
統
な
暴
力
―
―
対
内
的
に
も
・
対
外
的
に
も
―
―
の
主
体
を
「
国
家
」

へ
と
集
約
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
当
時
進
行
し
て
い
た
事
態
に

近
い
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
合
法
的
に
暴
力
を
独
占
し
た
国
家
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

近
代
的
な
意
味
で
の
「
市
場
」
、
そ
し
て
「
資
本
主
義
」
が
離
陸
可
能

に
な
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
近
代
的
な
意
味
で
の
「
市
場
」
を
支
え
る
「
自
由
主
義
」
の

核
心
は
「
私
的
所
有
権
」
の
「
絶
対
不
可
侵
」
の
確
立
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
「
不
可
侵
性
」
に
よ
っ
て
、
「
富
」
は
「
再
投
資
」
へ
と
導
か

れ
る
保
証
を
得
て
、
「
資
本
」
へ
と
変
容
す
る
。
「
富
」
は
そ
の
ま
ま
で

は
「
資
本
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
G
―
W
―
 G’
で
あ
る
に
せ
よ
、
G

―
 G’
で
あ
る
に
せ
よ
、
「
富
」
は
無
限
の
「
再
投
資
」
の
反
復
に
参
加

す
る
こ
と
で
「
資
本
」
へ
と
変
貌
し
ま
す
。
資
本
主
義
体
制
の
も
っ
と

も
シ
ン
プ
ル
な
定
義
は
、
こ
の
無
限
の
「
再
投
資
」
の
反
復
を
軸
に
世

界
＝
地
球
を
再
構
成
す
る
こ
と
、
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

「
私
的
所
有
権
」
の
絶
対
不
可
侵
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
日
本

の
近
世
、
江
戸
時
代
に
い
く
ら
商
品
経
済
あ
る
い
は
「
市
場
」
が
発
達

し
て
い
た
と
言
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
大
名
貸
し
」
の
踏
み
倒
し
や
旗

本
・
御
家
人
に
対
す
る
債
権
破
棄
で
あ
る
「
棄
捐
令
」
が
発
動
さ
れ
る

幕
藩
体
制
は
、
「
自
由
主
義
」
＝
「
資
本
主
義
」
体
制
で
あ
る
、
と
は

言
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
の
最
初

の
覇
権
国
家
と
し
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
も
繰
り
返
し
デ
フ
ォ
ル
ト
を
宣
言

し
て
い
る
点
で
、
ま
だ
完
全
に
「
自
由
主
義
」
＝
「
資
本
主
義
」
体
制

に
移
行
し
て
い
な
い
、
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

近
代
国
家
の
「
債
務
」
で
あ
る
「
国
債
」
の
デ
フ
ォ
ル
ト
を
起
こ
し

た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
点
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
も
概
ね

「
自
由
主
義
」
に
移
行
し
た
と
い
う
点
で
は
、
十
八
世
紀
以
降
覇
権
国

家
と
し
て
台
頭
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
時
代
に
な
っ
て
、
「
近
代
世
界
シ
ス

テ
ム
」
は
ほ
ぼ
完
成
に
近
づ
い
た
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
本
に
関
し
て
言
え
ば
、
「
私
的
所
有
権
」
の
絶
対
不
可
侵
と
し
て

の
「
自
由
主
義
」
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
明
治
維
新
以
降
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

日
本
語
に
お
け
る
「
自
由
主
義
」
＝
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
意
味
論

は
非
常
に
幅
広
い
の
で
、
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
が
、
明

治
憲
法
体
制
は
、
決
し
て
「
民
主
主
義
」
体
制
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
立
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憲
君
主
制
」
政
体
に
基
づ
い
た
「
自
由
主
義
」
体
制
、
と
規
定
す
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
「
憲

法
制
定
議
会
」
を
経
て
い
な
い
、と
い
う
点
で
は
「
立
憲
主
義
」
＝
「
自

由
主
義
」
体
制
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
で
も
同
じ
で
す
。

　

ま
た
国
際
体
制
と
し
て
見
て
も
、
明
治
以
降
日
本
は
完
全
に
「
近
代

世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
包
摂
さ
れ
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
重

要
な
＝
破
壊
的
な
ア
ク
タ
ー
（
東
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
）
と
し
て
機
能
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

「
自
由
主
義
」
体
制
に
お
け
る
「
私
的
所
有
権
」
に
戻
れ
ば
、「
所
有
」

の
法
的
根
拠
を
「
相
続
権
」
・
「
物
権
」
・
「
債
権
」
と
し
て
分
類
・
定
義

し
、
同
時
に
「
所
有
」
の
「
主
体
」
を
一
元
化
す
る
、
さ
ら
に
「
所
有
」

の
「
客
体
」
と
し
て
の
「
財
」
の
交
換
の
ル
ー
ル
を
予
測
可
能
な
か
た

ち
で
明
示
化
す
る
、と
い
う
こ
と
は
や
は
り
明
治
以
降
の
「
近
代
国
家
」

に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
近
代
国
家
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
組

織
化
さ
れ
た
暴
力
を
「
合
法
的
」
に
独
占
し
、
且
つ
そ
の
組
織
化
さ
れ

た
暴
力
と
し
て
の
軍
隊
・
警
察
を
持
続
的
に
運
営
す
る
た
め
に
「
租
税
」

と
「
国
債
」
と
い
う
か
た
ち
で
財
政
的
裏
付
け
を
確
立
し
た
か
ら
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
対
し
て
明
治
初
期
、
つ
ま
り
明
治
二
十
年
代
ま
で
は
、
旧
来

の
土
地
や
債
務
に
関
す
る
慣
習
法
的
な
ル
ー
ル
を
「
同
意
」
な
し
に
一

方
的
に
不
利
益
変
更
さ
れ
た
民
衆
側
か
ら
の
不
満
が
「
新
政
反
対
一
揆
」

と
し
て
全
国
各
地
で
噴
出
し
ま
す
が
、
例
外
な
く
警
察
・
軍
隊
に
よ
っ

て
鎮
圧
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
、
日
本
の
「
自
由
主
義
」
―

「
資
本
主
義
」
体
制
へ
の
移
行
は
ほ
ぼ
完
成
し
た
、と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

2　

 

二
十
世
紀
の
三
十
年
戦
争 

 

―
―
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
覇
権
の
「
禅
譲
」

　

さ
て
、
日
本
が
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
包
摂
さ
れ
、
ま
た
そ
の

中
の
暴
力
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
東
ア
ジ
ア
に
進
出
（
侵
略
）
し
始
め
た

十
九
世
紀
後
末
期
は
、
一
八
一
五
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
・
ナ
ポ
レ
オ
ン

戦
争
の
終
結
以
降
、
覇
権
を
不
動
の
も
の
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
支
配

（
パ
ッ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
）
の
後
期
に
あ
た
り
ま
す
。

　

「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
の
覇
権
国
家
と
し
て
「
海
上
権
力sea 

pow
er

」
の
管
理
者
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
一
五
年
以
降
、
海

洋
戦
略
と
し
て
は
二
国
標
準
（
第
二
位
・
第
三
位
の
海
軍
に
同
時
に
対
応

で
き
る
能
力
を
保
持
す
る
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
「
大
戦
略
」
と
し

て
は
、「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
（
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
）
の
独
立
」
＝
「
大

陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
統
一
さ
れ
た
政
治
権
力
が
誕
生
す
る
こ
と
を
阻
止
す

る
」
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
方
針
を
堅
持
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
八
四
〇
年
代
以
降
「
産
業
革
命
」
が
軍
需
産
業
に
波
及

し
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
力
が
世
紀
末
か
ら
拡
大
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
海
洋
戦
略
に
お
け
る
「
二
国
標
準
」
は
不
可
能
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
陸
」
を
伝
っ
て
、
バ
ル
カ
ン
半
島
、
イ
ン
ド
、
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東
ア
ジ
ア
へ
進
出
す
る
ロ
シ
ア
に
対
し
て
も
大
規
模
な
常
備
陸
軍
を
有

し
な
い
イ
ギ
リ
ス
は
対
応
す
る
こ
と
は
次
第
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
重
視
し
て
い
た
中
国
を
中
心
と
し
た

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
権
益
を
保
持
す
る
た
め
、
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
選
ば
れ
た
結
果
が
一
九
〇
二
年
の
日
英
同
盟
で
す
。
ま
た
十
七

世
紀
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
を
仮
想
敵
国
と
し
た
「
大
戦
略
」
＝
「
ネ
ー
デ

ル
ラ
ン
ド
の
独
立
」
も
、
ド
イ
ツ
を
対
象
と
し
た
も
の
へ
と
変
化
し
、

一
九
〇
四
年
英
仏
協
商
が
成
立
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
第
二
次
産
業
革
命
の
進
展
、
科
学
・
技
術
へ
の
国
家
政
策

（
い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
科
学
」
―
―
た
だ
し
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
科
学
者
に
支
え

ら
れ
た
―
―
の
興
隆
）
、
帝
国
主
義
時
代
の
植
民
地
分
割
競
争
に
お
い
て

ア
フ
リ
カ
（
ト
ー
ゴ
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
）
、
太
平

洋
（
ビ
ス
マ
ル
ク
諸
島
、
マ
リ
ア
ナ
諸
島
、
カ
ロ
リ
ン
諸
島
な
ど
）
、
中
国
（
青

島
）
に
ま
で
進
出
、
さ
ら
に
海
軍
に
お
け
る
「
ド
レ
ッ
ド
ノ
ー
ト
」
級

の
建
艦
競
争
な
ど
な
ど
の
複
合
に
及
ん
で
「
海
」
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ

ス
の
最
大
の
脅
威
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
と
の
軋
轢
を
背
景
と
し
て
、
世
界

シ
ス
テ
ム
は
不
安
定
化
し
、
つ
い
に
一
九
一
四
年
、
「
二
十
世
紀
の
三

十
年
戦
争
」
へ
と
突
入
し
ま
す
。

　

一
九
四
五
年
に
よ
う
や
く
終
わ
り
を
迎
え
た
、
人
類
史
上
に
も
稀
な

悲
惨
な
出
来
事
と
な
っ
た
、こ
の
「
三
十
年
戦
争
」
の
結
果
、「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
没
落
」
は
決
定
的
に
な
り
、
世
界
シ
ス
テ
ム
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら

い
わ
ば
「
禅
譲
」
さ
れ
る
か
た
ち
で
米
国
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

こ
の
時
点
で
の
米
国
の
パ
ワ
ー
は
、
「
長
い
十
九
世
紀
」
の
イ
ギ
リ

ス
の
い
か
な
る
時
点
と
比
較
し
て
も
圧
倒
的
な
も
の
で
し
た
。
唯
一
、

米
国
の
パ
ワ
ー
に
、
少
な
く
と
も
包
摂
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
が
ソ
連
・

旧
東
欧
圏
、
そ
し
て
内
戦
後
の
中
国
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

冷
戦
終
焉
ま
で
、
西
側
で
は
頻
繁
に
「
二
大
陣
営
」
、
「
二
つ
の
超
大

国
」
、
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
現
実

を
ミ
ス
リ
ー
ド
す
る
も
の
で
し
た
。

　

と
い
う
の
も
、
第
二
次
大
戦
後
、
単
純
に
、
米
ソ
の
間
の
力
の
バ
ラ

ン
ス
は
圧
倒
的
に
「
西
側
」
優
位
の
ま
ま
最
後
ま
で
推
移
し
た
か
ら
で

す
）
5
（

。

　

W 

W 

II
の
際
、
米
国
本
土
は
、
そ
も
そ
も
戦
闘
に
も
爆
撃
に
も
巻
き

込
ま
れ
な
か
っ
た
し
、
当
然
大
工
場
や
鉄
道
、
道
路
を
は
じ
め
と
し
た

生
産
・
流
通
イ
ン
フ
ラ
も
無
傷
で
し
た
。

　

ま
た
終
戦
時
、
海
外
債
権
そ
し
て
金
保
有
量
と
い
っ
た
金
融
の
側
面

で
も
米
国
に
対
抗
で
き
る
国
家
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
マ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
囲
い
込
ん
だ
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
国
家
を
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
し
て
軍
事
的
に
組
織
化
し

ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
国
家

名
を
想
起
す
る
だ
け
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
と
い
っ
た
国
家
を
衛
星
化
し
た
「
東
」
側
と
の
力

の
差
は
歴
然
と
し
て
い
ま
す
。
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そ
の
上
、
ソ
連
は
W 

W 

II
に
お
け
る
「
陸
」
で
の
主
戦
場
と
な
り
、

ド
イ
ツ
国
防
軍
の
圧
倒
的
多
数
を
引
き
受
け
る
か
た
ち
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
戦
死
者
・
戦
病
死
者
は
数
千
万
人
に
及
び
ま
し
た
。
大
都
市
の

多
く
も
破
壊
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
戦
争
に
よ
る
犠
牲
者
と
そ
れ

に
伴
う
社
会
の
疲
弊
、
と
い
う
点
で
は
戦
死
者
・
戦
病
死
者
数
十
万
人

の
米
国
と
は
、
そ
も
そ
も
比
較
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

唯
一
、
ソ
連
が
当
初
若
干
優
位
に
あ
っ
た
の
は
、
C
・
E
・
ツ
ィ
オ

ル
コ
フ
ス
キ
ー
以
来
の
ロ
ケ
ッ
ト
工
学
に
基
づ
い
た
人
工
衛
星
（
ス

プ
ー
ト
ニ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク
）
及
び
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
分
野
で
し
た
が
、
こ

れ
も
大
戦
中
ナ
チ
ス
党
員
と
し
て
V1
、
V2
ミ
サ
イ
ル
を
開
発
し
た
フ
ォ

ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
米
国
が
支
援
す
る
こ
と
で
、
短
期

間
で
追
い
つ
き
、
そ
し
て
追
い
越
し
ま
し
た
。
「
人
類
初
の
月
面
着
陸
」

を
ゴ
ー
ル
と
す
る
ア
ポ
ロ
計
画
は
米
国
の
宇
宙
空
間
で
の
優
位
を
見
せ

つ
け
る
壮
大
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
。

　

ま
た
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
陣
営
」
内
部
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判

以
降
、
一
九
五
七
年
か
ら
中
ソ
の
争
い
が
激
化
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば

に
は
、
中
ソ
の
決
裂
は
公
然
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
、
キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー
外
交
に
よ
る
一
九
七
二
年
の
電
撃
的
な
米
中
和
解
以
降
は
、

む
し
ろ
ソ
連
陣
営
 vs. 

米
国
を
盟
主
と
す
る
「
西
側
」
＋
中
国
、
と
い

う
構
図
に
な
り
ま
す
。

　

中
印
国
境
紛
争
、
印
パ
対
立
に
お
い
て
、
す
で
に
パ
キ
ス
タ
ン
と
の

関
係
を
深
め
て
い
た
中
国
は
、
ソ
連
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
に

際
し
て
も
米
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
と
も
に
「
イ
ス
ラ
ム
勢
力
」
＝
「
ム

ジ
ャ
ヒ
デ
ィ
ー
ン
」
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
中
国
は
一
九
七
三
年
チ
リ

の
ア
ジ
ェ
ン
デ
政
権
に
対
す
る
ピ
ノ
チ
ェ
ト
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
―
―

C 

I 

A
に
支
援
さ
れ
た
―
―
、
そ
の
後
の
軍
事
独
裁
政
権
に
対
す
る
承

認
の
過
程
で
も
、
米
国
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
先
ほ

ど
触
れ
た
電
撃
的
米
中
和
解
の
際
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が
北
京
で
周
恩

来
と
会
談
す
る
た
め
に
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
か
ら
飛
び

立
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
国
際
情
勢
を
象
徴
し
て
い
る
、
と
言
え

る
で
し
ょ
う

）
6
（

。

　

ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
「
同
盟
」
が
も
っ
と
も
劇
的
な
か
た
ち
で
現
れ

た
の
は
ア
ン
ゴ
ラ
内
戦
で
し
た
。

　

こ
こ
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
の
独
立
を
掲
げ
る
グ
ル
ー
プ
を
ソ
連
・

キ
ュ
ー
バ
が
支
援
し
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
権
下
の
南
ア
フ
リ
カ
政
府

軍
、
及
び
そ
れ
と
連
携
す
る
グ
ル
ー
プ
を
C 

I 

A
と
中
国
が
支
援
す
る
、

と
い
う
構
図
に
な
り
ま
す
。
O
・
A
・
ウ
ェ
ス
タ
ッ
ド
の
『
グ
ロ
ー
バ

ル
冷
戦
史
』
で
は
一
九
七
五
年
に
は
「
ア
メ
リ
カ
と
中
国
は
北
京
に
お

い
て
ア
ン
ゴ
ラ
問
題
を
議
論
す
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
は
F 

N 

L 

A
と

U 
N 

I 

T 

A
を
援
助
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
が
関
与
を
拡
大
す
る
よ
う

に
圧
力
を
か
け
た

）
7
（

」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

3　

国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
脱
植
民
地
化

　

さ
て
、
環
大
西
洋
シ
ス
テ
ム
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
「
近
代
世
界
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シ
ス
テ
ム
」
は
十
七
―
十
八
世
紀
の
成
立
当
初
か
ら
、
常
に
「
中
心
」

―
「
周
辺
」
と
い
う
か
た
ち
で
構
造
化
さ
れ
て
存
在
し
続
け
て
き
ま
し

た
。

　

十
七
―
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
大
西
洋
奴
隷
貿
易
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
南
北
両
ア
メ
リ
カ
、
西
ア
フ
リ
カ
が
「
周
辺
」
と
し
て
収
奪

さ
れ
る
主
な
対
象
で
し
た
。

　

十
八
世
紀
に
は
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
で
激
し
い
「
海
の
覇
権

sea pow
er

」
の
闘
争
が
繰
り
返
さ
れ
、
現
在
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
、

そ
れ
に
ス
リ
ラ
ン
カ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
イ
ギ
リ
ス
の

支
配
下
に
置
か
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
の
下
に
と
ど
ま
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
一
八
四
〇
―
四
二
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
、
東
ア
ジ
ア
に
も

決
定
的
に
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
の
衝
撃
は
及
び
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二

十
世
紀
初
頭
の
「
帝
国
主
義
」
時
代
に
は
「
半
植
民
地
」
状
態
に
置
か

れ
た
中
国
以
外
の
地
球
上
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
地
域
は
、「
中
心
」
諸
国
＝

「
列
強
」
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
ま
で
に
至
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
植
民
地
解
放
を
唱
え
た
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
と
「
民

主
主
義
」
を
大
義
と
し
た
W 

W 

II
に
よ
っ
て
大
き
な
潮
目
が
変
わ
り
、

一
九
四
五
年
以
降
は
「
脱
植
民
地
化
」
が
重
要
な
課
題
と
し
て
前
景
化

し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
＝
主
導
、
ソ
連
＝
受
動
的
参
加
に
よ
っ
て
短

期
間
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
は
、
複
雑
な
か
た
ち
で

脱
植
民
地
化
と
交
錯
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

再
び
『
グ
ロ
ー
バ
ル
冷
戦
史
』
ウ
ェ
ス
タ
ッ
ド
の
言
葉
を
引
用
す
れ

ば
、　

脱
植
民
地
化
の
過
程
と
超
大
国
の
紛
争
の
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
々
の
起
源
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
十
世
紀
後
半
の
歴
史

は
、
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
結
び
目
を
探
求
す
る
こ
と
な
し
に
は
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
8
（

の
で
す
。

　

W 

W 

II
終
了
時
点
で
は
、
英
・
仏
・
蘭
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
そ
し
て
ベ

ル
ギ
ー
な
ど
の
「
帝
国
」
は
、
植
民
地
を
独
立
さ
せ
る
意
図
は
毛
頭
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン

ド
シ
ナ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
マ
ラ
ヤ
な
ど

で
植
民
地
独
立
闘
争
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
印
パ
紛
争

の
「
埋
め
込
み
」
工
作
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、と
り
あ
え
ず
「
独
立
」

に
こ
ぎ
つ
け
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
シ
ナ
、
マ
ラ
ヤ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
そ
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
フ
リ
カ
と
カ
リ
ブ
海
の
ほ

と
ん
ど
の
地
域
で
は
、
上
述
の
植
民
地
帝
国
は
「
独
立
」
運
動
の
弾
圧

に
全
力
を
注
ぎ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
「
脱
植
民
地
化
」
を
共
通
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
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し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
、
一
九
五
五
年
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ

ン
ド
ン
に
て
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
」
を
立
ち
上
げ
ま
す
。
参
加

し
た
グ
ル
ー
プ
相
互
の
利
害
対
立
は
複
雑
で
し
た
が
、
以
下
の
三
点
に

つ
い
て
は
合
意
に
達
し
ま
す
。

　

（
1 
）
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
北
ア
フ
リ
カ
人
民
の
自
決
と
独
立
の
権

利
を
承
認
す
る
こ
と

　

（
2
）
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
差
別
の
終
焉

　

（
3
）
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
関
す
る
国
連
決
議
の
履
行

　

V
・
プ
ラ
ッ
シ
ャ
ッ
ド
の
い
わ
ゆ
る
「
バ
ン
ド
ン
精
神
」
の
立
て
役

者
で
あ
る
、
ネ
ル
ー
、
ス
カ
ル
ノ
、
ナ
セ
ル
、
エ
ン
ク
ル
マ
等
は
い
ず

れ
も
共
産
主
義
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
一
九
六
〇
年
の

キ
ュ
ー
バ
革
命
の
指
導
者
で
あ
る
カ
ス
ト
ロ
や
ゲ
バ
ラ
も
元
来
共
産
主

義
者
で
は
な
く
、
「
反
植
民
地
主
義
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
す

）
9
（

。

　

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
「
バ
ン
ド
ン
精
神
」
を
国
際
共
産
主
義
＝

中
ソ
の
陰
謀
と
い
う
解
読
格
子
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
、
軍
事
的
・
経
済

的
・
金
融
的
に
攻
撃
を
加
え
始
め
ま
す
。

　

元
来
W 

W 

II
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
「
西
側
」
諸
国
の
復
興
を
金
融
支

援
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
筈
の
I 

M 

F
や
世
界
銀
行
は
、
た
だ
ち
に

フ
ラ
ン
ス
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
植
民
地
独
立
運
動
鎮
圧
の
軍
事
作
戦
へ
の

巨
額
の
融
資
や
短
期
信
用
を
供
給
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
両
機

関
は
、
植
民
地
か
ら
の
独
立
後
も
融
資
と
信
用
の
選
別
に
お
い
て
、
ア

メ
リ
カ
に
従
わ
な
い
こ
と
へ
の
不
利
を
「
旧
植
民
地
」
諸
国
に
思
い
知

ら
せ
続
け
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
一
九
六
五
年
に
は
、
C 

I 

A
は
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
情
報
機
関
と
と
も
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
ス
カ
ル
ノ
打
倒
の

ク
ー
デ
タ
ー
を
支
援
し
、
そ
の
結
果
少
な
く
と
も
五
〇
万
人
以
上
の
共

産
党
員
及
び
家
族
・
シ
ン
パ
が
虐
殺
さ
れ
ま
し
た
。

　

C 

I 

A
が
軍
部
と
連
携
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
一
九
五
三
年
イ
ラ
ン
、

一
九
五
四
年
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
一
九
六
四
年
ブ
ラ
ジ
ル
と
続
き
ま
す
。
い

ず
れ
も
排
除
さ
れ
た
の
は
共
産
主
義
者
が
参
加
す
る
政
権
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
反
帝
国
主
義
的
「
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
結
び
つ
い
た
「
中
立
」
は
ア
メ
リ
カ
の
許
容
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
「
近
代
化
」
論
の
提
唱
者
で
も
あ
り
、ケ
ネ
デ
ィ
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
両
政
権
で
国
家
安
全
保
障
担
当
補
佐
官
を
務
め
た
W
・
ロ
ス
ト

ウ
は
、
一
九
六
七
年
ボ
リ
ビ
ア
に
お
け
る
ゲ
バ
ラ
殺
害
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
報
告
し
て
い
ま
す
。

（
ゲ
バ
ラ
の
殺
害
は
）
ス
カ
ル
ノ
、
エ
ン
ク
ル
マ
、
ベ
ン
ベ
ラ
の

よ
う
な
攻
撃
的
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
革
命
家
の
消
滅
を
ま
た
一

つ
刻
む
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
流
れ
を
強
め
る
も
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
そ
れ
は
反
乱
の
始
ま
り
に
直
面
し
て
い
る
国
々
に
対
す

る
わ
れ
わ
れ
の
『
予
防
策
』
の
健
全
性
を
明
ら
か
に
し
た

）
10
（
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そ
し
て
一
九
七
二
年
以
降
の
米
中
「
同
盟
」
以
降
は
、
ア
ン
ゴ
ラ
に

お
い
て
ア
メ
リ
カ
・
中
国
そ
し
て
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
権
で
あ
る
南
ア

フ
リ
カ
が
連
携
す
る
と
い
う
「
倒
錯
」
し
た
状
況
に
ま
で
立
ち
至
っ
た

わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
構
図
を
描
い
て
み
る
と
、
一
九
七
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー

後
の
チ
リ
が
「
シ
カ
ゴ
・
ボ
ー
イ
ズ
」
た
ち
に
よ
る
「
シ
ョ
ッ
ク
・
ド

ク
ト
リ
ン
」
（
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
）
の
実
験
場
と
な
っ
た
こ
と
の
意
味

は
き
わ
め
て
大
き
い
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
、
レ
ー
ガ

ン
政
権
成
立
に
先
立
っ
て
、す
で
に
「
新
自
由
主
義
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」

は
「
国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
」
に
お
け
る
「
第
三
世
界
」
攻
撃
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
た
の
で
す
。

　

レ
ー
ガ
ン
政
権
誕
生
後
の
電
撃
的
な
世
界
銀
行
と
I 

M 

F
の
改
組

（
一
九
八
一
―
八
三
）
は
ア
メ
リ
カ
の
掲
げ
る
世
界
新
秩
序
＝
新
自
由
主

義
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
適
応
（
降
伏
）
を
第
三
世
界
に
最
終
的
に
迫

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
O
・
A
・
ウ
ェ
ス
タ
ッ
ド
は
、
こ
の
過
程
を
「
冷

戦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
へ
の
劇
的
拡
張
」
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
に
と
っ

て
大
き
な
成
功
で
あ
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
ま
す

）
11
（

。

　

そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
新
自
由
主
義
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
展
開
を
あ

る
程
度
政
治
的
に
主
導
す
る
こ
と
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
冷
戦global cold 

w
ar

」
＝
「
W 

W 

III
」
に
勝
利
し
た
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

今
年
（
二
〇
二
一
年
）
は
ア
メ
リ
カ
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
「
第
三
次

世
界
大
戦
」
終
結
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
た
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

「
敗
者
」
の
側
と
な
り
、
新
自
由
主
義
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
席
巻
・

包
摂
さ
れ
た
旧
ソ
連
・
東
欧
地
域
に
お
い
て
は
、
劇
的
に
格
差
と
貧
困

が
広
が
る
一
方
で
、
約
束
さ
れ
た
「
自
由
と
民
主
主
義
」
は
霞
と
な
っ

て
消
失
し
ま
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
で
は
極
右
政
権

が
続
き
、
ロ
シ
ア
で
は
「
ツ
ァ
ー
リ
」
プ
ー
チ
ン
が
ス
タ
ー
リ
ン
の
在

位
期
間
を
上
回
る
勢
い
で
す
。

　

ま
た
格
差
と
貧
困
の
急
激
な
拡
大
、
と
い
う
点
で
は
か
つ
て
「
先
進

国
」
と
呼
ば
れ
た
旧
「
西
側
」
諸
国
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
「
冷
戦
」
＝
「
第
三
次
世
界
大
戦
」
の
勝
利
に
よ
り
、
か
つ
て
ほ

ど
中
間
層
・
労
働
者
層
の
忠
誠
を
確
保
す
る
必
要
性
も
な
く
な
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
旧
西
側
地
域
で
も
「
階
級
妥
協
」
と
し
て
の
福
祉
国
家
は

着
実
に
崩
壊
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
経
済
成
長
に
よ
る
「
財
の
再
配
分
」
と
い
う
選
択
に
は
、

も
は
や
地
球
生
態
系
は
耐
え
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
状
況

で
す
。
「
無
限
」
の
経
済
成
長
を
「
可
能
性
の
条
件
」
と
す
る
資
本
主

義
世
界
経
済
と
「
有
限
」
な
地
球
生
態
系
と
の
「
妥
協
点
」
を
見
出
す

の
は
、
も
は
や
難
し
い
で
し
ょ
う
。

　

従
っ
て
、
今
ほ
ど
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
と
資
本
主
義

世
界
経
済
の
複
合
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
対
す

る
「
批
判
」
が
思
想
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
な
い
、
と
い
う
の
が

本
論
文
の
結
論
で
す
。

 

（
み
や
け
・
よ
し
お
／
哲
学
・
社
会
思
想
史
）
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注（
1
） 

森
毅
『
数
学
の
歴
史
』
講
談
社
、
一
九
八
八
年
、
一
二
三
頁
。

（
2
） 
D
・
ヒ
ュ
ー
ム
『
人
性
論
』
土
岐
邦
夫
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
、

四
二
八
頁
。

（
3
） 

た
だ
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
一
篇
第
四
部
第
一
節
「
理
性
に
関
す
る
懐
疑
論

に
お
い
て
」
で
は
、
「
算
術
」
に
関
し
て
も
懐
疑
の
眼
差
し
を
差
し
向
け
て

い
ま
す
。
「
私
は
、
数
の
計
算
は
確
実
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

し
か
し
、
改
め
て
考
え
る
と
、
数
の
計
算
も
、
ほ
か
の
ど
の
推
論
と
同
じ
よ

う
に
、
そ
れ
自
体
の
性
格
を
弱
め
て
、
知
識
か
ら
蓋
然
性
へ
退
化
せ
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
に
思
え
る
」
D
・
ヒ
ュ
ー
ム
、
同
書
、
四
五
八
頁
。

（
4
） 

H
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
純
粋
法
学
」
は
法
学
に
お
け
る
「
公
理
主
義
」
的
な

無
矛
盾
性
の
シ
ス
テ
ム
構
築
の
試
み
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
「
純
粋
法
学
」
は
あ
く
ま
で
「
法
学
」
と
い
う
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
の

中
で
の
形
式
主
義
的
な
無
矛
盾
性
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
た
め
に
、
「
公
法
学

者
」
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
」
概
念
―
―
あ
る
意
味
恣
意
的
な
―
―
か

ら
の
攻
撃
に
は
、
き
わ
め
て
脆
弱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
ゲ
ー
デ
ル
の
「
不
完
全
性
定
理
」
を
援
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
法
学
」

は
自
ら
の
内
に
「
閉
じ
た
」
シ
ス
テ
ム
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
す
。

（
5
） 

「
冷
戦
体
制
」
に
お
け
る
米
ソ
の
「
力
」
の
非
対
称
性
に
つ
い
て
は
、
ト

マ
ス
・
J
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
『
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
五
十
年
―
―

世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の
現
代
ア
メ
リ
カ
外
交
』
松
田
武
他
訳
、
東
京
創
元

社
、
一
九
九
二
年
、
M
・
V
・
ク
レ
フ
ェ
ル
ト
『
エ
ア
パ
ワ
ー
の
時
代
』
源

田
孝
訳
、
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
ジ
ョ
ン
・
W
・
ダ
ワ
ー
『
ア
メ

リ
カ
―
―
暴
力
の
世
紀
』
田
中
利
幸
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
な
ど
参

照
。

（
6
） 

米
中
和
解
に
際
し
て
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
戦

争
に
中
国
が
介
入
し
た
と
し
て
も
「
ア
メ
リ
カ
は
介
入
し
な
い
だ
ろ
う
」
と

駐
米
イ
ン
ド
大
使
に
通
告
し
た
。
（
O
・
A
・
ウ
ェ
ス
タ
ッ
ド
『
冷
戦
（
下
）
』

益
田
実
監
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
一
八
三
頁
。

（
7
） 

O
・
A
・
ウ
ェ
ス
タ
ッ
ド
『
グ
ロ
ー
バ
ル
冷
戦
史
』
佐
々
木
雄
太
監
訳
、

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
二
三
一
頁
。

（
8
） 

同
書
、
八
〇
頁
。

（
9
） 

反
植
民
地
闘
争
と
「
バ
ン
ド
ン
精
神
」
に
つ
い
て
は
V
・
プ
ラ
シ
ャ
ッ
ド

『
褐
色
の
世
界
史
』
粟
飯
原
文
子
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
三
年
参
照
。

（
10
） 

同
書
、
一
八
四
頁
。

（
11
） 

同
書
、
三
六
四
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

カ
ン
ト
哲
学
、
批
判
理
論
、
世
界
シ
ス
テ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
ル
冷

戦
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本
稿
は
ア
ン
リ
・
サ
ン
＝

シ
モ
ン
（
一
七
六
〇
―
一
八
二
五
年
）
に
よ

る
一
八
一
八
年
以
降
の
著
作
を
中
心
的
に
検
討
し
、
こ
の
思
想
家
が
提

示
し
た
「
管
理
（adm

inistration

）
」
の
概
念
の
明
確
化
を
試
み
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
著
述
活
動
の
主
た
る
目
的
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
社
会
を
、

産
業
（industrie

）
を
基
盤
と
し
て
再
組
織
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は

政
治
的
著
作
に
お
い
て
、
国
家
行
政
の
改
革
に
強
調
点
を
置
き
、
産
業

的
管
理
（adm

inistration industrielle

）
に
立
脚
し
た
社
会
組
織
を
志
向

す
る
。
や
が
て
こ
の
組
織
構
想
は
「
産
業
体
制
（systèm

e industriel

）
」

と
名
付
け
ら
れ
、
産
業
者
（industriels

）
に
よ
る
産
業
者
の
た
め
の
社

会
管
理
の
推
進
が
主
張
の
中
心
を
占
め
る
に
至
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の

主
張
の
根
底
に
は
、
私
的
利
益
を
追
求
し
、
公
益
を
省
み
な
い
貴
族
・

軍
人
階
級
に
よ
る
統
治
へ
の
反
発
が
あ
り
、
革
命
を
経
て
も
な
お
、
産

業
者
が
高
い
社
会
的
評
価
を
得
ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
へ
の
不
満
が
あ
っ

た
。
伝
統
的
な
統
治
者
階
級
に
よ
る
行
政
執
行
や
、
国
家
の
官
僚
機
構
・

制
度
か
ら
な
る« adm

inistration »

を
批
判
す
る
た
め
に
着
想
さ
れ
た

の
が
産
業
的
管
理
と
い
う
新
た
な« adm

inistration »

で
あ
る
な
ら
ば
、

後
者
は
何
を
本
質
と
し
、
前
者
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
管
理
」
概
念
の
明
確
化
を
通
じ
て
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
社
会
組
織
構

想
に
お
け
る
産
業
的
管
理
の
意
義
と
位
置
づ
け
を
検
討
し
た
い
。

〈
公
募
論
文
〉

ア
ン
リ
・
サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
よ
る「
管
理
」の
概
念

【
公
行
政
の
改
革
を
目
指
し
た
産
業
的
管
理
の
構
想
】

白
瀨
小
百
合



67　●　アンリ・サン＝シモンによる「管理」の概念――白瀨小百合

　

サ
ン
＝

シ
モ
ン
が
提
唱
し
た
産
業
社
会
構
想
は
、
現
代
の
テ
ク
ノ
ク

ラ
シ
ー
の
思
想
的
始
祖
と
し
て
し
ば
し
ば
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
ベ

ル
は
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
構
想
を
「
純
然
た
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
ビ

ジ
ョ
ン

）
1
（

」
と
み
な
し
、
生
産
要
因
の
組
織
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
、
計
画

と
合
理
的
秩
序
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
メ
イ

ノ
ー
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
論
に
お
い
て
は
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
主
張
は

「
産
業
者
階
級
―
―
つ
ま
り
生
産
者
だ
け
に
、
最
高
の
地
位
に
つ
き
、

し
か
も
意
思
決
定
を
下
す
責
任
を
限
定

）
2
（

」
す
る
、
能
力
主
義
的
側
面
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
ら
に
よ
る
管
理
社
会
批
判

）
3
（

の

文
脈
で
は
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
皆

無
で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
は
、
一
九
六
〇
―
七
〇
年
代
に
か
け

て
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
を
社
会
主
義
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
先
駆
と

し
て
再
評
価
す
る
風
潮
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う

）
4
（

。

管
理
社
会
批
判
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
型
の
統
制

社
会
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
批
判
の
内
に
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
へ
の
批
判
も
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
か
ん
す
る
個
別
研
究
に
お
い
て
、
産
業
的
管
理
構

想
へ
の
言
及
は
多
く
の
研
究
で
見
ら
れ
る
も
の
の
、
「
管
理
」
の
概
念

そ
の
も
の
に
対
す
る
詳
し
い
考
察
は
十
分
に
果
た
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
源
に
サ
ン
＝

シ
モ
ン
を
位
置
づ
け
る
研
究
で
は
、

「
人
に
対
す
る
統
治
」
に
と
っ
て
代
わ
る
「
物
の
管
理
と
生
産
過
程
の

指
揮

）
5
（

」
と
い
う
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
定
式
化
し
た
理
論
を
サ
ン
＝

シ
モ
ン

の
思
想
に
積
極
的
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
考
察
が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
き

た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
何
ら
か
の
思
想
潮
流
の
先
駆
と
し
て
で
は

な
く
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
自
身
の
思
索
を
再
構
成
す
る
試
み
が
着
手
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が

）
6
（

、
「
組
織
（organisation

）
」
（
フ
リ
ッ
ク
）
や
「
交

互
運
動
（m

ouvem
ent alternatif

）
」（
中
村
）
、「
宗
教
（religion

）
」（
ミ
ュ
ッ

ソ
）
な
ど
の
概
念
に
対
す
る
考
察
は
深
め
ら
れ
た
も
の
の
、
「
管
理
」

の
概
念
は
研
究
の
中
心
主
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

右
に
挙
げ
た
研
究
状
況
に
二
つ
の
特
徴
的
な
方
向
性
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
即
し
た
解
釈
を
加

え
る
方
向
性
と
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
の
接
合
を
は
か
る
方
向
性

で
あ
る
。
ベ
ル
の
著
作
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
方
向
性
は
両

立
が
可
能
で
あ
り
、
前
者
に
立
脚
し
た
う
え
で
、
後
者
へ
と
議
論
が
展

開
す
る
場
合
も
あ
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
着
想
が
マ
ル
ク
ス
＝

エ
ン
ゲ

ル
ス
の
理
論
的
土
壌
を
準
備
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
後

続
す
る
思
想
に
強
く
引
き
つ
け
た
解
釈
を
加
え
る
こ
と
で
、
サ
ン
＝

シ

モ
ン
自
身
の
着
想
が
矮
小
化
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
祖
や
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
祖
と
い
う
形
で
、
後
代
の

思
想
潮
流
の
根
源
を
見
出
そ
う
と
せ
ず
と
も
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
著
作

か
ら
彼
独
自
の
「
管
理
」
概
念
の
特
色
を
析
出
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
動
機
か
ら
、
本
稿
で
は
サ
ン
＝

シ
モ
ン
自
身
の
テ
ク
ス
ト
の
読

解
を
通
じ
て
、
こ
の
思
想
家
に
よ
る
「
管
理
」
を
め
ぐ
る
諸
提
案
に
接

近
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
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本
稿
は
下
記
の
三
節
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
第
一
節
で
は
、

« adm
inistration »

の
語
義
の
歴
史
的
変
化
を
把
握
し
、
サ
ン
＝

シ
モ

ン
の
着
想
の
背
景
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
十
八
世
紀
後
半
の
議
論
を
考
察

す
る
。
続
く
第
二
節
で
は
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
産
業
体
制
構
想
を
概
観
し
、

産
業
者
た
ち
の
政
治
・
行
政
へ
の
参
加
と
、
産
業
的
管
理
の
公
事
へ
の

適
用
が
ど
の
よ
う
な
理
路
で
導
か
れ
た
か
を
整
理
す
る
。
さ
ら
に
、
一

八
一
八
年
以
降
の
著
作
『
政
治
家
』
（
一
八
一
八
―
一
九
年
）
、『
組
織
者
』

（
一
八
一
九
―
二
〇
年
）
、
『
産
業
体
制
論
』
（
一
八
二
〇
―
二
一
年
）
を
主

要
な
手
が
か
り
と
し
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
が
提
示
す
る
行
政
改
革
案
に
検

討
を
加
え
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
こ
の
思
想
家
が
設
け
た
統
治
行

為
と
管
理
行
為
の
区
別
を
踏
ま
え
、
産
業
的
管
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

る
社
会
関
係
を
、
能
力
主
義
と
平
等
性
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

　

な
お
本
稿
で
は
、
既
訳
お
よ
び
先
行
研
究
を
踏
襲
し
、
サ
ン
＝

シ
モ

ン
が
産
業
的
管
理
の
文
脈
で
用
い
る« adm

inistration »
の
語
に
原
則

と
し
て
「
管
理
」
の
訳
語
を
あ
て
る
。
彼
の
構
想
に
お
い
て
、
国
家
主

導
の« adm

inistration »

（
行
政
）
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
国
家
と
い

う
枠
組
み
に
限
定
さ
れ
な
い
産
業
・
企
業
由
来
の« adm

inistration »

（
管
理
）
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
行
政
」
の
語
に
よ
っ
て
は

そ
の
意
図
を
十
分
に
汲
め
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
だ
。
そ
の
他
の
文
献

の
引
用
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
文
脈
に
即
し
て
「
行
政
」
ま
た

は
「
管
理
」
の
訳
語
を
適
宜
選
択
し
、
概
念
の
多
義
性
そ
の
も
の
が
問

題
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
語
の
ま
ま« adm

inistration »

を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。

一　

« adm
inistration »

の
近
代
的
語
義
の
成
立

　

ま
ず
、
辞
典
上
の
定
義
を
参
照
し
つ
つ
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀

に
か
け
て
の« adm

inistration »

の
一
般
的
語
義
を
確
認
し
よ
う
。
こ

の

語

は
、

ラ

テ

ン

語

の

動

詞adm
inistro

と

派

生

す

る

名

詞

adm
inistratio

を
語
源
と
し
、
動
詞adm

inistro

は
二
つ
の
要
素
、
接

頭
辞ad-

と
動
詞m

inistro

に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
接
頭
辞

ad-

は
、
何
ら
か
の
対
象
へ
の
接
近
あ
る
い
は
方
向
を
示
す
こ
と
か
ら

行
為
の
開
始
を
意
味
し
、
動
詞m

inistro

は
「
仕
え
る
」
こ
と
を
意
味

す
る

）
7
（

。
し
た
が
っ
て
、adm

inistro

は
文
字
ど
お
り
に
は
「
仕
え
る
べ

き
（à servir

）
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
、ラ
テ
ン
語
辞
典
に
お
い
て
は
「
援

助
、
支
援
を
与
え
る

）
8
（

」
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
語
が
高
位
の
者
に

奉
仕
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
、
語
源
的
に
も
他
者
を
支
配
す
る

（dom
iner

）
意
図
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ラ
テ
ン
語
動
詞
のdom

inor

と
名
詞
のdom

inatio

が
、「
主
人
」
や
「
君

主
」
を
意
味
す
るdom

inus

か
ら
派
生
し
た
の
に
対
し
、adm

inistro
とadm

inistratio

は
奉
仕
者
の
行
為
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
原
初
の
語
義
が
、
後
代
に
経
て
い
く
変
化
を
注
視
し
よ
う
。

　

« adm
inistration »

の
語
は
、
十
四
世
紀
後
半
に
中
代
フ
ラ
ン
ス
語

に
現
れ
た
と
さ
れ
、
こ
の
語
は
は
じ
め
「
誰
か
の
面
倒
を
み
る
こ
と
」
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を
意
味
し
、
続
い
て
「
運
営
（gestion

）
」
一
般
、
や
が
て
革
命
後
の
一

七
九
四
年
に
至
っ
て
「
公
事
の
運
営
（gestion des affaires publiques

）
」

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

）
9
（

。
も
と
も
と
は
私
的
領
域
、
公
的

領
域
の
双
方
に
お
け
る
「
運
営
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
語
で
あ

る
が
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
は
、「
管
理
」
や
「
運
営
」
も
意
味
し
た
「
統

治
（gouvernem

ent
）
」
の
類
義
語
と
し
て
し
ば
し
ば
扱
わ
れ
て
い
る
。

フ
ュ
ル
テ
ィ
エ
ー
ル
の
辞
典
（
一
六
九
〇
年
）

に
お
い
て
、

« adm
inistration »

は
「
諸
事
の
運
営
（gouvernem

ent des affaires

）
」

と
定
義
さ
れ
、
同
年
代
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
辞
典
（
一

六
九
四
年
）
で
は
「
統
治
、
指
揮
、
指
導
（gouvernem

ent, direction, 

conduite

）
」
の
語
に
よ
っ
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

）
10
（

。
こ
れ
ら
の
類
義

語
の
差
異
の
明
確
化
は
、
聖
職
者
で
あ
り
文
法
学
者
で
あ
っ
た
ジ
ラ
ー

ル
の
『
フ
ラ
ン
ス
語
類
義
語
辞
典
』
（
一
七
三
六
年
）
に
よ
っ
て
試
み
ら

れ
た
。
ジ
ラ
ー
ル
は
五
つ
の
類
義
語
が
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
示
し
、
現

代
に
お
い
て
「
行
政
」
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
、
国
家
的
規
模
お
よ
び

執
行
内
容
を
持
っ
た« adm

inistration »

を
定
義
す
る
。

　

監
理
（régie

）
は
、
所
有
者
で
あ
る
他
者
の
利
益
の
た
め
に
価

値
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
に
差
配
が
委
ね
ら
れ
た
一
時

的
な
財
産
に
も
っ
ぱ
ら
か
か
わ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
収
入
と
支
出
の

説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
揮
（direction

）
は
、
配
分

が
な
さ
れ
る
財
務
や
用
務
な
ど
、
そ
こ
に
適
切
な
秩
序
を
保
つ
た

め
に
人
び
と
が
加
担
す
る
、
一
定
の
事
柄
に
あ
て
ら
れ
る
。
行
政

（adm
inistration

）
は
、
司
法
や
国
家
の
財
政
の
よ
う
な
、
よ
り

大
き
な
結
果
を
と
も
な
う
諸
々
の
対
象
を
持
ち
、
権
力
や
貸
付
け

を
与
え
る
職
務
の
優
越
と
、
担
当
す
る
管
轄
に
お
け
る
あ
る
種
の

自
由
を
想
定
し
て
い
る
。
指
導
（conduite

）
は
、
物
事
に
つ
い

て
は
何
ら
か
の
知
恵
や
何
ら
か
の
熟
達
を
意
味
し
、
人
物
に
つ
い

て
は
服
従
〔
さ
せ
る
こ
と
〕
を
意
味
す
る
。
統
治
（gouvernem

ent

）

は
権
威
と
従
属
関
係
に
由
来
し
、
下
位
の
者
に
対
す
る
優
位
性
を

示
し
、
政
治
に
固
有
の
連
関
を
持
つ

）
11
（

。

　

こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、「
行
政
」
と
と
も
に
「
統
治
」
に
つ
い
て
「
優

越
（préém

inence

）
」
、
あ
る
い
は
「
優
位
性
（supériorité

）
」
の
概
念
が

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
行
政
」
に
か
ん
し
て
、
上
下

の
従
属
関
係
へ
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
現
実
に
何
ら
か
の
執
行
を
す

る
際
、
担
当
す
る
地
方
や
管
轄
に
お
け
る
職
権
に
裁
量
と
自
由
を
認
め

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
他
の
三
つ
の
類
義
語
、「
監
理
」
、「
指
揮
」
、

「
指
導
」
が
私
的
領
域
・
公
的
領
域
の
い
ず
れ
に
も
限
定
さ
れ
な
い
一

般
的
な
射
程
を
提
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
行
政
」
に
つ
い
て
は
公

事
と
の
連
関
、
「
統
治
」
に
つ
い
て
は
政
治
と
の
連
関
が
指
摘
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
何
ら
か
の
特
権
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

« adm
inistration »

の
語
が
語
源
に
お
け
る
奉
仕
者
の
行
為
へ
の
準
拠

を
離
れ
、
統
治
権
力
と
の
連
関
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
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よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、

« adm
inistration »

の
語
が
「
公
事
の
運
営
」
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
同
時
に
語
源
的
意
味
を
離
れ
、
国
家
と
い
う
大
き
な
権

力
へ
と
意
味
論
的
に
接
近
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

辞
典
上
の
語
義
の
明
確
化
が
試
み
ら
れ
て
き
た
一
方
で
、
十
八
世
紀

半
ば
以
降
に
複
数
の
筆
者
に
よ
っ
て
、« adm

inistration »

の
定
義
の

不
十
分
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
七
五
八
―
五
九
年
に
執
筆
さ
れ
た

論
文
で
、マ
ル
ゼ
ル
ブ
は
以
下
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
。「Adm
inistration

の
語
の
意
味
が
う
ま
く
定
義
さ
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
一
度
も
な
く
、
名

称
の
不
正
確
さ
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
諸
対
象
が
し
ば
し

ば
不
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る

）
12
（

」
。
こ
の
論
文
か
ら
二
十
余
年
後
、
『
法
律
学

辞
典
』
（
一
七
八
二
年
）
の
執
筆
者
プ
ロ
ス
ト
・
ド
・
ロ
ワ
イ
エ
も
同
様

の
問
題
に
言
及
す
る
。「
〔
行
政
（adm

inistration

）
、
行
政
官
（adm

inistrateur, 

adm
inistratrice

）
と
い
っ
た
〕
こ
れ
ら
の
言
葉
の
語
義
と
相
関
関
係
に
お

い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
は
曖
昧
で
、
不
正
確
で
、
貧
弱
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る

）
13
（

」
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
と
り
わ
け
行
政
と
政
府
の
関
係

に
着
目
し
た
、
実
際
的
な
水
準
の
議
論
に
端
を
発
し
て
い
る
。
語
義
の

発
展
か
ら
看
取
さ
れ
た« adm

inistration »

と
国
家
と
の
接
近
は
、
行

政
と
政
府
の
癒
着
や
混
同
と
い
う
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
く
。
政

府
と« adm

inistration »

を
同
一
視
す
る
こ
と
な
く
、
独
立
し
た
「
行

政
」
と
し
て
定
義
づ
け
よ
う
と
す
る
、
十
八
世
紀
後
半
の
議
論
に
注
目

し
よ
う
。

　

ナ
ポ
リ
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
な
「
公
行
政
（adm

inistration publique

）
」

の
語
義
な
ら
び
に
制
度
の
確
立
に
は
、
財
政
収
支
の
公
開
性
を
求
め
る

主
張
が
結
び
つ
い
て
い
る

）
14
（

。
ル
イ
十
六
世
の
財
務
長
官
で
あ
っ
た
ネ
ッ

ケ
ル
は
、
「
行
政
」
の
中
心
的
対
象
を
公
共
財
政
と
と
ら
え
、
王
に
宛

て
た
一
七
八
一
年
の
報
告
書
に
お
い
て
財
務
状
況
に
透
明
性
と
公
開
性

を
持
た
せ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
財
政
を
明
瞭
に
公
開
し
、
理
性
的

に
説
明
す
る
こ
と
で
、
政
府
は
秘
匿
を
含
ん
だ
絵
空
事
で
糊
塗
す
る
こ

と
な
く
、
国
民
の
信
頼
を
勝
ち
取
れ
る
か
ら
だ

）
15
（

。
辞
典
執
筆
者
の
プ
ロ

ス
ト
・
ド
・
ロ
ワ
イ
エ
も
、
同
様
の
観
点
を
『
法
律
学
辞
典
』
の

« adm
inistration »

の
項
で
示
し
て
い
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
行
政
は
そ
れ
自
体
へ
の

0

0

0

0

0

0

報
告
の
義
務
を
負
う
。

〔
…
…
〕
な
ぜ
な
ら
行
政
に
お
い
て
、
す
べ
て
は
計
算
に
還
元
さ

れ
る
か
ら
だ
。
ま
た
政
治
に
お
い
て
さ
え
、
も
っ
と
も
着
実
な
技

巧
は
、
諸
々
の
努
力
と
手
段
、
生
産
物
と
前
払
い
金
、
そ
し
て
偽

り
の
栄
光
と
公
共
の
幸
福
の
収
支
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
存
す
る
。

　

人
々
は
自
身
を
欺
き
う
る
し
、
監
査
官
に
対
し
て
も
そ
れ
を
し

う
る
。
だ
が
、
行
政
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
、
公
共
に
対
し

0

0

0

0

0

報
告
す

る
義
務
が
あ
る

）
16
（

。 

〔
強
調
原
文
〕

　

プ
ロ
ス
ト
・
ド
・
ロ
ワ
イ
エ
自
身
が« adm

inistration »

の
語
の
曖

昧
さ
を
認
識
し
て
お
り
、
不
明
瞭
さ
や
不
確
実
さ
を
払
拭
し
、
定
義
の
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う
え
で
も
制
度
の
う
え
で
も
客
観
性
を
保
っ
た
「
行
政
」
を
確
立
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
以
上
の
引
用
か
ら
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
彼

は
さ
ら
に
一
七
八
〇
年
三
月
の
パ
リ
議
会
に
お
け
る
建
言
を
引
き
つ
つ
、

経
済
的
な
収
支
が
公
行
政
の
基
盤
を
担
保
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

「
節
制
（l ’économ

ie
）
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
豊
か
な
基
盤
で
あ
る
。

節
制
の
み
が
収
入
と
支
出
の
間
に
節
度
あ
る
均
衡
を
立
て
直
す
こ
と
が

で
き
、
こ
の
均
衡
は
あ
ら
ゆ
る
よ
い
行
政
の
基
礎
を
な
し
て
い
る

）
17
（

」
。

財
務
収
支
の
健
全
化
と
公
開
を
推
進
し
、
政
府
と
行
政
を
同
一
視
す
る

こ
と
な
く
、
統
治
者
が
行
い
う
る
秘
匿
や
欺
瞞
か
ら
行
政
を
遠
ざ
け
る

こ
と
、
さ
ら
に
は
制
度
・
機
構
と
し
て
の
行
政
の
独
立
性
を
獲
得
す
る

こ
と
が
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
。

　

数
年
後
、『
体
系
百
科
全
書
』（
一
七
八
二
―
九
一
年
）
の
「
法
律
学
篇
」
第

九
巻
（
一
七
八
九
年
）
に
お
い
て
、
行
政
と
政
府
を
明
確
に
区
分
し
た
近
代

的
定
義
が
定
式
化
さ
れ
る
。
執
筆
者
の
プ
ー
シ
ェ
は« adm

inistration »

を
「
社
会
に
お
け
る
権
利
や
、
公
的
ま
た
は
私
的
な
所
有
物
に
か
ん
す

る
物
事
の
、
一
定
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
を
目
的
と
し
た
手
段
と
職
員
の

総
体

）
18
（

」
と
定
義
づ
け
、
行
政
が
備
え
る
公
的
機
関
と
し
て
の
自
律
的
性

格
に
着
目
す
る
。
「
行
政
は
本
質
的
に
政
府
と
異
な
る
」
が
、
こ
れ
ら

の
概
念
が
区
別
な
く
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
「
観
念
の
混
乱
が
引
き
起

こ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
不
合
理
で
あ
り
か
つ
危
険
な
、
原
則
に
お
け
る
無

秩
序
と
濫
用
が
生
じ
て
く
る

）
19
（

」
と
プ
ー
シ
ェ
は
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
行
政
と
政
府
と
の
間
の
本
質
的
な
区
別
は
そ
れ
ぞ
れ
の
成
り
立
ち

に
あ
り
、
行
政
は
政
府
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
主
権
者
と
も
同
一

視
さ
れ
な
い
、
執
行
者
の
総
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

　

行
政
は
そ
れ
を
用
い
る
政
府
に
報
告
す
る
義
務
を
負
い
、
政
府

は
主
権
者
（souverain

）
に
し
か
そ
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
行
政

は
国
家
の
政
体
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
異
な
る
形
態
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
政
府
は
反
対
に
、
〔
形
態
の
〕
変
化
を

こ
う
む
る
際
に
は
、
人
民
の
諸
権
利
に
お
け
る
変
化
を
と
も
に
も

た
ら
す
。
行
政
は
自
身
を
し
か
じ
か
に
定
め
る
基
本
法
（loix 

constitutionnelles

）
を
持
た
ず
、
ま
さ
に
必
要
性
や
時
宜
、
便

宜
が
行
政
を
規
定
す
る
。
政
府
は
も
っ
ぱ
ら
、
国
家
的
法
規
、
公

法
（code public

）
を
指
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
を

存
続
さ
せ
、
あ
る
い
は
拡
大
さ
せ
る
手
段
を
扱
う
か
ぎ
り
、
政
府

は
主
権
者
で
あ
る
。
そ
し
て
行
政
は
政
府
が
そ
の
た
め
に
用
い
る

人
々
と
物
事
に
存
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
主
権
者
は
国
民
と
国

王
で
あ
り
、
政
府
と
は
、
諸
規
則
、
法
と
、
三
部
会
に
集
っ
た
フ

ラ
ン
人
三
身
分
の
黙
示
的
あ
る
い
は
明
示
的
合
意
を
作
る
、
国
王

で
あ
る
。
そ
し
て
行
政
と
は
、
特
定
の
職
員
の
間
に
確
立
さ
れ
た

組
織
（ordre

）
で
あ
り
、
政
府
の
代
理
人
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

の
法
に
よ
る
利
益
を
国
民
に
享
受
さ
せ
る
た
め
の
、
政
府
の
係
員

の
総
体
で
あ
る

）
20
（

。
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こ
の
定
義
で
は
立
憲
君
主
政
が
想
定
さ
れ
、
国
民
も
ま
た
主
権
者
で

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
革
命
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
成
果
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
と
政
府
の
関
係
も
明
確
化
さ
れ
、
行

政
は
あ
く
ま
で
も
公
益
の
実
現
を
図
る
執
行
機
関
で
あ
る
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
行
政
の
存
立
は
国
の
政
体
に
依
存
せ
ず
、
時
と
場
合
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
翻
っ
て
は
、

政
体
に
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
行
政
機
構
・
制
度
が
存
続
し
う
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
統
治
者
が
用
い
る
執
行
手
段
で
あ
り
な
が
ら

も
、
行
政
機
構
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
に
は
自
律
性
と
恒
常
性
が
前
提

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

行
政
と
政
府
の
区
別
は
、
理
論
上
推
進
さ
れ
た
方
針
に
と
ど
ま
ら
ず
、

実
際
の
政
治
的
場
面
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
た
。
共
和
暦
三
年
テ

ル
ミ
ド
ー
ル
二
日
（
一
七
九
五
年
七
月
二
十
日
）
の
国
民
公
会
審
議
で
、

シ
ェ
イ
エ
ス
は
執
行
権
力
と
政
府
を
厳
密
に
区
別
す
べ
き
だ
と
訴
え
て

い
る
。
「
無
制
限
の
権
力
は
政
治
に
お
け
る
怪
物
（m

onstr
）
21
（e

）
」
で
あ
る

と
し
、
「
専
制
を
阻
む
た
め
」
、
「
無
秩
序
を
避
け
る
た
め
」
に
、
権
力

の
分
離
と
集
約
を
主
張
す
る

）
22
（

。
彼
に
よ
っ
て
、
「
執
行
権
力
は
ま
さ
し

く
行
為

0

0

で
あ
り
、
政
府
と
は
ま
さ
し
く
思
考

0

0

で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
、
後
者
は
討
議
を
認
め
る
が
、
前
者
は
組
織
の
い
か
な
る
枝
葉
に
お

い
て
も
、
例
外
な
く
討
議
を
排
除
す
る
と
み
な
さ
れ
る

）
23
（

。
革
命
後
の
社

会
組
織
に
お
い
て
、
政
府
が
意
思
決
定
し
行
政
が
遂
行
す
る
と
い
う
、

権
限
の
明
確
な
区
分
が
希
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
主

張
が
示
し
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
以
降
、
政
府
か
ら
独
立
し

た
制
度
と
機
構
を
持
つ
執
行
主
体
と
し
て
の« adm

inistration »

の
定

義
が
な
さ
れ
て
き
た
。
統
治
権
力
と
執
行
権
力
の
概
念
上
の
峻
別
は
、

サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
「
管
理
」
概
念
の
基
底
部
分
を
な
す
要
素
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
統
治
と
行
政
の
理
念
上
の
区
分
を
、

必
ず
し
も
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
第
一
帝
政
期
ま
で
の
行
政
機
構
に
対

し
、
こ
の
思
想
家
は
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
点
を

次
節
で
詳
し
く
論
じ
よ
う
。

二　

 

サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
よ
る「
管
理
」の
概
念
と 

行
政
改
革
提
案

　

第
二
節
で
は
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
提
唱
す
る
「
管
理
」
の
概
念
に
着

目
し
、
一
八
一
八
年
以
降
の
著
作
に
登
場
す
る
行
政
改
革
提
案
を
検
討

す
る
。
彼
が
着
想
し
た
産
業
的
管
理
を
把
握
す
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の

前
提
と
な
る
社
会
像
、
お
よ
び
産
業
体
制
の
企
図
を
概
観
し
た
い
。

　

主
要
な
著
作
に
お
い
て
な
さ
れ
た
言
明
、
「
す
べ
て
の
人
び
と
が
働

く
で
あ
ろ
う

）
24
（

」
、
「
ま
さ
に
社
会
全
体
が
産
業
に
立
脚
す
る

）
25
（

」
、
こ
れ
ら

は
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
思
い
描
く
社
会
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
生
産
を

通
じ
た
社
会
の
繁
栄
と
い
う
共
通
目
的
の
追
求
が
社
会
成
員
の
間
に
紐

帯
を
形
成
し
、
す
な
わ
ち
社
会
と
は
生
産
に
従
事
す
る
産
業
者
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
、
と
こ
の
思
想
家
は
前
提
す
る
。
主
著
『
産
業
』
（
一
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八
一
七
―
一
八
年
）
で
は
、
社
会
組
織
の
基
本
理
念
が
「
産
業
に
と
っ

て
も
っ
と
も
好
都
合
な
組
織

）
26
（

」
に
あ
る
と
提
起
さ
れ
て
い
る
。
「
産
業
」

の
語
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
有
益
な
労
働
を
包
含
し
、
理
論
と
同
様
に

応
用
も
、
頭
脳
労
働
と
同
様
に
肉
体
労
働
も
含
む
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
か
ら
派
生
し
た
「
産
業
者
」
の
語
に
よ
っ
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
有
益
な
労
働
な
い
し
生
産
活
動
に
携
わ
る
労
働
者
、
学
者
、

芸
術
家
が
意
図
さ
れ
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
を
通
じ
て
有
用
性
を
生
み

出
す
事
業
家
（entrepreneur
）
や
銀
行
家
も
包
含
さ
れ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
産
活
動
の
従
事
者
で
あ
る
産
業
者
に
は
、
無
為

徒
食
の
特
権
階
級
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
端
を
発
す

る
社
会
変
革
を
経
て
な
お
、
「
産
業
に
と
っ
て
も
っ
と
も
好
都
合
な
組

織
」
が
実
現
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
産
業
者
た
ち
が
社
会
第

一
の
地
位
を
得
ら
れ
ず
、
生
産
に
寄
与
し
な
い
貴
族
や
軍
人
た
ち
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
実
権
を
握
り
続
け
て
い
る
た
め
だ
、
と
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は

看
破
す
る

）
27
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
の
下
の
権
利
の
平
等
が
確
立
さ
れ
た
い

ま
や
、
政
治
的
権
利
は
出
自
に
よ
っ
て
で
は
な
く
保
有
す
る
金
銭
の
多

寡
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
政
府
に
委
ね
ら
れ
た
も
っ
と
も
重
要
な
権
力

と
は
、
徴
税
に
か
ん
す
る
権
力
で
あ
る

）
28
（

。
公
行
政
の
中
心
的
役
割
を
徴

税
と
再
分
配
を
司
る
財
務
に
見
出
す
こ
と
は
、
プ
ロ
ス
ト
・
ド
・
ロ
ワ

イ
エ
の
観
点
と
も
重
な
り
合
う
。
特
権
階
級
に
よ
る
専
横
で
結
び
つ
け

ら
れ
た
統
治
と
行
政
を
切
り
離
し
、
行
政
を
財
政
的
な
収
支
計
算
に
帰

着
さ
せ
よ
う
と
す
る
視
点
が
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
主
張
を
特
徴
づ
け
て
い

る
。
産
業
に
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、« adm

inistration »

の
脱
統
治
が

企
図
さ
れ
て
お
り
、
『
産
業
』
に
お
い
て
は
、
以
下
の
定
義
が
提
示
さ

れ
る
。
「
公
行
政
（adm

inistration publique

）
と
は
、
事
実
、
社
会
の

出
費
で
政
府
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
、
産
業
的
事
業
（entreprise 

industrielle

）
に
ほ
か
な
ら
な
い

）
29
（

」
。

　

産
業
的
事
業
と
し
て
の
公
行
政
に
お
い
て
は
、
税
金
を
効
率
的
に
徴

収
し
、
財
源
を
有
益
に
活
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
統
治
・

行
政
の
両
実
権
を
掌
握
す
る
貴
族
・
軍
人
階
級
に
よ
っ
て
で
は
、
産
業

者
た
ち
の
、
つ
ま
り
社
会
の
大
多
数
者
の
利
益
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
ゆ
え
に
、
産
業
者
が
課
税
や
政
府
の
予
算
作
成
・
執
行
に
参
与

す
る
、
新
体
制
―
―
産
業
体
制
―
―
の
樹
立
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解

に
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
到
達
す
る
。
以
上
の
主
張
は
、
富
裕
層
に
選
挙

権
が
制
限
さ
れ
て
い
た
十
九
世
紀
前
半
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
、
他
方
で
は
、
産
業
発
展
に
と
も
な
う
産
業
者
た
ち
の
政
治
的
権
利

獲
得
の
歩
み
を
踏
ま
え
た
も
の
で
も
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
解
放
以
来
、

産
業
者
た
ち
が
富
を
増
大
さ
せ
る
に
つ
れ
、
政
治
権
力
の
軛
か
ら
解
放

さ
れ
、
自
ら
の
政
治
的
存
在
感
を
強
め
る
に
至
っ
た
と
の
歴
史
観
は
、

サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
著
作
に
繰
り
返
し
現
れ
て
い
る

）
30
（

。
こ
の
推
論
に
お
い

て
は
、
経
済
力
の
増
大
が
政
治
力
の
増
大
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

も
っ
ぱ
ら
産
業
者
の
財
力
を
根
拠
と
し
て
彼
ら
の
政
治
的
権
利
の
拡
大

が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
産
業
者
が
社
会
の
高
位
を

占
め
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
彼
ら
が
秀
で
た
管
理
能
力
（capacité 



社会思想史研究　No. 45　2021

　●　74

adm
inistrative

）
を
有
す
る
た
め
だ
と
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

　

諸
君
、
文
明
の
現
状
に
お
い
て
、
第
一
の
政
治
的
能
力
と
は
管

理
に
お
け
る
能
力
で
あ
る
。
〔
…
…
〕

　

し
か
る
に
、
産
業
者
た
ち
は
、
全
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
で
、
も
っ

と
も
優
れ
た
管
理
の
学
を
修
め
て
お
り
、
と
い
う
の
も
彼
ら
の
資

本
は
つ
ね
に
活
用
さ
れ
、
彼
ら
が
運
用
す
る
資
本
は
、
信
用
の
効

果
に
よ
り
保
有
す
る
も
の
の
三
倍
に
及
ぶ
〔
…
…
〕
。

　

ゆ
え
に
、
産
業
者
が
管
理
に
お
い
て
も
っ
と
も
有
能
な
市
民
で

あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
以
下
が
導
か
れ
る
。
〔
…
…
〕
ま
さ
に

産
業
者
こ
そ
が
、
予
算
案
を
作
成
す
る
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

）
31
（

。

　

政
府
の
最
重
要
任
務
が
税
金
を
有
益
な
使
途
に
あ
て
る
こ
と
だ
と
す

れ
ば
、
適
切
な
予
算
作
成
に
は
高
度
な
管
理
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
と

き
に
産
業
者
た
ち
は
自
ら
の
生
産
活
動
に
お
い
て
財
産
管
理
を
日
常
的

に
実
践
し
、
こ
の
能
力
を
培
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
人
や
貴
族

で
は
な
く
、
産
業
者
に
よ
っ
て
公
事
の
予
算
作
成
と
「
管
理
」
が
果
た

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
推
論
が
導
か
れ
る
。
産
業
体
制
に
お
け
る
産
業

的
管
理
と
は
、
産
業
者
自
身
の
生
産
活
動
に
お
け
る
管
理
・
運
営
能
力

を
、
国
家
予
算
の
管
理
・
運
営
へ
と
文
字
ど
お
り
に
適
用
す
る
構
想
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
産
業
者
の
行
政
参
加
を
導
出
す
る
理
路
に
着
目
す

る
と
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
政
府
や
行
政
の
役
割
を
予
算
の
作
成
・
執
行

の
み
に
矮
小
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
財
政
支
出
の
削

減
を
推
進
す
る
う
え
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
策
が
提
案
さ
れ
、

行
政
の
機
能
や
役
割
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
構
想
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

産
業
者
に
よ
る
「
管
理
」
を
志
向
す
る
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
主
張
の
背

景
に
は
、
貴
族
・
軍
人
階
級
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
統
治
的
行
政
へ

の
反
発
が
あ
り
、
と
り
わ
け
第
一
帝
政
期
に
お
け
る
官
僚
の
急
増
に
対

し
て
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
生
産
に
従
事
し
な
い
階
級
の
私
腹
を

肥
や
す
た
め
で
は
な
く
、
産
業
者
階
級
の
利
益
、
ひ
い
て
は
社
会
全
体

の
利
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
公
金
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
既
存
の
行
政
組
織
の
改
革
を
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
提
案
す
る
。
労
働

者
の
税
負
担
を
軽
減
し
、
無
益
な
支
出
を
削
減
す
る
こ
と
が
改
革
の
基

本
的
方
針
と
な
り
、
具
体
的
方
策
と
し
て
は
以
下
の
三
つ
の
主
張
が
展

開
さ
れ
る
。
第
一
に
有
給
常
備
軍
の
解
雇
、
第
二
に
官
僚
数
の
削
減
、

そ
し
て
第
三
に
公
的
行
政
・
管
理
へ
の
産
業
者
の
参
加
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
内
容
を
検
討
し
よ
う
。

　

第
一
の
方
策
、
有
給
常
備
軍
の
解
雇
は
、
維
持
に
莫
大
な
費
用
が
か

か
る
常
備
軍
を
解
体
し
、
重
税
の
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
を

解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
な
側
面
に
か
ん
し
て
は
、

戦
争
の
近
代
化
や
砲
撃
技
術
の
向
上
に
と
も
な
い
、
か
つ
て
の
よ
う
に

兵
士
が
対
人
戦
闘
の
高
度
な
専
門
性
を
獲
得
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
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た
め
、
兵
器
を
扱
え
る
職
業
軍
人
は
少
数
を
確
保
す
る
だ
け
で
十
分
だ

と
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
考
え
る

）
32
（

。
フ
ラ
ン
ス
革
命
戦
争
中
の
ジ
ュ
マ
ッ
プ

の
戦
い
や
、
ス
ペ
イ
ン
独
立
戦
争
を
想
起
す
れ
ば

）
33
（

、
仮
に
国
土
が
他
国

か
ら
の
侵
入
を
受
け
た
と
し
て
も
、
民
兵
と
少
数
の
職
業
軍
人
の
協
力

に
よ
る
自
衛
が
可
能
だ
と
み
な
せ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
道
徳
的
な
側
面

に
お
い
て
も
、
常
備
軍
の
解
体
に
大
き
な
重
要
性
が
付
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
国
民
が
真
の
自
由
と
平
和
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
他
国
民

を
支
配
し
よ
う
と
欲
す
る
「
封
建
的
精
神
」
、
あ
る
い
は
「
征
服
の
精

神
）
34
（

」
に
立
脚
し
た
常
備
軍
が
障
害
と
な
る
こ
と
を
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
指

摘
す
る
。
軍
人
は
自
ら
生
産
す
る
こ
と
が
な
く
、
ゆ
え
に
他
国
民
か
ら

奪
い
、
盗
む
こ
と
で
し
か
収
穫
を
得
ら
れ
な
い
。
他
国
を
隷
従
さ
せ
る

の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
精
神
は
お
の
ず
か
ら
自
国
民
へ
と
矛
先
を
向
け
、

服
従
を
強
い
る
。
一
方
産
業
者
は
、
自
ら
の
仕
事
に
よ
っ
て
得
た
財
産

を
守
り
、
平
穏
を
取
り
戻
す
と
い
う
平
和
へ
の
強
い
欲
求
を
持
つ

）
35
（

。
し

た
が
っ
て
、
征
服
に
特
化
し
た
職
業
軍
人
で
構
成
さ
れ
た
常
備
軍
よ
り

も
、
産
業
者
の
民
兵
か
ら
な
る
義
勇
軍
の
方
が
国
土
の
防
衛
に
適
し
て

い
る
、
と
い
う
推
論
が
展
開
さ
れ
る
。

　

第
二
の
方
策
は
、
第
一
の
方
策
と
同
様
、
俸
給
に
か
か
る
出
費
を
抑

制
す
る
た
め
に
、
官
僚
の
全
体
数
を
削
減
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
官
僚

た
ち
が
果
た
し
て
い
る
貢
献
の
少
な
さ
に
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の

俸
給
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
問
題
視
す
る
。

〔
…
…
〕
徴
収
さ
れ
た
税
金
は
つ
ね
に
、
〔
実
際
に
〕
必
要
と
さ
れ

て
い
た
よ
り
も
果
て
し
な
く
膨
大
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
白
な
こ

と
で
、
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
税
金
の
半
分
は
行
政
官
た
ち
の
給
金

の
支
払
い
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
行
政
官
た
ち
の
十
分
の
九
は
役

立
た
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
残
り
の
十
分
の
一
に
は
、
本
来
あ
る
べ

き
よ
り
も
果
て
し
な
く
高
い
金
額
が
支
払
わ
れ
て
い
る

）
36
（

。

　

訴
訟
の
手
続
き
に
数
多
く
の
係
官
と
公
的
出
費
を
必
要
と
す
る
司
法

）
37
（

や
、
理
工
科
学
校
に
お
け
る
管
理
職
組
織
に
対
し
て
は
、
と
く
に
強
い

批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る

）
38
（

。
帝
政
期
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
側
近
た
ち
が
理

工
科
学
校
の
運
営
に
携
わ
り
、
管
理
職
に
高
位
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る

一
方
、
本
来
も
っ
と
も
重
要
な
職
務
で
あ
る
教
育
職
が
下
位
に
据
え
ら

れ
た
こ
と
を
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
厳
し
い
言
葉
で
非
難
す
る
。
「
〔
…
…
〕

も
っ
と
も
費
用
が
高
く
つ
く
役
人
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
も
っ
と
も
役
立

た
ず
で
、
も
っ
と
も
無
能
な
の
だ

）
39
（

」
。
こ
の
方
策
に
お
い
て
は
、
各
人

が
も
た
ら
す
「
有
用
性
（utilit

）
40
（é

）
」
の
多
寡
と
彼
ら
の
俸
給
の
釣
り
合
い
、

い
わ
ば
公
的
支
出
に
お
け
る
費
用
対
効
果
の
最
大
化
が
焦
点
と
な
っ
て

い
る
。
国
家
を
「
よ
り
安
上
が
り
（m

oins onéreux

）
」
に
し
、
国
民
に
と
っ

て
「
よ
り
有
益
（plus profitabl

）
41
（e

）
」
に
す
る
こ
と
が
、
行
政
組
織
の
要

諦
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
の
方
策
で
あ
る
、
産
業
者
た
ち
の
公
的
行
政
・
管
理
へ
の
参
加

は
、
官
僚
へ
の
俸
給
を
増
や
す
こ
と
な
く
、
公
益
に
も
っ
と
も
適
っ
た
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予
算
の
作
成
・
執
行
を
す
る
手
段
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
産
業
者

た
ち
―
―
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
工
場
主
や
資
本
家
―
―
は
、

生
活
の
糧
を
得
る
手
段
を
有
し
て
い
る
た
め
高
額
の
俸
給
を
必
要
と
せ

ず
、
管
理
能
力
に
秀
で
た
彼
ら
な
ら
ば
、
本
業
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
な

く
公
務
を
全
う
で
き
る
だ
ろ
う
と
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
想
像
す
る

）
42
（

。
産
業

者
に
よ
る
国
家
予
算
の
管
理
を
導
く
理
路
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た

の
で
、
こ
こ
で
は
産
業
的
管
理
あ
る
い
は
産
業
体
制
の
実
現
に
向
け
て

提
示
さ
れ
た
手
続
き
に
着
目
し
よ
う
。

　

産
業
者
を
公
行
政
の
中
枢
へ
参
加
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
『
政
治
家
』
、

『
組
織
者
』
に
お
い
て
は
、
選
挙
を
通
じ
て
産
業
者
の
代
表
を
下
院
に

送
り
、
議
会
の
主
導
で
行
政
機
構
・
制
度
を
改
革
す
る
こ
と
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。
『
政
治
家
』
で
は
産
業
者
か
ら
な
る
「
国
民
ま
た
は
産
業

者
党
（le parti national ou industriel

）
」
の
結
成
が
呼
び
か
け
ら
れ

）
43
（

、『
組

織
者
』
で
は
、
下
院
全
体
を
産
業
者
の
代
表
で
構
成
し
、
さ
ら
に
は
議

会
を
「
発
明
院
（cham

bre d ’invention

）
」
、「
審
査
院
（cham

bre d ’exam
en

）
」
、

「
執
行
院
（cham

bre d ’exécution

）
」
の
三
院
制
に
改
組
す
る
提
案
が
登

場
す
る

）
44
（

。
発
明
院
は
、
土
木
技
師
（ingénieurs

）
の
ほ
か
、
詩
人
や
文

芸
創
作
者
、
画
家
、
彫
刻
家
、
音
楽
家
な
ど
の
芸
術
家
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
富
を
増
大
さ
せ
、
利
便
と
娯
楽
の
あ
ら
ゆ
る
観

点
に
お
い
て
住
民
た
ち
の
境
遇
を
改
善
さ
せ
る
た
め
、
と
り
か
か
る
べ

き
公
共
事
業
の
計
画

）
45
（

」
を
発
案
す
る
。
事
業
に
は
干
拓
や
開
墾
、
道
路

や
運
河
の
開
通
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
だ
け
で
な
く
、
公
共
の
祝
祭
の

実
施
が
含
ま
れ
る
。
審
査
院
は
物
理
学
者
と
数
学
者
か
ら
な
り
、
発
明

院
に
よ
る
す
べ
て
の
計
画
を
審
査
し
、
公
教
育
の
計
画
・
監
督
も
行
う
。

執
行
院
は
産
業
の
各
分
野
か
ら
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
決
定
さ
れ

た
す
べ
て
の
計
画
の
執
行
指
揮
に
あ
た
る
と
構
想
さ
れ
て
い
る
。

　

選
挙
や
議
会
と
い
っ
た
民
主
的
手
続
き
を
介
し
た
改
革
方
針
は
、
一

八
二
〇
年
以
降
、
『
産
業
体
制
論
』
に
至
っ
て
一
変
す
る
。
こ
の
著
作

で
は
、
す
べ
て
の
行
政
官
や
大
臣
に
対
し
産
業
に
お
け
る
管
理
経
験
を

求
め

）
46
（

、
王
令
に
よ
っ
て
産
業
者
の
審
議
会
を
設
立
す
る
こ
と
が
提
案
さ

れ
る

）
47
（

。
審
議
会
委
員
は
農
耕
、
商
業
、
製
造
業
や
銀
行
業
と
い
っ
た
各

業
種
内
に
お
い
て
互
選
で
任
命
さ
れ
、
も
っ
と
も
有
能
な
産
業
者
と
学

者
の
主
導
の
も
と
、
国
家
の
予
算
作
成
・
審
査
・
執
行
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
議
会
の
過
半
数
が
産
業
者
で
は
な
い
者
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
現
況
に
鑑
み
、
産
業
者
の
苦
境
を
救
う
た
だ
ち
に
有
効
な
手
段

と
し
て
、
王
権
に
よ
る
社
会
改
革
を
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
強
く
推
奨
す
る

）
48
（

。

た
だ
し
、
国
王
の
行
政
的
強
権
は
全
面
的
に
是
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
王
自
身
が
国
家
第
一
の
産
業
者
と
な
り
、
産
業
全
体
の
利
益

を
導
く
場
合
に
の
み
容
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
な
行
政
執

行
の
権
限
は
、
公
益
に
も
っ
と
も
適
う
か
た
ち
で
産
業
者
が
行
使
す
る

と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
狙
い
は
、

伝
統
的
特
権
階
級
の
排
斥
と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
を
産
業
的
な
、
産
業

に
と
っ
て
好
都
合
な
存
在
と
化
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
産
業
者
の
参
与
に

よ
り
、
行
政
な
ら
び
に
社
会
全
体
を
産
業
的
管
理
の
対
象
と
し
、
一
挙



77　●　アンリ・サン＝シモンによる「管理」の概念――白瀨小百合

に
公
益
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

三　

産
業
的
管
理
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
社
会
関
係

　

一
八
二
〇
年
代
以
前
の
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
著
作
に
は
、
自
由
主
義
の

影
響
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
セ
ー
か
ら
の
影
響
は
大
き
く
、

「
産
業
」
や
「
有
用
性
」
と
い
っ
た
重
要
概
念
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
的

行
政
と
産
業
的
管
理
の
対
比
を
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
参
照
し
て
い
る

）
49
（

。

ま
た
「
盗
人
」
た
る
軍
事
的
性
質
と
比
較
さ
れ
た
「
平
和
を
好
む
」
産

業
的
性
質
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
コ
ン
ト
の
着
想
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
っ

た
）
50
（

。
自
由
主
義
由
来
の
諸
概
念
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン

の
産
業
社
会
構
想
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
が
提
起
し
た
よ
う
な
「
近
代
人
の

自
由
」
―
―
個
人
の
経
済
的
自
由
と
代
議
制
を
通
じ
た
政
治
的
自
由

）
51
（

―
―
を
保
障
す
る
政
治
体
制
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
初
期
の

著
作
以
来
、
「
個
人
的
利
益
と
一
般
的
利
益
と
が
、
絶
え
ず
一
致
す
る

よ
う
な
状
態
に
人
間
を
置
く

）
52
（

」こ
と
、
社
会
全
体
の
幸
福
に
自
身
の
幸
福

を
見
出
す
こ
と

）
53
（

を
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
強
調
し
、
多
く
の
場
合
、
個
に
対
し

て
全
体
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
社
会
成
員
の
間
に
想
定
さ
れ
た
関
係
性

に
こ
そ
、
同
時
代
の
自
由
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
社
会
主
義
と
こ

の
思
想
家
と
を
隔
て
る
独
創
性
が
読
み
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
節

で
は
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
お
け
る
統
治
行
為
（action gouvernem

entale

）

と
管
理
行
為
（action adm

inistrative

）
の
区
別
に
着
目
し
、
産
業
的
管

理
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会
関
係
の
特
徴
を
考
察
す
る
。

　

晩
年
近
く
の
著
作
『
文
学
的
、
哲
学
的
、
産
業
的
意
見
』
（
一
八
二

四
年
）
に
お
い
て
、
軍
事
的
性
質
と
産
業
的
性
質
の
対
置
が
、
軍
事
に

立
脚
し
た
統
治
行
為
と
平
和
に
根
ざ
し
た
管
理
行
為
の
対
置
と
し
て
再

現
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
で
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
、
後
者
を
前
者
の
上
位

に
据
え
る
こ
と
（superposition

）
を
提
起
す
る

）
54
（

。
統
治
行
為
と
管
理
行

為
の
相
違
は
、
統
治
者
と
被
治
者
の
関
係
と
、
管
理
者
と
被
管
理
者
の

関
係
の
比
較
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
比
較
は
、
こ
れ
ま
で
に

見
て
き
た
行
政
改
革
提
案
と
同
一
の
論
旨
を
持
ち
、
統
治
者
と
管
理
者

の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
公
的
出
費
の
多
寡
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
封
建
体
制
の
教
え
に
閉
じ
こ
も
っ
た
統
治
者
た
ち
は
、
「
統

治
能
力
の
巨
大
な
装
置

）
55
（

」
た
る
肥
大
化
し
た
行
政
機
構
と
役
人
た
ち
を

維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
ら
の
地
位
を
保
ち
続
け
ら
れ
る
と

信
じ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
た
と
え
公
益
に
尽
く
す
意
図
を
持
っ
て
い
る

と
し
て
も
、
機
構
を
存
続
す
る
た
め
に
国
民
に
重
税
を
課
さ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
一
方
、
産
業
的
事
業
の
経
験
を
持
つ
管
理
者
た
ち
は
、
社

会
の
大
多
数
者
か
ら
の
支
持
を
得
る
た
め
に
説
得
と
論
証
の
み
を
用
い
、

彼
ら
の
運
営
が
実
り
を
多
く
も
た
ら
す
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る

）
56
（

。
「
運

営
費
用
の
節
約
が
社
会
成
員
（sociétaires

）
に
よ
っ
て
常
に
望
ま
れ
て

い
る
こ
と

）
57
（

」
だ
と
管
理
者
た
ち
は
承
知
し
て
お
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う

に
働
い
て
い
る
こ
と
が
、
統
治
者
の
行
い
と
の
相
違
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。
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管
理
者
た
ち
が
「
説
得
と
論
証
の
み
を
用
い
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
統
治
行
為
と
管
理
行
為
の
違
い
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要

な
意
味
を
持
つ
。
『
組
織
者
』
に
お
い
て
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
産
業
発

展
に
と
も
な
う
社
会
関
係
の
変
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。

　

旧
体
制
に
お
い
て
、
人
民
は
彼
ら
の
首
長
に
対
し
て
服
属
さ
せ

0

0

0

0

ら
れ
た

0

0

0

（enrégim
enté

）
。
新
体
制
に
お
い
て
は
、
人
民
は
首
長

と
結
合
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

（com
biné

）
。
軍
事
的
首
長
か
ら
は
、
命
令

0

0

が

あ
っ
た
。
産
業
的
首
長
か
ら
は
、
も
は
や
指
揮

0

0

し
か
な
い
。
前
者

の
状
況
で
は
、
人
民
は
臣
下

0

0

で
あ
っ
た
。
後
者
の
状
況
で
は
、
人

民
は
〔
首
長
と
等
し
い
〕
成
員

0

0

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
ま

さ
に
産
業
的
結
合
の
す
ば
ら
し
い
特
性
で
あ
り
、
そ
こ
で
協
力
し

合
う
人
び
と
は
実
際
に
、
も
っ
と
も
単
純
な
労
働
作
業
員
か
ら

も
っ
と
も
富
裕
な
工
場
主
ま
で
、
さ
ら
に
は
も
っ
と
も
聡
明
な
技

師
ま
で
、
み
な
協
力
者
で
あ
り
、
み
な
仲
間
な
の
だ

）
58
（

。
〔
強
調
原
文
〕

　

軍
事
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
統
治
行
為
に
お
い
て
は
、
統
治
者
と
被
治

者
の
間
に
は
垂
直
的
な
主
従
関
係
が
存
在
す
る
が
、
産
業
に
お
け
る
管

理
行
為
に
お
い
て
は
、
管
理
者
と
被
管
理
者
の
間
に
水
平
的
な
協
力
関

係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
よ
る
「
産
業
者
」
の
定
義

で
確
認
し
た
と
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
活
動
に
従
事
す
る
者
が
産
業
者

で
あ
り
、
彼
ら
は
ひ
と
つ
の
階
級
を
な
し
て
い
る
。
貧
し
い
労
働
者
や
職

人
で
あ
っ
て
も
管
理
能
力
を
有
し
た
産
業
者
の
一
員
で
あ
り
、
立
場
や

所
得
に
差
異
は
あ
れ
ど
も
、
富
裕
層
に
よ
っ
て
一
方
的
に
搾
取
さ
れ
る

対
象
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。こ
の
前
提
に
立
つ
か
ら
こ
そ
、
管
理
者
と
被

管
理
者
と
の
関
係
が
水
平
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
だ
。
新
体

制
の
社
会
に
お
い
て
は
、
軍
事
的
統
治
に
よ
る
命
令
（com

m
andem

ent

）

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
協
働
で
作
業
を
行
う
際
の
指
揮
（direction

）

に
よ
っ
て
人
び
と
の
関
係
性
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ン
＝

シ

モ
ン
は
国
家
や
社
会
を
し
ば
し
ば
会
社
（com

pagnie

）
や
作
業
場
（atelier

）

に
な
ぞ
ら
え
て
、
管
理
行
為
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
社
会
関
係
を
描
き
出

し
て
い
る
。
「
〔
…
…
〕
各
人
は
社
会
関
係
に
お
い
て
、
自
身
を
ひ
と
え

に
労
働
者
の
会
社
に
雇
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
59
（

」
。

「
国
家
（nation

）
を
ひ
と
つ
の
巨
大
な
産
業
的
作
業
場
と
と
ら
え
よ
、

そ
こ
で
は
皆
の
境
遇
の
改
善
に
達
す
る
た
め
に
、
各
成
員
の
労
働
が
他

の
者
の
労
働
と
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る

）
60
（

」
。
管
理
行
為
を
背
景
と
し

た
産
業
活
動
は
、
諸
個
人
間
の
支
配
と
争
い
か
ら
な
る
対
立
的
な
競
争

で
は
な
く
、
一
丸
と
な
っ
て
共
通
目
的
た
る
公
益
を
目
指
す
協
働
作
業

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
説
得
と
論
証
を
用
い
、
対
等
な
当
事
者
と

し
て
合
意
を
形
成
す
る
の
が
管
理
行
為
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
で
あ

り
、
他
国
民
お
よ
び
自
国
民
に
対
し
物
理
的
な
力
を
ふ
る
い
、
服
属
を

強
い
る
軍
事
的
な
統
治
行
為
に
よ
る
関
係
と
は
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　

産
業
的
管
理
に
基
づ
く
関
係
の
水
平
性
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
検
討
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を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
産
業
者
間
の
水
平
的
関
係
が
強
調
さ
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
指
揮
を
執
る
首
長
や
指
導
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
こ
に
は
何
ら
か
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
と
も
な
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

だ
。
管
理
者
と
被
管
理
者
と
の
間
に
お
い
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
水
平

的
な
関
係
は
持
ち
え
ず
、
経
済
格
差
や
地
位
の
格
差
は
免
れ
え
な
い
の

で
は
な
い
か
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
こ
の
こ
と
に
自
覚
的
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
何
ら
か
の
解
決
策
を
提
示
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
、
能
力
主
義
（m

éritocratie

）

と
平
等
性
の
観
点
か
ら
考
察
し
よ
う
。

　

産
業
体
制
が
目
指
す
平
等
に
つ
い
て
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
以
下
の
と

お
り
述
べ
て
い
る
。
「
各
人
が
自
身
の
能
力
と
出
資
金
に
応
じ
た
社
会

的
地
位
と
収
益
を
得
る
、
こ
の
こ
と
が
可
能
で
望
み
う
る
最
高
度
の
平

等
を
な
し
て
い
る
。
以
上
が
諸
々
の
産
業
社
会
の
根
本
的
性
格
で
あ
る

）
61
（

」
。

こ
の
考
え
に
立
脚
し
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
死
後
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義

者
た
ち
は
「
各
人
に
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
能
力
に
は
そ
の
仕
事

に

応

じ

て
（À chacun selon sa capacité ; à chaque capacité selon ses 

œ
uvres

）
」
の
標
語

）
62
（

を
打
ち
立
て
た
。
カ
ベ
や
ル
イ
・
ブ
ラ
ン
、
マ
ル
ク

ス
ら
が
強
調
し
た
「
各
人
に
は
そ
の
必
要
に
応
じ
て

）
63
（

」
再
分
配
を
図
ろ

う
と
す
る
平
等
主
義
の
原
理
は
こ
こ
に
見
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
無

為
徒
食
の
者
と
勤
勉
な
者
に
等
し
い
分
配
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
平
等

の
原
理
に
よ
っ
て
逆
に
不
平
等
が
生
じ
る
か
ら
だ
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
が

目
指
す
の
は
、
出
自
に
よ
ら
ず
、
誰
も
が
能
力
と
貢
献
に
応
じ
た
地
位

と
収
益
を
得
ら
れ
る
平
等
で
あ
っ
て
、
一
律
の
権
利
や
分
け
前
を
無
条

件
に
確
保
す
る
平
等
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
的
管
理
に

基
づ
く
社
会
が
新
た
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
内
包
す
る
こ
と
を
彼
は
否
定

せ
ず
、
「
能
力
の
特
権
階
級
（aristocratie des talents

）
」
を
「
出
自
の
特

権
階
級
（aristocratie de la naissance

）
」
よ
り
も
優
位
に
据
え
る
こ
と
を

好
意
的
に
評
価
し
て
い
る

）
64
（

。

　

能
力
に
基
づ
く
優
越
性
の
肯
定
と
、
万
民
へ
の
平
等
の
制
限
の
背
景

と
し
て
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
独
裁
が
も
た
ら
し
た
恐
怖
政
治
へ
の
反
動
を

指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
政
治
的
権
利
に
お
け
る
無
制
限
の
平

等
に
対
し
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
批
判
的
で
あ
り
、
「
専
制
的
権
力
の
行
使

に
対
す
る
平
等
な
容
認

）
65
（

」
を
招
く
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
一
方
で
は

貴
族
や
軍
人
に
よ
る
寡
頭
政
支
配
、
他
方
で
は
大
衆
す
べ
て
に
大
き
な

政
治
的
権
力
を
認
め
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
無
秩
序
状
態
の
両
方
を
回
避

す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
の
が
、
能
力
主
義
的
な
「
可
能
で
望
み
う
る

最
高
度
の
平
等
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
社
会
に
お
け
る
完
全
な
平
等
を
否
定
す
る
が
、
こ

の
こ
と
は
彼
が
選
良
の
権
力
者
を
も
っ
ぱ
ら
称
揚
し
、
貧
困
層
の
切
り

捨
て
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
の
社
会
に
お
い
て

は
、
能
力
主
義
に
よ
っ
て
格
差
や
対
立
は
生
じ
う
る
し
、
管
理
行
為
に

想
定
さ
れ
た
水
平
的
関
係
に
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
公
行
政
の
主
目
的
と
し
て
弱
者

の
救
済
を
第
一
に
掲
げ
て
い
る
。
「
支
出
予
算
の
第
一
項
目
は
、
壮
健
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な
者
に
は
仕
事
を
得
さ
せ
、
傷
病
者
に
は
救
済
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、

持
た
ざ
る
者
の
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

）
66
（

」
。
加
え
て
、

能
力
主
義
と
平
等
性
と
の
根
本
的
な
対
立
を
止
揚
す
る
た
め
に
、
晩
年

の
思
想
家
が
求
め
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
よ
る
紐
帯
で
あ
っ
た
。

『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
（
一
八
二
五
年
）
に
お
い
て
、
彼
は
初
期
キ
リ
ス
ト

教
の
友
愛
の
道
徳
へ
の
回
帰
を
説
く
。
産
業
者
が
「
各
人
が
互
い
に
兄

弟
と
し
て
ふ
る
ま
う
」
こ
と
に
よ
り
富
の
再
配
分
を
図
り
、
「
も
っ
と

も
貧
し
い
階
級
の
境
遇
の
可
能
な
か
ぎ
り
迅
速
な
改
善

）
67
（

」
を
果
た
す
こ

と
を
強
調
す
る
。
個
人
的
利
益
と
一
般
的
利
益
と
の
調
和
を
図
る
た
め

に
サ
ン
＝

シ
モ
ン
が
提
示
し
た
答
え
は
、
道
徳
に
よ
る
協
働
と
連
帯
で

あ
っ
た
。
友
愛
の
道
徳
は
芸
術
家
の
作
品
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
と
の

提
案
が
な
さ
れ

）
68
（

、
『
組
織
者
』
に
お
け
る
三
院
制
構
想
で
の
芸
術
家
の

指
導
的
役
割
が
、
最
終
的
に
は
道
徳
の
普
及
に
接
合
す
る
。

　

サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
構
想
し
た
産
業
的
管
理
の
社
会
は
、
諸
個
人
間
の

支
配
や
対
立
を
前
提
と
せ
ず
、
ま
た
経
済
活
動
に
お
け
る
「
見
え
ざ
る

手
」
に
依
拠
す
る
こ
と
も
な
く
、
「
管
理
」
を
介
し
て
社
会
全
体
の
利

害
に
調
和
を
も
た
ら
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
産
業
を

社
会
の
基
盤
に
据
え
な
が
ら
も
、
社
会
関
係
を
経
済
活
動
に
完
全
に
還

元
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
人
間
同
士
が
結
ぶ
関
係
の
性
質
と
道
徳
の

役
割
を
強
調
し
つ
つ
、
平
和
と
協
働
を
導
く
産
業
的
管
理
を
着
想
し
た

こ
と
に
、
こ
の
思
想
家
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
道
徳
の
問
題
を

産
業
活
動
か
ら
排
除
せ
ず
、
社
会
組
織
の
内
に
組
み
入
れ
た
こ
と
は
、

階
級
闘
争
と
革
命
を
前
提
と
す
る
社
会
主
義
か
ら
サ
ン
＝

シ
モ
ン
を
大

き
く
隔
て
て
い
る
。
ま
さ
に
格
差
の
問
題
解
決
策
を
道
徳
に
求
め
た
こ

と
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
思
想

は
空
想
的
社
会
主
義
に
列
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、
暴
力
や

対
立
を
前
提
と
し
な
い
社
会
改
革
の
志
向
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
思
想

家
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
現
実
―
―
革
命
が
も
た
ら
し
た
暴
力
と
社
会

改
革
の
未
達
成
―
―
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
自
国
民
な

ら
び
に
他
国
民
に
対
す
る
暴
力
の
行
使
を
根
絶
す
る
た
め
に
常
備
軍
の

解
体
を
求
め
、
暴
力
に
頼
ら
な
い
社
会
改
革
の
実
現
を
目
指
し
た
点
で
、

サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
産
業
的
管
理
を
め
ぐ
る
主
張
は
非
暴
力
と
い
う
一
貫

性
を
持
つ
。

　

能
力
あ
る
産
業
者
た
ち
の
政
治
・
公
行
政
へ
の
参
加
と
い
う
側
面
に

も
っ
ぱ
ら
着
目
す
る
な
ら
ば
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
提
案
は
ベ
ル
や
メ
イ

ノ
ー
が
評
し
た
よ
う
に
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
的
先
駆
者
と
み
な

さ
れ
う
る
。
し
か
し
現
代
の
管
理
社
会
批
判
が
分
析
対
象
と
し
た
よ
う

な
、
選
良
に
よ
る
知
識
の
占
有
と
情
報
の
不
透
明
性
を
基
礎
と
し
、
そ

の
他
の
人
々
と
の
断
絶
を
特
徴
と
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー

）
69
（

と
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
社
会
構
想
と
は
相
容
れ
な
い
。
旧
来
の
統
治
の
常
態
で
あ
っ

た
秘
匿
や
不
透
明
性
を
廃
す
る
、
公
開
性
を
持
っ
た
予
算
運
営
が
産
業

的
管
理
の
基
底
に
あ
り
、
そ
の
目
的
は
産
業
者
相
互
の
自
己
実
現
―
―

能
力
の
発
揮
―
―
と
協
働
を
通
じ
た
公
益
の
達
成
に
あ
っ
た
。
管
理
者

と
被
管
理
者
の
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
た
活
動
に
従
事
し
、
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全
体
と
し
て
社
会
の
利
益
を
導
い
て
い
く
関
係
は
、
実
現
可
能
性
の
低

い
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
無
根
拠
な
空
理

空
論
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
の
社
会
的
現
実
に
根
差
し
て
描
か
れ
た
、

目
指
さ
れ
る
べ
き
世
界
像
で
あ
る
。
秀
で
た
能
力
の
あ
る
者
を
公
正
に

報
い
、
し
か
し
な
が
ら
貧
困
層
の
生
を
切
り
捨
て
る
こ
と
も
せ
ず
、
力

に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
説
得
と
論
証
に
基
づ
い
た
社
会
関
係
を
構
築

す
る
こ
と
を
サ
ン
＝

シ
モ
ン
は
追
求
し
た
。
産
業
的
管
理
の
構
想
は
、

能
力
主
義
と
平
等
性
と
の
間
に
生
じ
る
齟
齬
の
平
和
的
止
揚
を
目
指
し

た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

結　

論

　

本
稿
は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る« adm

inistration »
の
一
般
的
語
義

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
が
提
唱
し
た
産
業
的
管
理
の
構

想
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
こ
の
思
想
家
は
「
管
理
」
の
概
念

を
用
い
て
、
産
業
に
お
い
て
培
わ
れ
た
経
営
や
事
業
管
理
の
能
力
を
公

行
政
に
適
用
し
、
産
業
者
の
能
力
を
有
益
に
活
用
す
る
組
織
を
構
想
し

た
。
公
共
事
業
の
諸
分
野
で
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
者
が
自
身
の
能
力
を
発

揮
し
つ
つ
、
公
益
に
最
大
限
に
適
う
社
会
全
体
の
「
管
理
」
を
実
現
し

て
い
く
こ
と
が
そ
の
狙
い
で
あ
っ
た
。« adm

inistration »

の
歴
史
的

語
義
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
彼
の
着
想
の
特
色
が
浮
び
上
が
っ
て
く

る
。
公
行
政
の
中
心
的
な
役
割
を
財
務
管
理
に
見
出
し
た
点
で
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
「
管
理
」
の
概
念
は
ネ
ッ
ケ
ル
や
プ
ロ
ス
ト
・
ド
・
ロ
ワ
イ

エ
に
よ
る
主
張
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
。
プ
ー
シ
ェ
や
シ
ェ
イ

エ
ス
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
統
治
権
力
と
執
行
権
力
の
弁
別
と
独
立
を

導
く
観
点
は
、
革
命
後
の
社
会
組
織
提
案
や
議
論
を
反
映
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
も
ま
た
こ
れ
に
立
脚
し
、
彼
独
自
の
産
業

的
管
理
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
サ
ン
＝

シ

モ
ン
の
着
想
は
、
国
家
的
執
行
権
力
を
定
義
し
直
す
試
み
で
あ
っ
た
。

十
八
世
紀
末
に
お
い
て
執
行
を
司
る
制
度
お
よ
び
機
関
の
総
体
と
し
て

定
義
さ
れ
た
「
行
政
」
と
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
よ
る
「
管
理
」
の
も
っ

と
も
際
立
っ
た
相
違
は
、
官
僚
機
構
の
肥
大
化
を
も
た
ら
し
た
前
者
の

様
態
を
批
判
の
対
象
と
す
る
点
で
あ
る
。

　

サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
提
唱
し
た
産
業
的
管
理
は
、
法
や
制
度
に
よ
っ
て

秩
序
づ
け
ら
れ
た
国
家
・
政
府
の
執
行
機
関
と
い
う
よ
り
は
、
多
様
な

分
野
の
産
業
者
た
ち
の
参
与
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
協
働
的
な
営
み
で

あ
っ
た
。
公
行
政
は
、
政
府
と
国
民
と
の
間
に
あ
る
媒
介
的
な
執
行
機

関
で
は
な
く
、
産
業
者
が
各
自
の
能
力
を
活
用
す
る
た
め
の
機
会
や
場

と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
垂
直
的
か
つ
軍
事
的
な
統
治
行
為
を
廃
し
、

産
業
者
た
ち
の
水
平
的
か
つ
平
和
的
な
結
び
つ
き
を
確
立
す
る
た
め
に

着
想
さ
れ
た
の
が
、
産
業
的
管
理
に
基
づ
く
社
会
組
織
で
あ
っ
た
。
産

業
者
各
人
の
従
事
す
る
仕
事
は
独
立
し
た
個
人
的
利
益
を
追
求
す
る
手

段
で
は
な
く
、
他
者
の
仕
事
と
相
互
に
連
関
し
、
と
も
に
一
般
的
利
益

の
実
現
へ
と
向
か
う
協
働
性
を
持
つ
。
サ
ン
＝

シ
モ
ン
の
「
管
理
」
の
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概
念
は
、
対
等
な
産
業
者
た
ち
相
互
の
協
働
関
係
の
構
築
を
そ
の
本
質

と
す
る
。
産
業
者
間
の
闘
争
で
は
な
く
、
切
磋
琢
磨
と
協
働
を
基
盤
と

し
な
が
ら
、
社
会
全
体
の
調
和
と
救
済
を
一
挙
に
志
向
し
た
点
に
、
こ

の
思
想
家
の
独
創
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

最
後
に
、
本
研
究
の
今
後
の
課
題
と
展
開
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
本

稿
で
は
十
八
世
紀
後
半
の« adm

inistration »

の
辞
典
的
な
語
義
を
概

観
し
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
に
よ
る
概
念
と
の
比
較
を
行
っ
た
が
、
彼
の
概

念
形
成
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
参
照
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

叶
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
管
理
」
を
め
ぐ
る
思
索
が
も
た
ら
し
た
、

後
代
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
余
地
も
大
き
く
残
さ
れ
て
い
る
。

サ
ン
＝

シ
モ
ン
以
後
の
行
政
・
管
理
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
思

想
家
の
個
別
研
究
に
留
ま
ら
な
い
、
近
代« adm

inistration »

の
思
想

史
を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
公
益
の
実
現
を
目
指

し
た
産
業
と
「
管
理
」
を
め
ぐ
る
思
想
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
試
み

は
、
現
代
の
公
行
政
を
取
り
巻
く
諸
論
点
を
再
考
す
る
端
緒
と
も
な
る

だ
ろ
う
。
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／
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la note.

（
61
） L’O

rganisateur, III, p. 2188.

（
62
） 

一
八
三
一
年
一
月
十
八
日
以
降
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
の
機
関
紙
と
な
っ

たLe G
lobe

に
掲
げ
ら
れ
た
。

（
63
） 

「
共
産
主
義
社
会
の
よ
り
高
度
の
段
階
に
お
い
て
、
〔
…
…
〕
社
会
は
そ
の

旗
に
こ
う
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
各
人
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
に
は

そ
の
必
要
に
応
じ
て
！
」
マ
ル
ク
ス
『
ゴ
ー
ダ
綱
領
批
判
』
望
月
清
司
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
三
八
―
三
九
頁
お
よ
び
訳
注
七
。

（
64
） N

ouveau christianism
e [1825], IV, p. 3221.

（
65
） D

u systèm
e industriel, III, p. 2464.

（
66
） Ibid., III, p. 2392.

（
67
） N

ouveau christianism
e, IV, p. 3189.

（
68
） Ibid., IV, p. 3210-3211.

（
69
） 

ト
ゥ
レ
ー
ヌ
、
前
掲
書
、
六
二
―
七
一
、
七
六
―
八
一
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ア
ン
リ
・
サ
ン
＝

シ
モ
ン
、
管
理
、
行
政
、
産
業
、
産
業
的
管
理
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は
じ
め
に 

 

　

―
―『
啓
蒙
の
弁
証
法
』か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
む
と
い
う
こ
と

　

本
稿
は
、
Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
と
M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
共
著
『
啓

蒙
の
弁
証
法
』
（
一
九
四
七
）
か
ら
S
・
A
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
む
こ

と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ

イ
マ
ー
ら
批
判
理
論
の
視
座
か
ら
読
む
こ
の
試
み
に
対
し
て
―
―
さ
ら

に
言
え
ば
そ
も
そ
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
「
啓
蒙
」
と
い
っ
た
主
題
か
ら

扱
う
論
じ
方
そ
の
も
の
に
対
し
て
―
―
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
何
か
し
ら
の

違
和
感
を
覚
え
る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
違
和
感
は
、

全
く
い
わ
れ
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

し
ば
し
ば
、
実
存
思
想
や
弁
証
法
神
学
の
先
駆
者
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

社
会
や
歴
史
と
い
う
外
的
世
界
に
背
を
向
け
孤
独
な
個
人
の
内
面
の
真

理
を
追
い
求
め
る
思
想
家
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
る
と
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
た
ち
が

取
り
組
ん
だ
近
代
社
会
や
啓
蒙
と
い
っ
た
主
題
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思

想
に
お
い
て
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

社
会
に
背
を
向
け
る
内
省
的
な
個
人
主
義
者
と
い
う
こ
の
紋
切
型
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
し
ば
し
ば
、
歴
史
や
社
会
へ
の

取
り
組
み
を
等
閑
視
す
る
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
由
来

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
折
に
触
れ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
歴
史
や

〈
公
募
論
文
〉

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
か
ら
読
む
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

【
反
知
性
主
義
か
、
啓
蒙
の
自
己
省
察
か
】

吉
田
敬
介
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社
会
の
う
ち
に
存
す
る
と
さ
れ
る
客
観
的
・
外
的
な
（
諸
）
真
理
を
軽

視
す
る
よ
う
な
言
明
を
な
す
ば
か
り
か
、
政
治
的
改
革
や
社
会
的
平
等

を
志
向
す
る
同
時
代
思
想
に
対
し
て
冷
笑
的
な
態
度
を
示
し
さ
え
す
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
個
々
の
主
体
の
内
面
性
に
こ
そ
究
極
の
真
理
で
あ
る
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
実
現
の
場
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
を
内
面
的
に

深
め
る
こ
と
だ
け
が
人
間
に
必
要
な
唯
一
つ
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
、
と

強
調
し
も
す
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
素
朴
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
か
ら
は
、
啓
蒙
論
と
の
生
産
的
対
話
ど
こ
ろ
か
、
歴

史
や
社
会
に
関
す
る
考
察
さ
え
ま
っ
た
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
外
的
世
界
に
対
す
る
一
定
の
消
極
的
態
度
に
も
か
か
わ

ら
ず
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
決
し
て
歴
史
や
社
会
と
い
う
「
外
的
な
も
の
」

と
無
縁
の
思
想
家
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、

「
外
的
な
も
の
」
と
の
差
異
と
緊
張
関
係
の
う
ち
に
あ
る
個
人
の
「
内

面
性
」
を
強
調
し
そ
の
運
動
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衝
突
と
い

う
否
定
的
な
仕
方
で
あ
れ
既
に
歴
史
的
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る

）
1
（

。
さ
ら
に
ま
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
文
学
批
評
』
（
一
八
四
六
）

―
―
Th
・
ヘ
ッ
カ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
の
タ
イ
ト
ル
に
従
え
ば
「
現

代
の
批
判

）
2
（

」
―
―
に
お
け
る
「
水
平
化
」
論
に
典
型
的
に
見
い
だ
さ
れ

る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
現
実
社
会
や
そ
こ
に
お

け
る
既
成
の
知
の
あ
り
方
を
直
接
の
考
察
対
象
と
し
、
論
争
的
な
社
会

批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
の
論
争
的
な
社
会
批
判
は
、

そ
の
晩
年
に
『
瞬
間
』
（
一
八
五
五
）
の
出
版
を
通
し
て
な
さ
れ
た
デ
ン

マ
ー
ク
国
教
会
と
の
対
決
―
―
い
わ
ゆ
る
「
教
会
闘
争
」
―
―
に
極
ま

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
決
し
て
「
外

的
な
も
の
」
に
無
関
心
な
思
想
家
で
は
な
か
っ
た
し
、
歴
史
や
社
会
に

対
す
る
理
論
的
・
実
践
的
な
働
き
か
け
を
放
棄
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
課
題
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
る
こ
と

の
で
き
る
社
会
批
判
と
し
て
の
こ
の
側
面
を
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ

イ
マ
ー
に
よ
る
啓
蒙
論
の
視
座
を
手
掛
か
り
に
再
解
釈
す
る
試
み
に
あ

る
。
こ
の
試
み
の
た
め
に
本
稿
は
ま
ず
、
歴
史
や
社
会
と
の
関
連
か
ら

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
取
り
上
げ
る
幾
つ
か
の
先
行
研
究
の
概
観
を
通

し
て
、
自
ら
の
課
題
を
明
確
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
（
第
一
節
）
。
次

い
で
本
稿
は
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
目
を
向
け
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ

て
い
る
「
啓
蒙
」
概
念
を
議
論
の
土
台
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
を
理
解
し
直
す
道
筋
を
整
理
す
る
（
第
二
節
）
。
そ
う
し
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
が
一
方
で
は
端
的
に
啓
蒙

を
退
け
る
よ
う
な
反
知
性
主
義
へ
の
傾
向
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り

（
第
三
節
）
、
そ
れ
で
い
て
他
方
で
は
啓
蒙
さ
れ
つ
つ
あ
る
世
界
に
「
修

正
」
を
な
す
よ
う
な
内
在
的
な
社
会
批
判
の
道
を
も
暗
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
四
節
）
。
こ
う
し
て
本
稿
は
、
近
代
的
啓
蒙
の

た
だ
な
か
で
啓
蒙
に
自
己
省
察
を
求
め
る
社
会
批
判
と
し
て
の
思
想
的

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
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一　

 

歴
史
や
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
釈
さ
れ
る 

 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル 

　

―
―
近
代
的
啓
蒙
の
反
対
者
か
、啓
蒙
の
内
在
的
批
判
者
か

　

歴
史
や
社
会
と
の
関
連
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
取
り
上
げ
解
釈

す
る
試
み
は
、
多
い
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
研
究
史
上
に
一
定
数
存

在
し
て
き
た
。
本
研
究
の
課
題
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
ず

は
こ
の
種
の
先
行
研
究
の
幾
つ
か
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
種
の
研
究
の
多
く
が
取
り
組
む
の
は
、
十
九
世
紀
デ
ン
マ
ー
ク

の
文
化
的
・
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
実
証
的
に
捉
え
直
し
、
そ
の
う

ち
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
位
置
づ
け
直
す
と
い
う
課
題
で
あ
る

）
3
（

。
す

な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
遺
稿
や
日
記
、
あ
る
い
は
彼
の

同
時
代
人
の
テ
ク
ス
ト
、
ま
た
当
時
の
文
化
的
・
政
治
的
背
景
を
示
す

豊
富
な
文
献
資
料
な
ど
が
参
照
さ
れ
、
実
際
の
歴
史
的
・
社
会
的
諸
問

題
（
あ
る
い
は
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
諸
潮
流
）
に
対
し
て

彼
が
示
す
思
想
的
態
度
が
立
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

観
点
か
ら
な
さ
れ
る
幾
つ
か
の
研
究
は
、
絶
対
王
政
か
ら
立
憲
君
主
制

へ
の
移
行
の
過
程
に
あ
っ
た
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
が
社
会
の
変
革
を
求
め
る
政
治
運
動
に
懐
疑
的
な
目
を
向
け
る

一
定
の
保
守
的
立
場
を
と
っ
て
い
た
事
実
を
説
得
的
に
示
し
て
も
い
る

）
4
（

。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
特
殊
な
文
化
的
・
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
な

さ
れ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
同
時
代
論
を
、
よ
り
普
遍
的
な
射
程
を
も
っ

た
社
会
心
理
学
な
い
し
大
衆
論
と
し
て
捉
え
直
す
一
定
数
の
研
究
も
存

在
す
る

）
5
（

。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
新
聞
や
政
治
運
動
に
よ
っ
て
匿
名
の

集
団
と
な
っ
た
近
代
的
大
衆
が
示
す
様
々
な
問
題
点
を
剔
抉
す
る
た
め

の
批
判
的
視
座
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
に

よ
る
個
々
人
の
画
一
化
や
匿
名
化
の
分
析
と
い
う
現
代
に
ま
で
通
じ
る

よ
う
な
問
題
圏
に
触
れ
て
お
り

）
6
（

、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
社
会
思
想
と
し
て

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
む
際
の
一
つ
の
参
照
軸
を
提
供
し
て
い
る
。
と
は

い
え
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
類
の
大
衆
メ
デ
ィ
ア

論
は
、
近
代
の
啓
蒙
や
進
歩
そ
の
も
の
を
ま
る
ご
と
退
け
る
よ
う
な
言

説
に
容
易
に
接
続
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見

方
か
ら
す
る
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
近
代
化
や
啓
蒙
の
一
面
的
な
反
対

者
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
時
に
は
啓
蒙

や
進
歩
の
理
念
に
反
対
す
る
こ
と
で
古
典
的
価
値
を
擁
護
す
る
「
反
近

代
主
義
」
の
思
想
家
と
し
て

）
7
（

、
ま
た
時
に
は
近
代
の
諸
問
題
を
克
服
す

る
視
座
を
示
す
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
の
先
駆
者
と
し
て

）
8
（

、
評
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
は
っ
き
り
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
に
お
い
て
一
定

の
保
守
的
立
場
を
と
り
現
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
近
代
化
や
啓
蒙
か
ら

批
判
的
距
離
を
と
る
も
の
と
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
理
解
す
る
そ

の
見
方
は
、
本
稿
で
も
疑
い
な
く
共
有
さ
れ
る
べ
き
成
果
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
と
は
い
え
他
方
で
本
稿
は
、
近
代
な
い
し
啓
蒙
に
単
に
反
対
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す
る
も
の
と
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
解
釈
に

も
与
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
試
み
ら
れ
る
の
は
、
啓
蒙
の
プ
ロ
セ
ス

に
自
ら
を
巻
き
込
ま
せ
つ
つ
そ
こ
に
自
己
反
省
を
求
め
る
ア
ン
ビ
バ
レ

ン
ト
な
思
想
的
態
度
と
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
説
を
捉
え
直
す
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
は
、
近
代
化
に
抵
抗
し
古
典
的
価
値
に
回
帰

す
る
反
動
の
思
想
家
と
し
て
で
も
、
あ
る
い
は
近
代
を
超
克
す
る
立
場

を
積
極
的
に
標
榜
す
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
思
想
家
と
し
て
で
も
な
く
、

抗
い
え
な
く
進
行
す
る
近
代
化
や
啓
蒙
に
内
在
的
批
判
を
な
す
よ
う
な

思
想
上
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
つ
も
の
と
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を

再
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
試
み
に
際
し
て
本
稿
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
啓
蒙
論
を
出
発
点
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
啓
蒙
の

弁
証
法
』
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
考
察
す
る
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
相

互
に
直
接
の
関
係
の
な
い
二
つ
の
思
想
潮
流
を
―
―
つ
ま
り
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
的
な
実
存
思
想
と
批
判
理
論
と
を
―
―
恣
意
的
に
結
び
つ
け
る

も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
青
年
時
代
に
集
中
的
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
を
読
み
一
九
三
一
年
に
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
関
す
る
学
位
論
文
で
教

授
資
格
を
取
得
し
た
ア
ド
ル
ノ
そ
の
人
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
生
誕
一
五

〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
六
三
年
に
な
さ
れ
た
記
念
講
演
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
今
一
度
」
に
お
い
て
、
啓
蒙
論
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
む
ヒ
ン
ト

と
な
る
次
の
言
明
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
啓
蒙
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
―
―
ま
さ
し

く
啓
蒙
の
最
高
度
の
姿
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
手
段
を
も
っ
て
―
―

啓
蒙
を
誹
謗
し
た
。
他
な
ら
ぬ
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
が
な
ぜ
人
々
を
引
き
付
け
る
力
を
も
つ
の
か
が
説
明
さ
れ
る
の

だ
。 

（G
S 2, 24

）
9
（6

）

　

こ
の
言
明
に
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
啓
蒙
論
と
の
関
連
で
理
解

す
る
た
め
の
二
つ
の
道
が
、
す
な
わ
ち
一
方
で
は
啓
蒙
を
誹
謗
す
る
反

知
性
主
義
の
道
が
、
ま
た
他
方
で
は
啓
蒙
に
自
己
反
省
を
促
す
「
修
正
」

の
道
が
、
同
時
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
言
明
を
出
発
点

と
し
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
啓
蒙
論
を
土
台
と
し
つ
つ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
思
想
が
も
つ
社
会
哲
学
上
の
問
題
性
と
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
―
―
啓
蒙

の
内
在
的
批
判
者
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
―
―
明
ら
か
に
し
て
い

く
こ
と
を
試
み
る
。

二　

 『
啓
蒙
の
弁
証
法
』に
お
け
る「
啓
蒙
」概
念 

　

―
―
歴
史
的
な
自
己
崩
壊
か
ら
、自
己
省
察
の
可
能
性
へ

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
議
論
の
土
台
と
し
て
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お

い
て
展
開
さ
れ
た
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
啓
蒙
論
の
要
点
を

概
観
す
る
。

　

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
た
る
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
や
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
現
実
の
破
局
の
た
だ
な
か
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で
、「
人
類
が
、
真
に
人
間
ら
し
い
状
態
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
せ
ず
、

新
た
な
あ
り
方
の
野
蛮
に
沈
ん
で
い
く
の
は
な
ぜ
な
の
か
」
（G

S 3, 

11

）
と
い
う
歴
史
哲
学
的
な
問
い
を
立
て
て
い
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
て

い
る
の
は
ま
さ
し
く
、
人
間
性
の
実
現
や
進
歩
を
目
的
と
し
て
き
た
は

ず
の
近
代
的
啓
蒙
が
、
な
ぜ
人
間
を
抑
圧
し
抹
殺
す
る
非
人
間
的
な
野

蛮
へ
と
陥
っ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、

こ
の
問
い
に
際
し
て
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
「
啓
蒙
」
を
、

一
定
の
時
代
・
場
所
に
の
み
該
当
す
る
思
想
潮
流
の
名
前
と
し
て
よ
り

も
む
し
ろ
、
精
神
に
よ
る
自
然
支
配
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
―
―
す
な
わ

ち
理
性
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
き
か
な
い
異
質
で
非
合
理
な
も
の
を
自
ら

の
原
理
に
服
せ
し
め
て
い
く
合
理
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
―
―
理
解
し

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
か
つ
て
神
々
の
怒
り
だ
と
し
て
恐
れ
慄
か

れ
た
雷
と
い
う
自
然
現
象
を
科
学
的
な
知
識
に
よ
っ
て
説
明
・
制
御
す

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
啓
蒙
は
、
説
明
不
可
能
に
思
わ
れ
て
き
た
非
合

理
な
現
象
を
も
合
理
的
な
思
考
の
枠
の
な
か
に
統
合
し
て
い
く
。
こ
の

よ
う
に
見
る
と
、
神
的
力
を
想
定
す
る
魔
術
的
な
世
界
観
を
脱
し
全
て

を
科
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
合
理
的
な
世
界
観
へ
と
向
か
う
移
行

に
こ
そ
、
啓
蒙
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意

味
で
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
―
―
M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
引
き

継
ぎ
つ
つ
―
―
「
啓
蒙
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
世
界
を
脱
魔
術
化
す
る

こ
と
（die Entzauberung der W

elt

）
で
あ
っ
た
」
（G

S 3, 19

）
と
述
べ

る
の
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
こ
の
「
世
界
の
脱
魔
術
化
」
と
し
て
の
啓
蒙
が
、
そ
の
合

理
化
の
志
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
人
間
的
な
野
蛮
へ
と
反
転
し
て
し

ま
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
事

態
は
、
不
安
に
駆
ら
れ
た
啓
蒙
理
性
が
自
ら
に
と
っ
て
異
質
に
思
わ
れ

る
も
の
を
抑
圧
・
排
除
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
近
代
的
啓
蒙
は
、
全
て
が
計
算
可
能
な
記
号
へ
と
―
―
と
り

わ
け
数
学
的
な
記
号
へ
と
―
―
抽
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
れ

自
体
神
話
的
な
強
迫
観
念
の
ゆ
え
に
、
自
ら
に
と
っ
て
割
り
切
れ
な
い

も
の
、
自
ら
の
規
則
に
従
わ
な
い
も
の
を
無
視
す
る
ば
か
り
か
、
「
非

合
理
性
を
示
す
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
に
不
純
な
異
物
と
い
う
烙
印
を
押
し

て
そ
こ
に
暴
力
を
加
え
て
し
ま
う
（cf. G

S 3, 48

）
。
そ
し
て
非
合
理
な

も
の
を
迫
害
す
る
啓
蒙
理
性
の
こ
の
運
動
は
、
そ
れ
が
自
動
機
械
と
化

し
、
道
具
の
よ
う
に
無
自
覚
か
つ
無
反
省
な
も
の
へ
と
変
じ
て
し
ま
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
破
局
へ
と
転
じ
て
い
く
。
と
い
う
の
も
こ

の
道
具
化
に
よ
っ
て
啓
蒙
理
性
は
、
理
不
尽
や
不
公
正
を
軽
減
し
い
っ

そ
う
理
性
的
な
社
会
を
実
現
す
る
と
い
う
自
ら
の
理
想
を
見
失
い
、
非

合
理
で
抑
圧
的
な
目
的
に
さ
え
―
―
合
理
的
な
方
法
で
―
―
奉
仕
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ア

ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
全
体
主
義
や
民
族
浄
化
と
い
う
形
で

現
実
化
し
た
転
落
現
象
の
う
ち
に
、
社
会
の
進
歩
を
夢
見
て
い
た
は
ず

の
啓
蒙
が
野
蛮
へ
と
転
落
す
る
事
態
を
―
―
「
啓
蒙
の
自
己
崩
壊
」（G

S 

3, 11

）
と
い
う
事
態
を
―
―
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
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だ
が
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
こ
の
決
定
的
な
啓
蒙
批
判

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
啓
蒙
と
決
別
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
と
い
う

の
も
彼
ら
は
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
序
文
に
お
い
て
明
言
し
て
い
る
よ

う
に
、
啓
蒙
へ
の
仮
借
な
き
批
判
を
通
し
て
「
啓
蒙
に
関
す
る
積
極
的

な
概
念
」
（G

S 3, 16

）
を
準
備
す
る
こ
と
を
こ
そ
目
指
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
と
い
う
こ
の
書
の
タ
イ
ト
ル

か
ら
し
て
、
啓
蒙
の
野
蛮
へ
の
退
歩
と
い
う
歴
史
的
現
状
の
暴
露
と
い

う
よ
り
も
、
こ
の
退
歩
へ
の
認
識
を
再
び
啓
蒙
の
進
歩
へ
と
転
じ
さ
せ

る
可
能
性
の
模
索
に
こ
そ
、
彼
ら
の
理
論
的
関
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
書
に
お
い
て
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
は
、
自
ら
の
暴
走
を
自
覚
し
、
自
己
神
格
化
を
反
省
し
、
そ

れ
で
も
な
お
理
性
を
完
全
に
手
放
す
こ
と
は
し
な
い
新
し
い
啓
蒙
の
知

を
示
そ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
「
啓
蒙
は

自
分
自
身
に
つ
い
て
省
察
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（G

S 3, 15

）
と
述

べ
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
啓
蒙
理
性
は
、
一
体
自
ら
の
何
を
反
省
す
べ
き
だ
と
い
う
の
だ

ろ
う
か
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
た
ち
に
従
え
ば
、
何
よ
り
も
反

省
さ
れ
る
べ
き
は
、
近
代
的
な
啓
蒙
の
理
解
の
う
ち
で
暗
黙
に
前
提
さ

れ
て
き
た
精
神
と
自
然
の
関
係
、
理
性
に
よ
っ
て
支
配
す
る
主
体
と
非

合
理
な
も
の
と
し
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
客
体
と
い
う
対
立
関
係
で
あ
る

と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
図
式
の
も
と
で
は
、

人
間
の
精
神
や
理
性
も
そ
の
実
は
自
然
の
産
物
で
あ
り
非
合
理
性
か
ら

完
全
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
点
が
見
逃
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
近
代
の
啓
蒙
は
、
こ
の
よ
う
な
対

立
図
式
を
前
提
と
し
、
非
合
理
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
自
然
を
抑
圧

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
人
間
自
身
の
う
ち
な
る
自
然
を
暴
走

さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
過
ち
に
陥
っ
て
き
た
。
「
自
然
を
打
破
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
然
に
よ
る
強
制
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
す
べ
て
、

い
っ
そ
う
深
く
自
然
に
よ
る
強
制
の
う
ち
へ
と
落
ち
込
ん
で
い
く
」

（G
S 3, 29

）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
合
理
的
な
思
考
の
主
体
と

非
合
理
な
自
然
の
客
体
と
い
う
二
項
対
立
は
、
理
性
の
道
具
化
を
促
進

し
、
「
啓
蒙
の
自
己
崩
壊
」
を
容
易
た
ら
し
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
こ
の
事
態
の
克
服
の

た
め
に
、
啓
蒙
理
性
が
自
ら
の
非
合
理
性
を
認
め
る
た
め
の
自
己
省
察

の
可
能
性
を
模
索
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
自
己
省
察
に
よ
っ
て
啓
蒙
理

性
は
、
「
自
分
自
身
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
自
然
」
（G

S 3, 

56

）
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
理
性
は
、
計
算
可
能
な
普
遍
的
記
号
へ
と
統
合

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
自
然
」
―
―
「
通
約
不
可
能
な
も
の
（das 

Inkom
m

ensurable

）
」
（G

S 3, 29

）
―
―
と
自
ら
が
切
り
離
し
え
な
い
こ

と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
絶
対
視
さ
れ
て
き
た
合
理

化
の
暴
走
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
自
覚
の
う
え
で
こ
そ
啓
蒙
は
、
限
定
さ
れ
た
仕
方
で
、
さ
ら

な
る
理
性
的
思
考
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
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お
け
る
啓
蒙
批
判
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
啓
蒙
の
自
己
省
察
を
志

向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
啓
蒙
論
を
踏
ま
え

た
上
で
こ
そ
、
先
に
引
い
た
ア
ド
ル
ノ
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
評
、
「
啓
蒙

の
手
段
に
よ
っ
て
啓
蒙
を
誹
謗
」
す
る
者
と
い
う
評
は
よ
り
適
切
に
理

解
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
こ
こ
に
は
、
ま
さ
し
く
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』

に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
な
意
味
で
の
近
代
的
啓
蒙
の
暴
走
に

対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
独
特
の
仕
方
で
応
答
し
て
い
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
る

と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
進
歩
の
理
念
の
も
と
に
個
々
人
そ
れ
ぞ
れ
に

お
け
る
非
合
理
な
側
面
が
捨
象
さ
れ
、
計
算
可
能
な
原
理
に
還
元
さ
れ

て
し
ま
う
と
い
う
「
脱
魔
術
化
」
の
暴
力
性
と
対
峙
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
啓
蒙
に
つ
い
て

の
こ
の
洞
察
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
単
に
啓
蒙
に
背
を
向
け
る
こ
と
を

せ
ず
、
む
し
ろ
啓
蒙
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会
の
原
理
に
自
ら
を
巻
き
込
ま

せ
な
が
ら
、
そ
の
欺
瞞
を
内
側
か
ら
暴
露
す
る
戦
略
を
採
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
言
明
に
お
い
て
示
唆
さ
れ

る
よ
う
に
、
近
代
的
啓
蒙
に
対
し
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
仕
方
で
対
峙

す
る
思
想
家
と
し
て
理
解
さ
れ
直
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、

啓
蒙
に
よ
っ
て
啓
蒙
を
告
発
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
、
一
方

で
は
近
代
的
啓
蒙
の
反
対
者
と
し
て
、
ま
た
他
方
で
は
啓
蒙
の
自
己
省

察
を
促
す
た
め
の
修
正
を
な
す
者
と
し
て
、
両
義
的
な
仕
方
で
理
解
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
義
性
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
自
身
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。三　

 

反
知
性
主
義
者
と
し
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル 

　

―
―
理
性
の
犠
牲
に
よ
る
決
断
主
義
へ
の
道

　

デ
ン
マ
ー
ク
語
で
「
啓
蒙
」
に
あ
た
るO

plysning

と
い
う
語
は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
「
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
し

ば
し
ば
用
い
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け
ば
（cf. 

SKS 1, 24

）
10
（9

）
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
「
啓
蒙
」
が
こ
の
語
に
よ
っ
て
名

指
さ
れ
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
は
い
え
既
に
示
唆

し
た
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
啓

蒙
論
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
近
代
的
知
性
の
野
蛮
へ
の
転
化

と
い
う
事
態
を
（
彼
自
身
は
そ
れ
を
「
啓
蒙
」
と
い
う
語
で
呼
び
は
し
な
か
っ

た
も
の
の
）
認
識
し
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
議
論
と
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
啓
蒙
論
と
の
間
に
あ
る

差
異
を
整
理
し
た
う
え
で
、
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
著

さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
当
時
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
と
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
が
言
論
活
動
を
行
っ
た
一
八
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
の
デ

ン
マ
ー
ク
と
で
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
が
大
き
く
異
な
る
の
み
な

ら
ず
、
「
啓
蒙
」
を
め
ぐ
る
議
論
も
全
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
、
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と
い
う
点
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

が
「
啓
蒙
」
を
論
じ
る
際
に
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ

カ
を
も
席
巻
す
る
科
学
技
術
の
発
展
と
、
そ
れ
が
可
能
に
し
た
世
界
大

戦
や
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
破
局
的
事
態
へ
の
洞
察
を
抜
き
に
議
論
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
実
定
宗
教
と
の
関
連
か
ら
し
て

も
、
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
周
縁
化
・
私
事
化
や
宗
教
的
実
践
の
衰
退

と
い
う
意
味
で
の
「
世
俗
化
」
と
い
う
事
態
は
、
「
脱
魔
術
化
」
を
論

じ
る
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
念
頭
に
当
然
置
か
れ
て
い
た
だ

ろ
う
。
一
方
で
技
術
的
知
が
加
速
度
的
に
進
歩
し
つ
つ
人
間
を
支
配
し

て
い
き
、
他
方
で
形
而
上
学
や
宗
教
が
そ
の
説
得
力
を
失
っ
て
い
く
と

い
う
こ
の
「
啓
蒙
」
の
全
面
化
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
き
た
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
の
社
会
に
お
い
て
は
、
予
感
こ
そ
さ
れ
は
し
て
も
ま
だ
ま
だ

現
実
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

）
11
（

。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て

自
身
の
写
真
を
残
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
や
そ
の

教
会
機
構
が
社
会
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
決
定
的
に
失
う
よ
う
な
現
実
を
目

に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
主
と
し
て
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
と
の
関
係
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
論
じ

る
よ
う
な
意
味
で
の
「
啓
蒙
」
の
少
な
く
と
も
あ
る
側
面
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

認
識
し
、

定
式
化
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
彼
が
何
よ
り
も
問
題
視
す
る
の
は
、キ
リ

ス
ト
教
の
信
仰
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
神
関
係
が
、
客
観
的
な
知

の
抬
頭
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
、
こ
の
世
の
原
理
の
う
ち
に
還
元
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
事
態
、
す
な
わ
ち
「
こ
の
世
化
（Verdsliggjørelse

）
」

と
い
う
事
態
で
あ
る
。
客
観
的
・
普
遍
的
な
知
の
事
柄
で
は
な
く
主
体

的
・
個
人
的
な
神
関
係
の
消
息
で
あ
る
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性

が
知
的
な
論
証
や
信
者
数
の
増
加
に
よ
っ
て
「
証
明
」
さ
れ
て
し
ま
い
、

最
終
的
に
そ
の
超
越
的
性
格
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
「
神
と
の
関
係
を
も
こ
の
世
化
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し

て
論
難
す
る
（SKS 12, 99

）
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

二
十
世
紀
の
「
世
俗
化
」
と
は
異
な
る
位
相
の
事
態
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
そ
の
も
の
の
存
続
を
脅
か
す
よ
う
な
事
態
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
言
う
「
啓

蒙
」
と
完
全
に
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
神
関
係
と
い
う
個
人
の
特
殊
な
経
験
を
糸

口
に
し
て
、
非
合
理
な
も
の
の
認
識
の
可
能
性
を
切
り
詰
め
る
理
性
の

暴
力
性
を
既
に
は
っ
き
り
と
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
12
（

。

　

本
稿
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
事

態
を
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
や
教
会
機
構
を
め
ぐ
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
な

い
人
間
の
生
や
社
会
の
あ
り
方
の
変
質
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
『
啓

蒙
の
弁
証
法
』
と
重
な
り
合
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
の
非
合
理
性
を
も
合
理
的
な

知
の
枠
組
み
に
押
し
込
め
、
そ
こ
で
割
り
切
れ
な
い
「
通
約
不
可
能
な

も
の
」
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
近
代
的
「
啓
蒙
」
の
問
題
性
を

看
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
代
の
文
学
作
品
の
批
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評
と
い
う
形
式
の
も
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
同
時
代
論
を
展
開
す
る
『
文

学
批
評
』
に
お
け
る
議
論
に
典
型
的
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

い
う
の
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
情
熱
的
な
革
命
時
代
と
の
対
照

に
お
い
て
「
本
質
的
に
知
性
的
」
で
あ
る
現
代
と
い
う
時
代
を
描
き
出

し
（SKS 8, 66
）
、
さ
ら
に
は
こ
の
現
代
と
い
う
時
代
を
、
知
性
に
よ
る

個
々
人
の
「
水
平
化
」
の
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

〔
…
…
〕
情
熱
的
な
時
代
は
人
々
を
鼓
舞
し

0

0

0

、
掲
げ
て
は
倒
し

0

0

0

0

0

0

、

高
め
て
は
低
め
る

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
に
対
し
て
、
情
熱
な
く
反
省
さ
れ
た
時

代
は
反
対
の
こ
と
を
な
す
。
こ
の
時
代
は
、
人
々
の
喉
元
を
締
め

0

0

0

0

0

0

0

0

て
意
気
を
そ
ぎ

0

0

0

0

0

0

、
水
平
化
す
る

0

0

0

0

0

。
水
平
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

静
止
し
た
数
学
的
か
つ
抽
象
的
な
営
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
止
揚
の

動
き
を
妨
げ
る
の
だ
。 

（SKS 8, 80

）

　

こ
の
引
用
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
通
り
、
同
書
に
お
い
て
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
、
単
に
現
代
の
情
熱
の
欠
如
を
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
彼
は
こ
こ
で
、
現
代
の
知
性
が
抽
象
的
・
数
学
的
な
原
理
へ
の

還
元
に
よ
っ
て
個
人
の
内
的
な
経
験
を
―
―
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
さ
れ

え
な
い
は
ず
の
「
内
面
性
」
の
運
動
を
―
―
抑
圧
し
て
し
ま
う
と
い
う

点
を
こ
そ
問
題
視
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
こ

と
に
、
こ
の
引
用
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
は
、
水
平
化
と
い
う
こ
の
事

態
は
一
度
始
ま
る
と
決
し
て
「
停
止
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
も
の

で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
、
そ
の
歴
史
的
不
可
逆
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（cf. 

SKS 8, 82-84

）
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
た
し
か
に
、
近
代
的
「
啓
蒙
」

と
い
う
事
態
を
認
識
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
不
可
避
な
歴
史
的
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
捉
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　

見
逃
し
え
な
い
の
は
、
啓
蒙
が
個
人
の
経
験
を
脅
か
す
と
い
う
こ
の

歴
史
的
事
態
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
―
―
ア
ド
ル
ノ
が
評
し
た

よ
う
に
―
―
あ
る
種
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
プ
ロ
セ
ス
に
還
元
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
信
仰
と
い
う
内
的
運
動
を
際
立
た
せ
る
た
め

に
、
あ
え
て
知
性
の
力
に
よ
る
反
省
を
―
―
そ
れ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁

証
法
的
反
省
を
―
―
推
し
進
め
る
こ
と
を
求
め
る
。
と
い
う
の
も
、
彼

に
と
っ
て
み
れ
ば
反
省
的
な
知
性
の
増
大
は
押
し
戻
せ
な
い
歴
史
的
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
の
で
、
知
性
を
ナ
イ
ー
ブ
に
放
棄
す
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
知
性
そ
の
も
の
の
働
き
で
あ
る
反
省
の

極
ま
り
を
通
し
て
、
真
の
意
味
で
の
知
性
の
放
棄
が
―
―
否
定
を
介
し

た
肯
定
的
真
理
へ
の
飛
躍
が
―
―
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
反
省
の
貫
徹
こ
そ
、
い
っ
そ
う
集
中

的
に
行
動
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
」
（SKS 8, 105

）
と
い
う
言
明
に

至
る
。
こ
こ
で
は
、
啓
蒙
が
進
展
し
個
々
人
の
経
験
を
呑
み
込
も
う
と

し
て
い
る
時
代
に
信
仰
と
い
う
非
合
理
な
行
動
に
至
る
た
め
に
は
、
他

な
ら
ぬ
啓
蒙
理
性
に
自
ら
を
巻
き
込
ま
せ
、
反
省
的
知
性
に
よ
っ
て
反

省
を
内
在
的
に
突
き
破
り
、
最
終
的
に
反
省
的
知
性
か
ら
身
を
離
す
必
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要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
知
性
に
よ
る
知
性
へ
の
攻
撃
は
、
と
り
わ

け
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
と
い
う
仮
名
の
も
と
で
発
表
さ
れ
た
著

作
『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
び
と
し
て
の
非
学
問
的
後
書
』（
一
八
四
六
年
）

の
う
ち
に
、
理
論
的
な
結
実
を
み
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
「
主
体
性
は
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
も
っ
て
、
自
然

の
科
学
的
分
析
や
世
界
史
の
体
系
的
把
握
と
い
っ
た
真
理
へ
の
客
観
的

ア
プ
ロ
ー
チ
が
も
つ
限
界
を
強
調
し
、
信
仰
す
る
主
体
の
内
面
的
反
省

に
こ
そ
真
理
の
舞
台
が
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
（cf. SKS 7, 

173-228

）
。
そ
し
て
こ
の
書
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
突
き
詰
め
ら
れ
た
主

体
の
内
面
的
反
省
の
貫
徹
を
通
し
て
こ
そ
、
信
仰
対
象
た
る
不
条
理
な

何
も
の
か
を
前
に
し
た
理
性
的
思
考
の
放
棄
が
―
―
す
な
わ
ち
「
知
性

の
犠
牲
」が
―
―
可
能
に
な
る
の
だ
と
さ
れ
る
。こ
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
「
自
ら
の
知
性
を
十
字
架
に
か
け
る
こ
と
」
へ
の
決
断
を
「
信

仰
に
よ
る
殉
教
」
と
同
一
視
す
る
よ
う
な
議
論
を
さ
え
展
開
す
る
の
で

あ
る
（cf. SKS 7, 508

）
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
「
知
性
の
犠
牲
」
の
要
請
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
名
作

者
に
よ
る
多
面
的
・
多
層
的
な
視
点
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
思
想
の
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の

一
契
機
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思

想
の
多
層
性
や
キ
リ
ス
ト
教
と
の
結
び
つ
き
を
無
視
し
て
こ
の
「
知
性

の
犠
牲
」
の
構
想
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
恣
意
的
な
何
も
の
か
を

真
理
と
し
て
絶
対
視
す
る
た
め
の
非
合
理
な
決
断
の
理
論
を
そ
こ
か
ら

読
み
取
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
さ
ら
に
言

う
と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
非
合
理
な
決
断
は
、
合
理
的
な
反
省

の
貫
徹
と
そ
の
極
ま
り
に
お
け
る
反
省
の
放
棄
と
い
う
一
定
の
思
考
プ

ロ
セ
ス
を
通
し
た
う
え
で
下
さ
れ
う
る
と
さ
れ
る
。
ま
さ
し
く
こ
こ
で

は
、
啓
蒙
の
素
朴
な
拒
絶
で
は
な
く
、
啓
蒙
の
道
具
を
利
用
し
た
啓
蒙

の
放
棄
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
知
性
の
欠

如
と
い
う
意
味
で
の
「
非
―

知
性
」
で
は
な
く
、
知
性
的
な
吟
味
を
経

た
自
覚
的
な
「
反
―

知
性
」
の
立
場
と
い
う
意
味
で
の
反
知
性
主
義
の

思
考
モ
デ
ル
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
読
み
取
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で

あ
る

）
13
（

。

　

こ
の
よ
う
な
思
考
モ
デ
ル
は
、
た
し
か
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
一

側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
歴
史
や
社
会
と
い
う
文
脈
で

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
解
釈
す
る
際
の
一
定
の
困
難
さ
を
も
示
し
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
生
き
た
二
十
世
紀
に
は
、キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
思
想
の
特
殊
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
議
論
や
反
省
の
契
機
を
等
閑
視
し
、

思
想
の
こ
の
一
側
面
だ
け
を
称
揚
す
る
こ
と
で
そ
こ
か
ら
政
治
的
な
帰

結
を
も
導
き
出
そ
う
と
す
る
「
反
知
性
主
義
的
」
な
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
た

ち
が
実
際
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

）
14
（

（cf. G
S 2, 231

）
。
こ
の
よ

う
な
者
た
ち
に
言
及
す
る
際
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
あ
る
一
定
の
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
解
釈
を
―
―
す
な
わ
ち
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
信
仰
の
内
容
に
歴

史
上
の
国
家
体
制
や
指
導
者
を
置
き
換
え
、
情
熱
的
な
仕
方
で
そ
こ
に
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服
従
す
る
こ
と
を
真
に
主
体
的
な
英
雄
の
行
動
で
あ
る
と
し
て
正
当
化

す
る
よ
う
な
解
釈
を
―
―
念
頭
に
お
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
受
容
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に

）
15
（

、
本
来
は
彼
岸

の
真
理
を
説
き
こ
の
世
の
も
の
を
究
極
の
真
理
と
見
做
す
こ
と
は
な
い

は
ず
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、
そ
の
歴
史
的
な
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
に

お
い
て
―
―
と
り
わ
け
二
十
世
紀
大
戦
間
期
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て

―
―
し
ば
し
ば
、
こ
の
世
的
な
何
も
の
か
を
是
認
す
る
た
め
の
決
断
の

理
論
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、
C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
決
断
主
義
や

M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
決
意
性
の
思
想
を
経
由
し
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
与
す
る
仕
方
で
民
主
主
義
的
な
国
家
体
制
を
誹
謗
し
、

独
裁
を
擁
護
す
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
さ
え
し
た
。
そ
の
最
も
極
端
な

例
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
者
で
あ
り
か
つ
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
者
運

動
の
提
唱
者
で
も
あ
っ
た
E
・
ヒ
ル
シ
ュ
が
、
民
主
主
義
社
会
の
理
性

的
手
続
き
を
誹
謗
す
る
者
と
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読
み
、
国
民
社
会

主
義
に
与
す
る
よ
う
に
そ
の
思
想
を
解
釈
し
て
み
せ
た
こ
と
に
見
出
さ

れ
る

）
16
（

。
ア
ド
ル
ノ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
「
啓

蒙
に
よ
る
啓
蒙
の
誹
謗
」
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
破
局
に
さ
え
通
じ

る
反
知
性
主
義
や
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
政
治
的
問
題
性
に
も

通
じ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
（cf. G

S 2, 246

）
。

四　

 

啓
蒙
の
自
己
省
察
を
促
す
者
と
し
て
の 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
―
―
抵
抗
に
よ
る
社
会
の「
修
正
」へ
の
道

　

と
は
い
え
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
反
知
性

主
義
に
汲
み
尽
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
既
に
示
唆
し

た
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
啓
蒙
に
よ
る
啓
蒙
の
誹
謗
」
は
、
近

代
的
啓
蒙
に
背
を
向
け
た
非
合
理
な
も
の
の
賞
賛
と
い
う
よ
り
、
近
代

的
啓
蒙
の
問
題
性
を
そ
の
内
側
か
ら
剔
抉
す
る
あ
る
種
の
内
在
的
批
判

と
し
て
も
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本

稿
で
は
最
後
に
、
啓
蒙
の
自
己
省
察
を
促
す
よ
う
な
機
能
が
―
―
す
な

わ
ち
近
代
的
啓
蒙
の
「
修
正
」
と
い
う
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
―
―
先
述
の

問
題
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
か
ら
ど
の
よ
う
に
読
み

取
ら
れ
う
る
の
か
が
、
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
観
点
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、
啓
蒙
の
「
脱

魔
術
化
」
に
よ
っ
て
蹂
躙
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
を
擁
護
す
る
た
め
に
、

単
に
合
理
的
思
考
プ
ロ
セ
ス
一
般
を
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
啓
蒙
理

性
の
自
己
神
話
化
を
こ
そ
戒
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
『
不
安
の
概
念
』
（
一
八
四
四
年
）
の
罪
意
識
の
生
成
を
論
じ
て
い

る
箇
所
に
典
型
的
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
人
間
の
罪
性
は
超
越

的
な
力
に
よ
っ
て
思
考
の
外
か
ら
―
―
質
的
な
飛
躍
と
と
も
に
―
―
啓

示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
が
人
間
の
知
性
に
と
っ
て
神
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話
的
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
彼
は
、

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
を
強
引
に
合
理
的
な
説
明
の
枠
に
押

し
込
ん
で
し
ま
う
現
代
的
態
度
こ
そ
が
む
し
ろ
「
知
性
の
神
話
」
を
作

り
出
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
議
論
を
展
開
す
る
。

　

我
々
の
時
代
ほ
ど
手
際
よ
く
知
性
の
神
話
を
生
み
出
す
時
代
な

ど
か
つ
て
な
か
っ
た
。
我
々
の
時
代
は
、
す
べ
て
の
神
話
を
根
絶

や
し
に
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
自
分
か
ら
幾
つ
も
の

神
話
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
。 

（SKS 4, 351

）

　

こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
、
合
理
化
や
同
一
化
の
原
理
に
よ
っ
て
割
り
切

れ
な
い
も
の
を
全
て
呑
み
込
ん
で
い
く
啓
蒙
理
性
の
神
話
的
性
格
へ
の

洞
察
が
―
―
お
よ
そ
一
〇
〇
年
後
に
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
な

さ
れ
る
洞
察
が
―
―
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ど
こ
ろ
か
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
「
知
性
の
神
話
」
が
既
存
の
社
会
体
制
と
手

を
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
的
な
超
越
経
験
の
抑
圧
が
徹
底
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
も
い
る
の
だ
。
「
既
存
体
制
を
神
格
化
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
を
こ
の
世
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（SKS 12, 

99

）
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
決
し
て
こ
の
世
の

原
理
に
還
元
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
個
人
の
内
面
的
な
超
越
経
験
を
蹂
躙

し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
の
「
脱
魔
術
化
」
と
い
う
事
態
に
、
肉
薄
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
に
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
内
面
的
な
超
越
経
験

と
は
、
「
知
性
の
犠
牲
」
に
よ
る
主
体
の
情
熱
的
決
断
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
、
他
な
る
力
に
よ
っ
て
主
体
に
知
ら
し
め
ら
れ
る
罪
意
識
の
生

成
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
「
罪
」
概
念
は
も
ち
ろ
ん

厳
密
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
と
も
に
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
概
念
を
、
人
間
の
精
神
が
そ
の
根
底
に
お
い
て

他
な
る
何
も
の
か
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
「
他
な
る
も
の
」
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

内
面
的
か
つ
否

定
的
な
超
越
経
験
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
筆
す

べ
き
こ
と
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
こ
の
否
定
的
な
超
越
経
験
は
、

そ
の
経
験
の
主
体
に
対
し
て
、
外
的
世
界
や
既
存
の
知
の
非
真
理
の
み

な
ら
ず
、
当
の
主
体
の
内
面
性
そ
の
も
の
も
や
は
り
非
真
理
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
し
め
る
よ
う
な
認
識
上
の
機
能
を
も
つ

）
17
（

。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に

お
い
て
質
的
な
飛
躍
を
伴
う
と
さ
れ
る
「
超
越
」
は
、
し
ば
し
ば
そ
う

誤
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
主
体
的
決
断
の
絶
対
視
や
、
何
か
し
ら
特
定

の
対
象
の
恣
意
的
な
神
聖
視
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
世
的
な
も

の
の
非
真
理
性
を
啓
ら
か
に
す
る
よ
う
な
外
的
な
何
も
の
か
を
罪
意
識

と
と
も
に
個
人
が
内
的
に
経
験
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
知
性
の
神
話
」
だ
と
し
て
論
難

し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
超
越
経
験
を
非
合
理
な
も
の
、

割
り
切
れ
な
い
も
の
と
し
て
一
蹴
し
て
し
ま
う
近
代
的
啓
蒙
の
自
己
神

話
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
見
る
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と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
知
性
へ
の
論
難
は
、
合
理
的
知
性
を
放
棄

す
る
非
合
理
な
反
知
性
主
義
の
表
明
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
脱
魔

術
化
」
と
い
う
自
ら
の
原
理
を
絶
対
視
し
、
人
間
主
体
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
な
る
も
の
の
存
在
を
も
否
認
し
て
し
ま
う

知
性
主
義
の
暴
走
を
―
―
「
知
性
の
神
話
」
を
―
―
標
的
に
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
反
知
性
主
義

的
と
さ
え
言
え
る
迂
回
路
を
と
り
つ
つ
、
罪
と
い
う
否
定
的
な
超
越
経

験
か
ら
出
発
す
る
理
性
の
自
己
反
省
を
こ
そ
求
め
、
こ
れ
に
よ
る
「
知

性
の
神
話
」
の
修
正
に
向
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
自
己
認
識
を
持
っ
て
い
る
こ

と
は
、
一
八
四
九
年
以
降
の
彼
の
日
記
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
修
正

（C
orrectiv

）
」
概
念
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
こ

こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
彼
の
思
想
上
の
課
題
が
「
既
存
体
制
と
の
関

係
に
お
い
て
あ
る
種
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
」
（SKS 24, 74 [N

B 

21:122]

）
に
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
修
正
」
の
た
め
に
は
、
「
既
存
体
制
の
弱
点
を
正

確
か
つ
徹
底
的
に
研
究
す
る
こ
と
―
―
そ
し
て
そ
の
反
対
の
も
の
を
一

面
的
に
、
そ
う
優
れ
て
一
面
的
に
、
引
き
立
た
せ
る
こ
と
」
（SKS 22, 

194 [N
B 12:97]

）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
個
人

の
内
面
性
に
お
け
る
否
定
的
超
越
経
験
を
強
調
す
る
彼
の
議
論
は
、
全

て
を
「
こ
の
世
化
」
し
て
い
く
合
理
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
「
修
正
」
を
加

え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
高
ま
り
ゆ
く
概
念

把
握
の
た
だ
な
か
で
、
概
念
把
握
さ
れ
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
よ
り
は
っ
き
り
と
概
念
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
」
は
、
そ
れ

自
体
で
、
既
存
体
制
に
奉
仕
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
合
理
的
な
枠
の
な

か
に
呑
み
込
ん
で
い
く
彼
の
時
代
の
思
弁
哲
学
へ
の
「
修
正
」
と
し
て

機
能
す
る
（cf. SKS 22, 224 [N

B 12:134]

）
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
は
、

こ
の
意
味
で
は
や
は
り
進
み
ゆ
く
啓
蒙
と
い
う
同
時
代
の
傾
向
へ
の
批

判
的
修
正
と
し
て
読
み
う
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
「
修
正
」
概
念
が
、
厳
密
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
従
う

限
り
で
は
、
基
本
的
に
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
国
教
会
に
よ
る
キ
リ
ス
ト

教
の
「
こ
の
世
化
」
の
推
進
を
標
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
教
会
政
策
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
彼
自
身
が
そ
こ
に
属

す
る
キ
リ
ス
ト
教
界
と
の
関
係
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、

注
意
す
る
必
要
が
あ
る

）
18
（

。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
も
デ
ン
マ
ー
ク

国
教
会
が
キ
リ
ス
ト
教
の
彼
岸
の
真
理
を
こ
の
世
の
此
岸
の
真
理
と
取

り
違
え
て
い
る
こ
と
を
戒
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
界
と
い
う

既
存
体
制
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、だ
か
ら
こ
そ
「
修

正
は
ま
さ
し
く
、
あ
る
意
味
で
は
既
存
体
制
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
る
の

だ
」
（SKS 22, 194 [N

B 12:97]

）
と
述
べ
さ
え
す
る
。
同
時
代
の
共
産

主
義
、
あ
る
い
は
当
時
の
デ
ン
マ
ー
ク
で
進
み
つ
つ
あ
っ
た
王
政
か
ら

国
民
国
家
へ
と
い
う
政
治
的
変
動
に
対
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
冷
笑
的

態
度
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
言
明
は
、
彼
の
体
制
順
応
主
義
を
証
す
も
の

に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
う
ち
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に
、
歴
史
や
社
会
の
進
歩
を
無
視
し
変
革
の
呼
び
か
け
を
軽
蔑
す
る
よ

う
な
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る

）
19
（

。
こ
の

よ
う
に
見
る
と
、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
修
正
」
概
念
を
そ
れ
自
体
で
『
啓

蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
「
啓
蒙
の
自
己
省
察
」
と
同
一

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
教
会
闘
争
と
い
う
彼
の
プ
ロ
テ
ス

ト
は
、
基
本
的
に
は
一
貫
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
関
わ
る
問
題
関
心

に
結
び
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
ド
ル
ノ
の
言
う
よ
う

に
ど
こ
か
「
偏
執
狂
的
（m

onom
anisch

）
」
（G

S 2, 258

）
な
と
こ
ろ
が

あ
る
の
だ
。

　

と
は
い
え
こ
の
「
修
正
」
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
述
べ
る
よ
う
に
「
利
益

体
系
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
鋭
利
な
攻
撃
」
（G

S 2, 252

）
と
い
う
意

味
で
の
あ
る
種
の
実
践
的
な
社
会
批
判
と
し
て
働
き
う
る
こ
と
も
ま
た

た
し
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
社
会
体
制
の
原
理

に
―
―
「
修
正
」
と
い
う
仕
方
で
あ
れ
―
―
服
従
し
な
い
者
が
常
に
問

題
視
さ
れ
、
時
に
は
迫
害
を
も
っ
て
抑
圧
・
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ

と
い
う
認
識
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（cf. SKS 12, 95

）
。
こ
う
し

て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
史
を
顧
み
つ
つ
、
「
真
理
は

迫
害
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
（SKS 12, 196

）
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
至
り
さ

え
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
自
ら
実
践
す
る
か
の
よ
う
に
、
晩
年
の

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
瞬
間
』
を
は
じ
め
と
す
る
論
争
的
言
説
の
発
表

を
も
っ
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
国
教
会
へ
の
出
版
物
に
よ
る
攻
撃
を
開
始
し
、

社
会
へ
の
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
プ
ロ
テ
ス
ト
に
展
開
し
た
。
既
述
の

通
り
、
大
戦
間
期
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
し
ば
し
ば
、
非
合
理
な

決
断
の
思
想
家
と
し
て
読
ま
れ
も
し
た
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
彼
の

テ
ク
ス
ト
か
ら
、
啓
蒙
の
自
己
反
省
に
通
じ
る
社
会
批
判
の
契
機
が
読

ま
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
他
な
ら
ぬ
ア
ド
ル
ノ
が
、
神
学
的
な
超
越
の

理
念
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
社
会
へ
の
論
争
を
「
範
と

な
る
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
（G

S 2, 258

）
、
実
際
に
―
―
極
め
て
厳

し
い
批
判
を
通
し
て
で
は
あ
れ
―
―
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
う
ち
に
存

す
る
非
同
調
主
義
的
プ
ロ
テ
ス
ト
の
側
面
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
修
正
」
の
思
想
が
、
啓
蒙
が

進
行
し
脱
魔
術
化
が
全
面
化
し
て
い
く
社
会
か
ら
の
逃
避
と
い
う
よ
り

も
、
こ
の
社
会
の
た
だ
な
か
で
否
定
的
な
超
越
経
験
が
働
く
た
め
の
場

所
を
与
え
る
試
み
と
し
て
―
―
ア
ド
ル
ノ
の
語
彙
で
言
え
ば
「
限
定
的

否
定
」
（G

S 2, 258

）
の
試
み
と
し
て
―
―
読
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
た
し
か
に
、
ア
ド
ル
ノ
と
は
異

な
っ
て
、
こ
の
「
限
定
的
否
定
」
の
構
想
を
―
―
す
な
わ
ち
「
否
定
的

に
認
識
さ
れ
た
あ
る
も
の
に
対
し
て
他
の
も
の
が
対
置
さ
れ
る
際
、
こ

の
対
置
さ
れ
た
他
の
も
の
の
う
ち
に
否
定
さ
れ
た
も
の
が
よ
り
新
し
い

形
式
で
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
」
よ
う
な
否
定
の
理
念

）
20
（

の
構
想
を
―
―

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
学
ん
だ
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
が
自
ら
の
「
修
正
」
に
つ
い
て
「
既
存
体
制
を
転
覆
し
た
り
排

除
し
た
り
す
る
何
か
し
ら
の
新
し
い
体
制
を
も
ち
出
そ
う
と
す
る
も
の
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で
は
な
い
」
（SKS 24, 74 [N

B 21:122]

）
と
し
、
既
存
体
制
に
よ
る
統

治
へ
の
単
な
る
「
反
対
」
で
は
な
く
む
し
ろ
「
天
上
の
神
の
た
め
の
統

治
」
に
向
け
て
な
さ
れ
る
既
存
体
制
の
「
弁
護
」
で
あ
る
と
い
う
意
味

の
こ
と
を
述
べ
る
と
き
（cf. SKS 13, 23

）
、「
限
定
的
否
定
」
は
実
際
に

展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
さ
し
く
、
既
存
体

制
に
対
し
て
別
の
体
制
を
持
ち
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
否
定
を
介
し
て

新
し
い
あ
り
方
へ
と
―
―
個
人
の
内
面
に
お
け
る
超
越
経
験
が
働
く
こ

と
の
で
き
る
あ
り
方
へ
と
―
―
既
存
体
制
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
目
指

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
か
ら
読
む
こ
と
で
、
そ
れ
が
彼
自
身

の
意
図
を
逸
脱
し
た
解
釈
で
あ
る
と
し
て
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
は
、

ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
求
め

る
啓
蒙
の
自
己
省
察
の
道
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
知
性
の
神
話
」
に
内
面
の
否
定
的
な
超
越
経
験

を
対
置
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
か
ら
は
、
近
代
的
啓
蒙
の
自
己
神
格

化
の
欺
瞞
を
暴
き
、
そ
こ
に
自
己
反
省
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
「
修
正
」

が
―
―
ア
ド
ル
ノ
が
美
的
経
験
に
求
め
る
「
脱
魔
術
化
さ
れ
た
世
界
の

脱
魔
術
化
」
（G
S 7, 93

）
と
い
う
意
味
で
の
「
修
正
」
が
―
―
読
み
取

ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に 

 

―
―
ポ
ス
ト
世
俗
の
時
代
に
お
け
る
個
人
と
社
会
の
関
係
の
考
察
に
向
け
て

　

本
稿
は
、
「
啓
蒙
に
よ
る
啓
蒙
の
誹
謗
」
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
評
か

ら
出
発
し
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
を
参
照
し
な
が
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
読

む
こ
と
で
、
啓
蒙
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
思
想
上
の
問
題
性
と
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
検
討
し
て
き
た
。
一
方
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
思
想
か
ら
は
た
し
か
に
近
代
的
啓
蒙
を
意
識
的
に
誹
謗
す
る
よ

う
な
思
想
的
側
面
―
―
「
反
知
性
主
義
」
と
呼
び
う
る
よ
う
な
側
面

―
―
が
読
み
取
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
実
際
に
一
定

の
政
治
的
帰
結
を
も
伴
い
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
確

認
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
へ
の
敵
意
を
含
む
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

思
想
が
む
し
ろ
、
「
知
性
の
神
話
」
と
名
指
し
う
る
こ
の
世
的
な
合
理

化
原
理
の
自
己
絶
対
視
に
対
し
て
、
個
人
の
内
面
に
お
け
る
否
定
的
な

超
越
経
験
を
擁
護
す
る
「
修
正
」
の
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
「
修
正
」
の
概
念
に
は
―
―
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
自
身
の
文
脈
を
越
え
て
―
―
「
啓
蒙
の
自
己
省
察
」
を
引
き
起
こ
す

社
会
批
判
と
し
て
彼
を
読
む
可
能
性
さ
え
も
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
の
で

あ
る
。

　

だ
が
こ
の
よ
う
に
見
て
き
た
上
で
、
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の

は
、
実
際
に
彼
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
こ
の
よ
う
な
社
会
批
判
や
「
啓
蒙
の

自
己
省
察
」
と
い
う
機
能
が
読
み
取
ら
れ
う
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
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で
も
や
は
り
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
社
会
の
た
め
で
は
な
く
、
決
し
て
外
的

な
も
の
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
個
人
の
内
面
の
否
定
的
な
超
越
経
験
の

た
め
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思

想
の
こ
の
「
機
能
」
を
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
読
み
、
そ
こ
に
こ
そ
彼

の
思
想
の
意
義
や
社
会
的
役
割
が
あ
る
の
だ
と
す
る
よ
う
な
議
論
は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
決
定
的
な
性
格
を
捉
え
損
な
う
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
、
歴
史
や
社
会
と
い
う
「
外
的
な
も
の
」
も
自
ら
の
「
内
面
性
」

も
い
ず
れ
も
非
真
理
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
罪
意
識

に
よ
っ
て
否
定
的
な
超
越
経
験
を
な
す
場
と
し
て
の
個
人
の
内
面
性
に

固
執
し
、
そ
の
概
念
把
握
し
え
な
い
あ
り
方
に
こ
そ
固
執
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
概
念
把
握
不
可
能
な
個
人
性
や
内
面
性
と
い
う
契
機
を

等
閑
視
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
社
会
の
理
論
に
還
元
し
て
し
ま
う

こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
通
約
で
き
な
い
も
の
」
を
合
理
化
の
枠

の
な
か
に
は
め
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
と
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
個
人
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
と
り
わ
け
二
十
一

世
紀
に
お
け
る
啓
蒙
の
在
り
方
を
見
直
す
と
き
に
、
重
要
な
参
照
点
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
こ
の
議
論
は
、
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
の
社

会
）
21
（

」
と
呼
ば
れ
う
る
こ
の
時
代
―
―
伝
統
的
な
世
俗
化
テ
ー
ゼ
に
修
正

が
迫
ら
れ
、
多
く
の
宗
教
的
実
践
が
啓
蒙
に
よ
っ
て
根
絶
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
な
く
新
た
な
存
在
感
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
―
―
を
念

頭
に
置
い
た
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
宗
教
哲
学
へ
の
重
要
な
寄
与
に
も

な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
残
念
な
が
ら
詳
述
は
で
き

な
い
が
、
宗
教
的
な
意
味
に
世
俗
の
言
語
へ
の
「
翻
訳
」
を
求
め
る
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
議
論
は
、
宗
教
的
個
人
を
抑
圧
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
「
翻
訳
」
は
宗
教
的
経
験
、
あ
る
い
は
「
通
約

不
可
能
な
も
の
」
の
経
験
か
ら
何
か
を
切
り
落
と
す
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

が
固
執
す
る
概
念
把
握
を
逃
れ
る
具
体
的
な
超
越
経
験
、
「
外
的
な
も

の
」
と
結
び
つ
い
て
個
人
の
内
面
に
お
い
て
な
さ
れ
る
否
定
的
な
「
外

か
ら
の
超
越
」
の
経
験
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
宗
教
哲
学
に
対
し
て
別

の
新
し
い
理
論
体
系
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
少
な

く
と
も
一
つ
の
「
修
正
」
と
し
て
は
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
。

 

（
よ
し
だ
・
け
い
す
け
／
社
会
哲
学
・
宗
教
哲
学
）
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介
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概

念
を
再
解
釈
す
る
試
み
」
『
哲
学
』
第
七
二
号
、
二
〇
二
一
年
、
一
八
八
―

一
九
九
頁
。

（
2
） Søren K

ierkegaard, übers. v. Th
eodor H

aecker, K
ritik der G

egenw
art, 

in: D
er Brenner, IV, 1914, S. 815-849 / S. 869-886. 

「
現
代
の
批
判
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
た
こ
の
文
章
は
、
『
文
学
批
評
』
（
一
八
四
六
）

の
第
三
部
か
ら
の
抜
粋
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
の
背
景
や
、

そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
反
響
な
ど
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
：

H
abib C

. M
alik, Receiving Søren K

ierkegaard. T
he Early Im

pact and 
Transm

ission of H
is Th

ought, W
ashington D

.C
.: Th

e C
atholic U

niversity 
of Am

erica Press 1997, pp. 378-379.
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（
3
） 

十
九
世
紀
デ
ン
マ
ー
ク
の
文
化
的
な
い
し
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
を
位
置
づ
け
直
す
試
み
の
う
ち
主
た
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
研

究
が
挙
げ
ら
れ
る
：Jørgen Bukdahl, Søren Kierkegaard og den m

enige 
m

and, C
openhagen: M

unksgaard 1961 [english translatioin: trans. by 
Bruce H

. K
irm

m
se, Søren K

ierkegaard and the com
m

on m
an, G

rand 
R

apids: Eerdm
ans 2001]; B. H

. K
irm

m
se, K

ierkegaard in G
olden Age 

D
enm

ark, Bloom
ington: Indiana U

niversity Press 1990;

大
谷
愛
人
『
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
教
会
闘
争
の
研
究
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年;

須
藤
孝
也
『
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
「
キ
リ
ス
ト
教
界
」
』
創
文
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
4
） 

同
時
代
の
共
産
主
義
や
社
会
変
革
の
思
想
に
対
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
懐

疑

的

態

度

に

関

し

て

は
、

以

下

の

文

献

を

参

照
：Anton H

ügli, 
K

ierkegaard und der K
om

m
unism

us, in: M
ichael Th

eunissen / W
ilfried 

G
reve (H

rsg.), M
aterialien zur Philosophie Søren Kierkegaards, Frankfurt 

am
 M

ain: Suhrkam
p 1979, S. 511-538. 

藤
野
寛
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ

の
種
の
社
会
思
想
を
「
社
会
『
主
義
』
で
は
な
い
社
会
思
想
」
と
性
格
づ
け

て
い
る
。
藤
野
寛
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
―
―
美
と
倫
理
の
は
ざ
ま
に
立
つ
哲
学
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
五
四
頁
。

（
5
） 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
を
社
会
心
理
学
な
い
し
大
衆
論
と
し
て
捉
え
直
す
試

み
と
し
て
、
以
下
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
：K

resten N
ordentoft, Søren 

K
ierkegaard. Bidrag til kritikken af den borgerlige selvoptagethed, 

K
øbenhavn: D

ansk U
niversitets Presse 1977; K

resten N
ordentoft, 

trans. by Bruce H
. K

irm
m

se, K
ierkegaard’s Psychology, N

ew
 Jersey: 

H
um

anities Press , 1978.

（
6
） 

こ
の
観
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
江
口
聡
「
大
衆
メ
デ
ィ
ア

批
判
者
と
し
て
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
」『
新
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
第
一
号
、

二
〇
〇
一
年
、
八
二
―
一
〇
一
頁;

パ
ト
リ
ッ
ク
・
ス
ト
ー
ク
ス
「
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
批
判
」
『
新
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
的
場

敦
也
訳
、
第
一
八
号
、
二
〇
二
〇
年
、
三
一
―
五
三
頁
。

（
7
） 

た
と
え
ば
以
下
の
文
献
を
参
照
：G

abriel G
uedes Rossatti, K

ierkegaard 
as an Antim

odern M
oralist: Re-Th

inking ‘Socio-political ’ C
ategories in 

Recent K
ierkegaard Scholarship, in: Kierkegaard Studies Yearbook, 2016, 

pp. 51-73.

（
8
） 

た

と

え

ば

以

下

の

文

献

を

参

照
：M

artin J. M
atuštík / M

erold 
W

estphal, ed., K
ierkegaard in Post / M

odernity, B
loom

ington / 
Indianapolis: Indiana U

niversity Press 1995.

（
9
） 

ア
ド
ル
ノ
か
ら
の
引
用
・
参
照
はTh

eodor W
. Adorno, G

esam
m

elte 
Schriften, hrsg. von R

olf T
iedem

ann; unter M
itw

irkung von G
retel 

Adorno, Susan Buck-M
orss u. K

laus Schultz, Bd. 1-20, Frankfurt am
 

M
ain: Suhrkam

p 1962-1986

に
拠
り
、
略
号G

S

の
あ
と
に
巻
・
頁
数
を

表
記
す
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
関
し
て
も

同
様
。

（
10
） 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
引
用
・
参
照
はSøren Kierkegaards Skrifter, 

N
iels Jørgen C

appelørn / Joakim
 G

arff / Jette K
nudsen / Johnny 

K
ondrup / Alastair M

cK
innon / Fin n H

auberg M
ortensen (H

rsg.), Bd. 
1-28, K

1-K
28, K

øbenhavn: G
ads Forlag 1997-2013

に

拠

り
、

略

号

SKS

の
あ
と
に
巻
・
頁
数
を
表
記
す
る
。
な
お
日
記
か
ら
の
引
用
・
参
照
に

際
し
て
は
、[ ]

内
に
日
記
の
整
理
番
号
を
併
記
す
る
。

（
11
） 

自
然
科
学
の
脅
威
に
関
し
て
晩
年
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
一
定
の
洞
察
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
須
藤
孝
也
「
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
宗
教
思
想
に
お
け
る
（
自
然
）
科
学
理
解
に
つ
い
て
」
『
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
研
究 

』
第
二
三
号
、
九
七
―
一
一
〇
頁
。

（
12
） 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
い
か
に
「
世
俗
化
」
と
い
う
事
態
を
認
識
し
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
：
須
藤
孝
也
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
世
俗

化
」
『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
三
五
号
、
二
〇
一
八
年
、
六
一
―
七
四
頁
。
ま

た
同
時
代
の
啓
蒙
思
想
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
関
係
に
関
し
て
は
、
当
時
の
デ

ン
マ
ー
ク
思
想
の
文
脈
で
啓
蒙
思
想
の
代
表
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
H
・
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N
・
ク
ラ
ウ
セ
ン
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
関
係
を
扱
っ
た
以
下
の
文
献
も
参

照
：Takaya Suto, O

n K
ierkegaard ’s R

eaction to H
. N

. C
lausen, in: 

Kierkegaard Studies Yearbook, 2017, pp. 267-289.
（
13
） 
以
下
の
文
献
を
参
照
：D

avid F. Sw
enson, Th

e Anti-Intellectualism
 of 

K
ierkegaard, in: T

he Philosophical Review
, vol. 25, N

o. 4, 1916, pp. 
567-586. 

こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
全
て
を
論
理
学
や
形
而
上
学
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
「
一
面
的
で
抽
象
的
な
知
性
主
義
」
に
抗
し
て
、
「
注
意
深

く
計
画
さ
れ
た
修
正
の
適
用
」
で
あ
る
「
反
知
性
主
義
」
と
い
う
認
識
論
的

立
場
を
採
る
者
と
し
て
―
―
W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
結
び
つ
け
ら
れ
つ
つ
―
―

解
釈
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

類
似
の
議
論
が
な
さ
れ
る
『
本
来
性
の
隠
語
』
の
以
下
の
箇
所
も
参
照
：

G
S 6, 415-416. 

な
お
ア
ド
ル
ノ
が
「
反
知
性
主
義
的
」
と
い
う
語
で
も
っ

て
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
注
（
13
）
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
認
識
論
的

立
場
に
留
ま
ら
ず
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
を
言
わ
ば
政
治
的
に
乱
用

し
な
が
ら
近
代
化
や
民
主
的
制
度
そ
の
も
の
の
合
理
性
を
否
認
す
る
よ
う
な

同
時
代
の
思
想
潮
流
の
こ
と
で
あ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
か
ら
読
み
取
り
う
る
「
反
知
性
主
義
」
と
そ
の
政
治
的
乱
用
と
の
関

係
を
め
ぐ
る
論
点
、
ま
た
そ
れ
が
現
代
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
反

知
性
主
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
ど
の
よ
う
に
噛
み
合
う
か
（
あ
る
い
は
噛
み

合
わ
な
い
か
）
と
い
う
論
点
は
興
味
深
い
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
っ
て
議
論

し
な
い
。

（
15
） 

た
と
え
ば
以
下
の
文
献
を
参
照
：W

ilfried G
reve, K

ierkegaard im
 

D
ritten R

eich, in: Skandinavistik, B
d.1, 1985, S. 29-49; K

eisuke 
Yoshida, D

er Schatten der K
ierkegaard-R

ena issance: E
ine 

rezeptionsgeschichtliche Studie über die dezisionistisch-
irrationalistischen K

ierkegaard-Interpretationen zw
ischen den 

W
eltkriegen in D

eutschland, in: Kierkegaard Studies Yearbook, 2015, S. 
269-289.

（
16
） 

た
と
え
ば
以
下
の
文
献
を
参
照
： Em

anuel H
irsch, Sören K

ierkegaard, 
in: ders., D

er W
eg der Th

eologie, Stuttgart: K
ohlham

m
er 1937, S. 108-

124.

（
17
） 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
罪
意
識
の
生
成
は
、
外
な
る
力
に
よ
る
人
間
主
体
の

自
己
同
一
性
の
破
れ
を
伴
い
、
そ
れ
ま
で
は
内
在
的
に
自
足
し
て
い
た
主
体

性
の
あ
り
方
の
根
本
的
変
化
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
し

て
い
る
（cf. SKS 7, 485, 530f.

）
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
吉
田
「
隠
さ

れ
た
内
面
性
か
ら
、
外
的
世
界
と
の
衝
突
へ
」
、
一
九
三
―
一
九
五
頁
を
参
照
。

（
18
） 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
「
修
正
」
概
念
が
使
用
さ

れ
る
正
確
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
：
大
谷
愛
人
『
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
教
会
闘
争
の
研
究
』
一
一
三
三
―
一
一
四
七
頁;

須
藤
孝
也
『
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
「
キ
リ
ス
ト
教
界
」
』
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
19
） 

た
と
え
ば
以
下
の
言
明
を
参
照
：「
〔
…
…
〕
人
間
が
人
類
な
る
も
の
に
お

も
ね
り
つ
つ
自
ら
に
も
お
も
ね
る
た
め
に
述
べ
る
こ
の
語
り
、
す
な
わ
ち
世

界
が
前
に
向
っ
て
進
歩
し
て
い
る
と
い
う
語
り
は
、
非
真
理
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
こ
の
世
界
は
、
前
に
進
む
こ
と
も
後
ろ
に
戻
る
こ
と
も
な
く
、
同
じ

一
つ
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
」
（SKS 12, 226

）
。

（
20
） Th

. W
. Adorno / M

. H
orkheim

er/H
.-G

. G
adam

er, Ü
ber N

ietzsche 
und uns: Z

um
 50. Todestag des Philosophen (1950), in: M

ax 
H

orkheim
er, G

esam
m

elte Schriften Bd. 13, Frankfurt am
 M

ain: Fischer, 
1989, S. 116.

（
21
） 

以
下
の
文
献
を
参
照
：Jürgen H

aberm
as, G

lauben und W
issen. 

Friedenspreisrede 2001, in: ders., Zeitdiagnosen. Zw
ölf Essays, Frankfurt 

am
 M

ain: Suhrkam
p 2003, S. 250-252.

 
＊
本
稿
は
、
社
会
思
想
史
学
会
第
四
四
回
大
会
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
七
日
）

に
お
け
る
自
由
論
題
報
告
の
原
稿
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

二
名
の
匿
名
査
読
者
を
は
じ
め
、
執
筆
・
改
稿
の
過
程
で
重
要
な
指
摘
を
く
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だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
、
J 

S 

P 

S
科
研
費 

JP 20K
12788, JP 20K

00037

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

S
・
A
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
、
『
啓
蒙
の

弁
証
法
』
、
反
知
性
主
義
、
脱
魔
術
化
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は
じ
め
に

　

英
国
亡
命
後
の
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
が
十
分
な
考
察
対
象
に
な
ら

な
い
状
況
が
、
今
日
で
は
徐
々
に
だ
が
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
彼
が
英

国
で
熱
心
に
参
加
し
た
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
グ
ル
ー
プ
「
ム
ー
トthe 

M
oot

」
に
つ
い
て
、
神
学
者
や
文
化
史
家
、
現
代
史
家
な
ど
の
間
で

研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
そ
の
「
自

由
の
た
め
の
計
画
」
論
を
練
り
上
げ
る
に
あ
た
り
「
ム
ー
ト
」
が
重
要

な
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
も
断
片
的
に
は
言

及
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
出
始
め
た

）
1
（

。
し
か
し
こ

れ
ら
の
研
究
に
は
、
英
国
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
政
治
社
会
思
想
研
究
と
い

う
観
点
か
ら
は
い
さ
さ
か
難
点
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ン
ハ
イ

ム
を
他
の
「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー
―
―
主
に
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
、

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
ー
ソ
ン
、
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
ら
―
―
と

の
対
比
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
重
要

な
作
業
で
あ
る
が
）
、
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
の
内
在
的
な
思
想
や
思
考
法
に

即
し
て
「
ム
ー
ト
」
で
の
彼
の
議
論
を
読
み
解
く
作
業
が
満
足
に
な
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

英
国
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
議
論
で
か
つ
て
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

〈
公
募
論
文
〉

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」�

�
に
お
け
る
宗
教

【
計
画
化
社
会
・
実
質
的
倫
理
・
ア
ー
キ
タ
イ
プ
】

山
田
竜
作
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た
の
は
、
『
再
建
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
』
（
ド
イ
ツ
語
版
一
九
三
五
年
、

英
語
版
一
九
四
〇
年
、
以
下
『
再
建
期
』
と
表
記
）
に
お
け
る
大
衆
社
会
分

析
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
近
年
ほ
と
ん
ど
な
い
。

マ
ン
ハ
イ
ム
の
生
前
の
最
後
の
書
物
は
戦
時
論
文
集
『
現
代
の
診
断
』

（
一
九
四
三
年
）
だ
が
、
全
七
章
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
つ
の
章
は
「
ム
ー

ト
」
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
ペ
ー
パ
ー
を
基
に
し
て
い
る
も
の
の
、
そ

の
ひ
と
つ
で
彼
の
宗
教
論
と
も
言
う
べ
き
第
七
章
「
新
し
い
社
会
哲
学

を
め
ざ
し
て
」
を
十
分
に
吟
味
し
た
先
行
研
究
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て

知
ら
な
い
。
社
会
計
画
論
を
展
開
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
は
し
ば
し
ば
合
理

主
義
者
と
見
な
さ
れ
る
が
、
し
か
し
彼
の
議
論
に
は
計
画
の
具
体
的
な

中
身
と
し
て
の
政
策
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
、
計
画

に
求
め
ら
れ
る
思
考
法
や
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
教
育
な
ど
に
か

な
り
の
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
中
で
宗
教
の
必
要
性
に
つ

い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る

）
2
（

。
社
会
学
者
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
、
宗
教

と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
性
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
大
き
な

問
い
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
ま
だ
考
察
す
る
入
口
に
さ
え
立
っ
て
い
な

い
状
態
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
少
し
で
も

変
え
る
べ
く
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
お
け
る
宗

教
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
「
ム
ー
ト
」
で
論
じ
た
の
か
、
そ
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

　

「
ム
ー
ト
」
は
、
神
学
者
の
J
・
H
・
オ
ー
ル
ダ
ム
を
主
催
者
と
す

る
研
究
・
討
論
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
一
九
三
八
年
四
月
に
第
一
回
の
研

究
会
合
を
持
っ
た
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
を
挟
ん
で
計
二
十
四
回
の

研
究
会
を
開
催
し
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
ム
ー
ト
」
に
初
め
て
参
加
し

た
の
は
一
九
三
八
年
九
月
の
第
二
回
研
究
会
か
ら
で
あ
り
、
翌
一
九
三

九
年
一
月
の
第
三
回
研
究
会
で
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
と
い
う
ペ
ー

パ
ー
を
報
告
し
て
い
る
（O

A14/3/67

）
。
彼
の
同
名
の
構
想
が
初
め
て

公
に
さ
れ
た
の
が
こ
の
時
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

）
3
（

。
ユ
ダ
ヤ
系
の
亡
命

知
識
人
マ
ン
ハ
イ
ム
が
な
ぜ
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
グ
ル
ー
プ
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
彼
は
そ
の
後
毎
回

欠
か
さ
ず
出
席
し
、
数
々
の
ペ
ー
パ
ー
を
発
表
す
る
の
み
な
ら
ず
討
論

に
お
い
て
も
積
極
的
に
発
言
し
た
。
一
九
四
七
年
一
月
九
日
の
マ
ン
ハ

イ
ム
の
急
逝
に
よ
り
、
彼
な
き
「
ム
ー
ト
」
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る

オ
ー
ル
ダ
ム
の
意
向
で
「
ム
ー
ト
」
は
終
焉
を
迎
え
た
と
伝
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
ほ
ど
に
マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
ム
ー
ト
」
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ

て
い
た
。
「
ム
ー
ト
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
は
、
神
学
者
、
詩
人
・
文
学
者
、

歴
史
家
、
哲
学
者
、
教
育
学
者
、
牧
師
、
等
々
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
は
、
あ
く
ま
で
世
俗
的
な
学
問
に
従
事
す
る
社
会

学
者
を
自
認
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
つ
い
て
何
ら
価

値
判
断
を
下
す
立
場
に
は
な
い
と
言
明
し
て
い
る
（D

T
7, p. 100/ 

三
八

九
頁
）
。
彼
の
「
新
し
い
社
会
哲
学
を
め
ざ
し
て
」
で
は
、
社
会
学
的

思
考
と
神
学
的
思
考
の
協
働
と
い
う
テ
ー
マ
が
追
求
さ
れ
て
い
た
。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
新
し
い
社
会
哲
学
」
を
論
じ
る
際
、
以
下
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
―
―
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
は
、
抽
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象
的
・
一
般
的
な
「
形
式
倫
理
」
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
「
実
質

的
倫
理
」
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
実
質
的
倫
理
の
た
め
に
、
宗

教
も
計
画
化
社
会
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
考
え
直
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ン
ハ
イ
ム
の
思

考
を
、
「
新
し
い
社
会
哲
学
を
め
ざ
し
て
」
を
は
じ
め
と
す
る
『
現
代

の
診
断
』
所
収
の
諸
論
考
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の

構
成
だ
が
、
ま
ず
第
一
節
で
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
計
画
に
お
け
る
宗
教

を
考
え
る
際
の
文
脈
と
し
て
、
「
計
画
化
社
会
」
に
は
少
な
く
と
も
二

つ
の
論
点
、
す
な
わ
ち
す
で
に
一
定
程
度
の
計
画
化
が
進
ん
で
い
る
社

会
と
い
う
論
点
と
、
こ
れ
か
ら
計
画
化
を
必
要
と
す
る
社
会
と
い
う
論

点
が
あ
っ
た
こ
と
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
抽
象
的

な
神
学
的
倫
理
を
論
じ
る
の
で
な
く
、
い
か
な
る
社
会
に
お
け
る
倫
理

を
考
え
る
の
か
を
具
体
的
に
構
想
し
よ
う
と
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
基
本

的
前
提
で
あ
る
。
続
く
第
二
節
で
は
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
化
し
た
世
界
に

お
け
る
価
値
相
対
主
義
が
「
価
値
の
中
立
化
」
を
も
た
ら
し
、
共
有
さ

れ
る
べ
き
基
本
的
価
値
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
事
態
に
関
す
る

マ
ン
ハ
イ
ム
の
危
機
意
識
を
検
討
す
る
。
計
画
化
社
会
は
個
人
の
行
動

パ
タ
ー
ン
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
高
ま
っ
た
時
代
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
求
め
ら
れ
る
の
は
「
実
質
的
倫
理
」
で
あ
り
、
道
徳

的
・
宗
教
的
に
も
具
体
的
な
倫
理
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
論

点
と
な
ろ
う
。
第
三
節
で
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
そ

の
よ
う
な
具
体
的
な
実
質
的
倫
理
を
示
し
、
人
々
に
伝
達
す
る
上
で
、

マ
ン
ハ
イ
ム
が
心
理
学
的
な
概
念
で
あ
る
「
ア
ー
キ
タ
イ
プ
（
元
型
）
」

を
重
視
し
た
点
を
論
じ
た
い
。
管
見
の
限
り
、
彼
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
論

に
言
及
し
た
先
行
研
究
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
以
上
の
考

察
を
通
じ
て
、
計
画
化
社
会
に
お
け
る
社
会
哲
学
を
考
え
る
に
あ
た
り

マ
ン
ハ
イ
ム
が
宗
教
に
ど
の
よ
う
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
見
出
し
た
か
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

社
会
再
建
と
し
て
の
計
画
と「
計
画
化
社
会
」

1　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
再
生
、「
計
画
」、「
宗
教
」

　

ま
ず
こ
こ
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
『
現
代
の
診
断
』
の
う
ち
「
ム
ー
ト
」

と
関
係
す
る
章
を
簡
潔
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
章
「
現
代
の
診
断
」

は
後
述
の
「
戦
闘
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
理
念
を
説
い
た
も
の
と
し
て

有
名
だ
が
、
一
九
四
一
年
に
英
国
各
地
で
な
さ
れ
た
講
演
の
原
稿
で
あ

り
、
先
に
触
れ
た
ム
ー
ト
で
の
報
告
ペ
ー
パ
ー
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」

と
重
な
る
内
容
が
一
部
に
見
ら
れ
る
。
第
二
章
「
価
値
判
断
の
危
機
」

も
講
演
原
稿
だ
が
、
こ
れ
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
講
師
と
し
て
勤
務
し
た

ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ

の
空
襲
を
避
け
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
疎
開
し
て
い
た
一
九
四
二
年
に
、

公
開
講
座
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
年
三
月
の
「
ム
ー
ト
」
第
十

四
回
研
究
会
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
第
七
章
「
新
し
い
社
会
哲
学
を

め
ざ
し
て
」
は
第
一
部
と
第
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
も
と
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も
と
一
九
四
〇
年
七
月
の
「
ム
ー
ト
」
第
九
回
研
究
会
に
準
備
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
実
際
に
「
ム
ー
ト
」
で
議
論
さ
れ
た
の
は
一
九
四
一
年
八

月
の
第
十
二
回
研
究
会
で
の
よ
う
で
あ
る
。
続
く
第
二
部
は
、
同
年
十

二
月
の
「
ム
ー
ト
」
第
十
三
回
研
究
会
で
報
告
さ
れ
て
い
る

）
4
（

。

　

ヨ
ナ
ス
・
ク
ー
ル
ベ
ル
ク
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
ム
ー
ト
」
の
思
想

と
活
動
は
「
頽
廃
と
刷
新
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
理
解
で
き
る
と

い
う
。
「
頽
廃
」
と
は
、
近
代
の
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
と
そ

の
行
き
詰
ま
り
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
カ
オ
ス
―
―
物
質
主
義
、
エ
ゴ
イ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
個
人
主
義
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
な
ど
―
―
で
あ
る
。
他
方
、「
刷

新
」
は
そ
れ
ら
へ
の
応
答
で
あ
る
。
オ
ー
ル
ダ
ム
を
は
じ
め
「
ム
ー
ト
」

に
お
け
る
主
要
メ
ン
バ
ー
の
関
心
は
、
世
俗
化
と
文
化
の
頽
廃
に
キ
リ

ス
ト
教
（
徒
）
が
立
ち
向
か
い
、
全
体
主
義
と
戦
争
と
い
う
危
機
に
対

峙
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
し
て
再
生
さ
せ
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
ム
ー
ト
」
は
信
仰
と
精
神
と
社
会
の
「
再

活
性
化
運
動
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

）
5
（

。
そ
し
て
そ
の
再
生
を
目
指

し
て
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
す
に
せ
よ
、
ま
ず
は
新
し
い
社
会
哲
学
が

必
要
だ
と
し
て
、
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
哲
学
者
H
・
A
・
ホ
ッ
ジ

ス
、
作
家
ジ
ョ
ン
・
ミ
ド
ル
ト
ン
・
マ
リ
ー
、
詩
人
エ
リ
オ
ッ
ト
、
牧

師
ア
レ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
ド
ラ
ー
ら
が
社
会
哲
学
を
め
ぐ
る
コ
メ
ン
ト
を

「
ム
ー
ト
」
で
の
研
究
会
に
寄
せ
て
い
る

）
6
（

。
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
を

提
唱
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
も
こ
う
し
た
議
論
に
加
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼

が
主
張
し
た
の
は
、
因
習
に
と
ら
わ
れ
て
固
着
し
が
ち
な
英
国
人
の
思

想
と
態
度
を
再
活
性
化
す
る
必
要
性
で
あ
り
、
「
ム
ー
ト
」
こ
そ
そ
の

担
い
手
た
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た

）
7
（

。
特
に
彼
が
重
視
し
た
の
は
、
人
間

の
行
動
に
関
す
る
抽
象
的
な
神
学
的
倫
理
を
越
え
た
、
よ
り
具
体
的
な

倫
理
で
あ
る
。
そ
う
し
た
倫
理
の
考
察
を
「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー
に
促

す
の
が
、
社
会
学
者
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
を
め
ぐ
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
諸
議

論
は
決
し
て
体
系
だ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

へ
の
説
明
も
不
十
分
な
場
合
が
多
い
な
ど
、
未
整
理
の
ま
ま
残
さ
れ
た

と
い
う
感
が
否
め
な
い
。
最
た
る
問
題
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
計
画

planning

」
概
念
そ
れ
自
体
が
明
確
で
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
こ

そ
英
国
期
の
彼
の
構
想
の
理
解
を
難
し
く
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
再
生
と
い
う
「
ム
ー
ト
」
の

課
題
に
共
感
を
寄
せ
た
マ
ン
ハ
イ
ム
が
考
え
る
「
計
画
」
を
あ
え
て
別

の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
、
社
会
の
「
再
建reconstruction

」
お
よ

び
「
再
統
合reintegration

」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
繰

り
返
し
論
じ
て
い
る
の
は
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
に
よ
る
諸

問
題
、
特
に
社
会
の
統
合
力
の
喪
失
、
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
解

体
、
中
立
的
な
も
の
の
考
え
方
の
蔓
延
に
よ
る
価
値
判
断
の
危
機
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
近
代
社
会
が
極
め
て
短
日
月
の
う
ち
に
、
何
ら
の
新

し
い
指
導
原
理
も
な
し
に
工
業
化
と
都
市
化
を
通
じ
て
急
速
に
変
貌
を

遂
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
（FP, p. 4/ 

一
一
頁
）
。
そ
こ
か

ら
マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
計
画
化
社
会a planned society

」
の
必
要
性
を
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説
く
。
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
は
今
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
社
会
か
ら

計
画
化
社
会
へ
の
過
渡
期
の
時
代
に
」
生
き
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
（D

T
1, p. 1/ 

二
三
三
頁
）
。
彼
の
見
解
で
は
、
成
り
行
き
任
せ
の
レ
ッ

セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
が
も
た
ら
し
た
の
は
社
会
の
全
面
的
な
崩
壊

現
象
で
あ
り
、
再
建
と
再
統
合
を
必
要
と
す
る
。
共
産
主
義
と
フ
ァ
シ

ズ
ム
は
、
そ
の
よ
う
な
崩
壊
へ
の
応
答
と
し
て
登
場
し
た
左
右
両
極
か

ら
の
計
画
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
自
由
を
抑
圧
す
る
悪
し
き

計
画
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
社
会
再
建
・
社
会
再
統
合
へ
の
処
方

箋
と
し
て
の
計
画
は
、
む
し
ろ
人
間
の
自
由
を
守
る
た
め
に
要
請
さ
れ

る
計
画
、
す
な
わ
ち
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
あ
る
い
は
「
民
主
的
計

画
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
言
う
計
画
化
は
、
レ
ッ

セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
で
も
全
体
主
義
的
独
裁
で
も
な
い
「
第
三
の

道
」
で
あ
り
、
社
会
と
文
化
の
再
建
を
め
ざ
す
道
で
あ
っ
た
。
彼
の
こ

う
し
た
議
論
の
方
向
性
は
、
基
本
的
に
「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー
に
受
容

さ
れ
た
と
言
え
よ
う

）
8
（

。

　

で
は
、
そ
の
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
お
い
て
な
ぜ
宗
教
が
重
要

と
な
る
の
か
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
着
目
す
る
の
は
、
宗
教
の
精
神
的
感
化

力
が
持
つ
統
合
機
能
で
あ
る
。
計
画
化
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
盤

と
な
る
基
本
的
徳
性
が
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
鍵
と

な
る
の
が
教
育
だ
が
、
宗
教
こ
そ
こ
う
し
た
教
育
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス

と
な
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
徳
性
は
「
あ
ら
ゆ
る
世
界

宗
教
、
な
か
ん
ず
く
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
が
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え

て
き
た
徳
と
は
な
は
だ
し
く
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

協
働co-operation

、
同
胞
愛
的
扶
助brotherly help

、
親
切
心

decency

で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
基
づ
い
た
教
育
は
、

自
由
主
義
的
な
資
本
主
義
に
お
け
る
心
理
的
ア
ナ
ー
キ
ー
を
克
服
す
る

た
め
に
必
要
と
な
る
（M

S, p. 352/ 

四
二
九
頁
）
。
「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー

の
関
心
に
即
し
た
形
で
宗
教
を
論
じ
る
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
化
の
伝
統
的
価
値
の
根
本
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
特
に
重
視
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
社
会
学
者
と
し
て
の
マ
ン
ハ

イ
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
に
対
す
る
価
値
判
断
に
は
踏
み
込
ま

な
い
。
彼
は
、
「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
で
「
し
っ
か
り
と
結
び

つ
け
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
るre-ligere

に
着
目
し
、
「
こ
の
意
味
で

の
宗
教
と
は
、
個
人
の
行
為
と
責
任
を
広
い
共
通
体
験
の
流
れ
へ
と
結

び
つ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
る
（FP, p. 20/ 

三
三
頁
）
。
マ
ン

ハ
イ
ム
の
議
論
は
断
片
的
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
以
上
か
ら
考

え
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
計
画
論
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
重
視
し
た
の

は
そ
の
教
義
の
面
で
は
な
く
社
会
統
合
に
資
す
る
機
能

0

0

の
面
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
考
え
る
「
計
画
」
が
前
述
の
通

り
社
会
の
再
建
・
再
統
合
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
彼
の
関
心
は
そ
の
精
神
的
統
合

力
に
あ
り
、
あ
る
意
味
で
宗
教
は
計
画
の
た
め
の
手
段
と
い
う
側
面
が

あ
っ
た

）
9
（

。
同
時
に
、
そ
う
し
た
宗
教
が
も
た
ら
す
倫
理
は
教
育
へ
と
結

び
つ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
構
想
に
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あ
っ
て
、
教
育
と
宗
教
は
社
会
再
建
に
向
け
て
相
即
不
離
の
関
係
に

あ
っ
た
と
言
え
よ
う

）
10
（

。

2　

「
計
画
化
社
会
」
の
二
つ
の
論
点

　

さ
て
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自

由
主
義
か
ら
計
画
化
社
会
へ
」
と
い
う
場
合
の
「
計
画
化
社
会
」
と
は

何
か
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
宗
教
や
社
会
哲
学
を
考
え
た
の
も
こ
の

「
計
画
化
社
会
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
二

つ
の
論
点
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
み
た
い
。
彼
自
身
が
そ
れ
ら
を
明

確
に
切
り
分
け
て
議
論
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
一
方
は
、
現
代
社
会

は
す
で
に
計
画
化
が
進
ん
で
い
る
社
会
だ
と
い
う
論
点
、
も
う
一
方
は
、

こ
れ
か
ら
計
画
が
必
要
な
社
会
だ
と
す
る
論
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
彼
が
生
き
た
現
代
社
会
を
、
一
定
程
度
計

画
化
さ
れ
て
い
る
社
会
と
し
て
考
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
彼
は
、
い

わ
ゆ
る
自
由
主
義
社
会
と
の
対
比
の
中
で
計
画
化
社
会
を
論
じ
る
。
自

由
主
義
社
会
は
基
本
的
に
自
由
競
争
を
中
心
と
す
る
社
会
で
あ
り
、
不

断
の
競
争
と
変
化
を
特
徴
と
す
る
。
そ
こ
で
は
何
が
正
し
い
行
為
な
の

か
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
予
期
で
き
な
い
も
の
を
上
手
に

処
理
す
べ
く
個
人
が
自
ら
社
会
に
適

ア
ジ
ャ
ス
ト

応
し
続
け
る
こ
と
が
高
く
評
価
さ

れ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
こ
う
し
た
社
会
は
初
期
資
本
主
義
の
段

階
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
合
理
化
と
組
織
化
が
進
む
産
業
資
本
主

義
は
、
個
人
の
行
動
パ
タ
ー
ン
が
予
見
で
き
る
段
階
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
段
階
で
は
、
個
人
が
自
由
に
社
会
に
適
応
す
る
余
地
は
縮
小
す
る
。

む
し
ろ
「
自
由
な
適
応
に
代
わ
っ
て
、
行
為
の
き
わ
め
て
多
く
の
分
野

が
組
織
化
さ
れ
る
と
、
標
準
化
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
が
支
配
す
る
領
域
が

拡
大
」
す
る
結
果
、
個
人
の
諸
活
動
の
直
接
の
結
果
が
か
な
り
の
程
度

予
見
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（D

T
7, pp. 110–112/ 

四
〇
六

―
四
〇
七
頁
）
。
こ
の
、
予
見
可
能
性
が
増
大
し
た
社
会
と
し
て
の
計
画

化
社
会
と
い
う
論
点
は
、
次
節
以
下
で
述
べ
る
価
値
判
断
の
問
題
を
マ

ン
ハ
イ
ム
が
考
え
る
際
に
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
に
、
こ
れ
か
ら
計
画
さ
れ
る
べ
き
社
会
が
考

え
ら
れ
て
い
る
面
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
マ
ン
ハ

イ
ム
が
『
再
建
期
』
に
お
い
て
現
代
社
会
を
「
産
業
社
会
」
と
「
大
衆

社
会
」
の
両
面
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
前
者
は
ま
さ
に

合
理
化
さ
れ
た
側
面
で
あ
り
、
人
間
の
行
動
と
そ
の
帰
結
は
か
な
り
の

程
度
予
見
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
大
衆
の
非
合
理

性
が
社
会
を
支
配
す
る
側
面
で
あ
る
。
組
織
化
の
中
で
発
散
す
る
は
け

口
を
失
っ
た
大
衆
の
感
情
が
暴
発
す
る
と
社
会
全
体
に
甚
大
な
影
響
を

与
え
る
、
と
い
う
の
が
現
代
社
会
に
対
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
基
本
認
識

で
あ
っ
た
。
工
業
化
の
進
展
で
伝
統
的
な
共
同
体
が
消
失
し
、
社
会
の

中
で
共
有
さ
れ
る
べ
き
価
値
観
も
失
わ
れ
、
社
会
の
全
領
域
が
急
速
に

流
動
的
に
な
る
中
で
、
人
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
も
解
体
し
て
い
く
。

こ
の
、
大
筋
と
し
て
は
一
九
三
〇
―
四
〇
年
代
の
多
く
の
理
論
家
が
共

有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
認
識
を
マ
ン
ハ
イ
ム
も
持
っ
て
い
る
。
彼
に
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と
っ
て
大
衆
社
会
と
は
、
言
わ
ば
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
巨
大
社
会
で
あ
り
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
大
衆
の
そ
の
時
々
の
感
情
や
気
分
に
左
右
さ
れ
て
し

ま
う
「
情
動
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
化
し
て
い
た

）
11
（

。
初
期
資
本
主
義
の

自
由
主
義
社
会
で
あ
れ
ば
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
的
な
思
考
と
行
動
で
事

足
り
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
〇
世
紀
の
大
衆
社
会
に
対
し
て
同
じ
態

度
で
臨
め
ば
社
会
は
崩
壊
に
向
か
い
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
全
体
主
義
へ
の

道
を
開
い
て
し
ま
う
。
ゆ
え
に
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー

ル
自
由
主
義
か
ら
計
画
化
社
会
へ
」
と
い
う
時
代
診
断
を
下
し
、
前
述

の
「
第
三
の
道
」
を
指
向
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

彼
は
、
社
会
の
再
建
・
再
統
合
と
し
て
の
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
を

め
ざ
す
社
会
、
つ
ま
り
こ
れ
か
ら
計
画
さ
れ
る
べ
き
社
会
を
論
じ
よ
う

と
し
た
と
も
言
え
る
。

　

現
代
社
会
に
関
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
こ
う
し
た
両
義
的
な
議
論
が
な

ぜ
重
要
か
と
言
え
ば
、
「
ム
ー
ト
」
に
お
い
て
新
し
い
社
会
哲
学
を
構

想
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
社
会
に
対
応
し
た
哲
学
な
の

か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
彼
の
意
図
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
学
者
マ
ン
ハ
イ
ム
の
目
か
ら
す
れ
ば
、

現
代
社
会
の
再
建
の
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
抽
象
的
に
論
じ

る
の
で
は
な
く
、
大
衆
社
会
と
し
て
の
現
代
社
会
構
造
を
理
解
し
、
そ

れ
に
即
し
た
形
で
キ
リ
ス
ト
教
の
再
興
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
の
段
階
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
、
計

画
化
が
進
む
現
代
社
会
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
、
お
の
ず
と
異
な
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

人
間
の
思
想
や
思
考
を
抽
象
的
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
と
社

会
と
の
具
体
的
な
関
係
性
や
機
能
を
こ
そ
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
発
想
は
、
澤
井
敦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
生
活

に
根
ざ
し
た
思
考
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
期
の
知
識
社

会
学
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い

）
12
（

。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
的
営
み
が
『
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
お
い
て
も
英
国
期
の
著
作
に
お
い
て

も
「
時
代
診
断
」
と
呼
ば
れ
る
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
急
速
に
変
貌
を
遂

げ
る
現
代
社
会
を
そ
の
変
化
に
即
し
て
認
識
し
危
機
に
応
答
す
る
た
め

の
思
考
法
―
―
言
わ
ば
動
的
思
考
―
―
を
彼
が
変
わ
ら
ず
追
求
し
た
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
英
国
亡
命
後
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
彼

の
関
心
は
、
大
衆
社
会
の
再
建
・
再
統
合
と
し
て
の
「
自
由
の
た
め
の

計
画
」
を
必
要
と
す
る
時
代
に
対
応
し
た
新
し
い
人
間new

 m
an

の

あ
り
方
の
探
求
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
心
理
学
・
社
会
心
理
学
の
知

見
を
旺
盛
に
摂
取
し
た
が
、
そ
こ
で
も
彼
は
人
間
心
理
と
社
会
と
の
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

係0

を
考
察
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
ム
ー
ト
」
に
参
加

す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
三
八
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
行
な
っ
た

講
演
「
計
画
化
社
会
と
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
―
―
社
会
学

的
分
析
」
で
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
単
に
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
と
し

て
で
な
く
社
会
と
の
関
係
性
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か

れ
て
い
る
（ESSP

）
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の
こ
の
よ
う
な
社
会
学
的
な
思
考

法
は
「
ム
ー
ト
」
に
お
い
て
も
発
揮
さ
れ
、
彼
は
計
画
化
社
会
に
要
請
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さ
れ
る
新
し
い
社
会
哲
学
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
次
節
で
述

べ
る
実
質
的
倫
理
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
点
に
密
接
に
関
係
す
る
。

二　

中
立
性
、価
値
判
断
の
危
機
、実
質
的
倫
理

1　

合
意
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
価
値

　

「
新
し
い
社
会
哲
学
を
め
ざ
し
て
」
の
冒
頭
で
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
ル

ネ
サ
ン
ス
と
自
由
主
義
の
到
来
し
た
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
社
会

生
活
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
力
の
減
退
す
な
わ
ち
世
俗
化
を
語
る
。

世
俗
化
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
発
性
と
実
験
主
義
を
通
じ
て
諸

個
人
の
経
験
が
多
様
化
し
、
人
は
常
に
価
値
判
断
し
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
競
合
す
る
価
値
体
系
が
相
殺
し
合
う
よ
う

に
な
り
、
行
き
つ
く
先
は
「
価
値
の
中
立
化the neutralization of 

values

」
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
こ
の
事
態
は
、
全
体
主
義

か
ら
の
攻
撃
に
対
抗
す
る
の
に
不
利
な
状
況
を
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
（D

T
7, p. 100/ 

三
九
〇
―
三
九
一
頁
）
。

「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
は
基
本
的
な
合
意
が
不
可
欠
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
価
値
を
相
殺
し
て
し
ま
う
中
立
的
態
度
の
上
に
計
画
化
社
会
を

作
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
基
本

的
な
合
意
や
価
値
を
中
央
の
権
威
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
現

代
の
世
俗
化
社
会
で
は
望
ま
し
く
な
い
（D

T
7, p. 109/ 

四
〇
四
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
マ
ン
ハ
イ
ム
が
主
張
す
る
の
は
、
一
方
で
は
基
本

的
価
値
に
つ
い
て
中
立
は
あ
り
得
ず
一
定
の
合
意
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
他
方
で
よ
り
複
雑
な
諸
問
題
に
つ
い
て
は
個
人
の
信
条
や
自

由
な
実
験
に
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
合
意
を
強
要
す
る
必
要
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
が
当
時
の
英
国
に
見
出
し
た
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
的
態

度
、
つ
ま
り
中
立
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
『
現
代
の
診
断
』
に
所
収
の

諸
論
考
で
も
た
び
た
び
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と

し
て
、
第
一
章
「
現
代
の
診
断
」
に
お
け
る
以
下
の
よ
う
な
主
張
を
引

用
し
て
み
よ
う
。

　

レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
は
、
中
立
を
寛
容
と
取
り
違
え

て
い
ま
し
た
。
だ
が
民
主
的
な
寛
容
と
い
う
こ
と
も
、
科
学
的
客

観
性
と
い
う
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
が
、
わ
れ
わ
れ
が
真
実
で
あ
る

と
信
じ
る
こ
と
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
立
場
に
た
つ
こ
と
は
慎
ま
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、

人
生
に
お
け
る
究
極
的
価
値
や
目
的
に
つ
い
て
と
や
か
く
言
う
こ

と
は
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
〔
…
…
〕
し
か
し
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る

こ
の
中
立
性
の
態
度
と
い
う
も
の
が
昂
じ
て
く
る
と
、
単
に
公
平

と
い
う
理
由
の
た
め
に
、
自
分
自
身
の
目
的
を
信
じ
る
こ
と
も
放

棄
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
突
き
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。

 

（D
T

1, p. 7/ 

二
四
二
―
二
四
三
頁
）
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価
値
観
が
多
様
化
し
た
状
況
に
お
い
て
、
「
寛
容
」
や
「
科
学
的
客

観
性
」
の
名
の
下
に
、
い
か
な
る
価
値
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
も
回
避

す
る
態
度
が
身
に
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
レ
ッ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
に
見
出
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
マ
ン
ハ

イ
ム
は
こ
こ
で
、
彼
が
体
験
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
崩
壊
と
、
亡

命
先
で
あ
る
英
国
の
状
況
と
の
両
方
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
い
て
は
、
多
党
化
状
況
の
中
で
そ
れ

ぞ
れ
の
政
党
が
自
ら
の
世
界
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
排
他
的
に
自
己
絶

対
化
す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
が
政
党
間
の
協
力
を
阻
ん
で
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
崩
壊
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
合
意
で
き
る
基
本
的
価
値
が
見
出
し

得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
他
方
、
議
会
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が

そ
れ
な
り
に
安
定
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
英
国
の
場
合
は

む
し
ろ
、
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
対
ヒ
ト
ラ
ー
宥
和
政
策
に
典

型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
問
題
点
を
明
確
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
よ
う
な
機
会
を
つ
ね
に
意
図
的
に
回
避
」
す
る
の
ら
り
く

ら
り
と
し
た
態
度
が
問
題
で
あ
っ
た
（D

T
4, p. 65/ 

三
三
四
頁
）
。
こ
れ
は
、

は
っ
き
り
し
た
立
場
表
明
を
避
け
る
中
立
性
の
問
題
で
あ
る
。

　

独
英
い
ず
れ
の
場
合
も
、
価
値
を
相
殺
し
合
う
相
対
主
義
と
言
う
べ

き
状
態
に
あ
っ
て
、
価
値
判
断
が
危
機
に
陥
る
問
題
と
し
て
マ
ン
ハ
イ

ム
の
目
に
映
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
章
「
価
値
判
断
の
危
機
」

に
お
い
て
も
彼
は
、
現
代
で
は
日
常
生
活
の
習
慣
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
労

働
、
社
会
秩
序
、
哲
学
に
至
る
ま
で
、
見
解
が
対
立
し
て
い
な
い
も
の

は
何
ひ
と
つ
存
在
し
な
い
と
語
り
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
意

見
が
著
し
く
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
善
い
こ
と
な
の
か
悪

い
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
昔
の
よ
う
に
も
っ
と
強
い
合

意
が
望
ま
し
い
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
の
よ
う
に
各
人
な
り
の
選
択
を

強
調
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
さ
え
も
意
見
の

一
致
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
る
（D

T
2, p. 14/ 

二

五
四
―
二
五
五
頁
）
。
以
上
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
自

由
の
た
め
の
計
画
」
に
あ
っ
て
は
、
社
会
内
に
共
通
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
価
値
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
う
し
た
価
値
は
市
民
に
対
し
て
全
体
主
義
的
に
押
し
つ
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
合
意
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
価
値
と
は
何
か
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の

答
え
は
意
外
な
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
「
新
し
い
社
会
哲
学
を
め
ざ

し
て
」
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
親
切
心decency

」
、
「
相
互
扶
助

m
utual help

」
、
「
正
直
さhonesty

」
、
「
社
会
正
義social justice

」
で

あ
る
（D

T
7, p. 110/ 

四
〇
五
頁
）
。
『
現
代
の
診
断
』
の
別
の
箇
所
で
は
、

そ
れ
ら
に
加
え
て
「
同
胞
愛brotherly love

」
、「
自
由freedom

」
、「
人

格
の
尊
重respect for the person

」
が
見
ら
れ
（D

T
1, p. 7/ 

二
四
三
頁
）
、

ま
た
前
述
の
講
演
「
計
画
化
社
会
と
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
」

で
は
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イfair play

」
、
「
共
同
体
精
神com

m
unity 

spirit

」
、
「
勤
労
意
欲incentive for w

ork

」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
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（ESSP, p. 308

）
。
前
節
で
触
れ
た
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス

ト
教
倫
理
の
基
本
的
徳
性
も
、
こ
れ
ら
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
以
上
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
三
年
に
マ
ン
ハ
イ
ム
が

九
回
に
分
け
て
担
当
し
た
B 

B 

C
ラ
ジ
オ
講
義
「
倫
理
」
に
お
い
て
も

い
く
つ
か
言
及
さ
れ
て
お
り

）
13
（

、
第
二
次
大
戦
期
前
後
の
彼
の
思
索
の
基

本
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
以
上
の
諸
価
値

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
説
明
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の

基
本
的
価
値
へ
の
合コ

ン

フ

ォ

ー

ミ

テ

ィ

意
・
一
致
が
社
会
の
機
能
の
た
め
に
最
低
限
必
要

で
あ
る
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
目
に
は
、
崩
壊
し

つ
つ
あ
る
大
衆
社
会
で
は
こ
れ
ら
の
基
本
的
価
値
さ
え
失
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
と
見
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
が
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
戦
闘
的
デ
モ
ク

ラ
シ
ーm

ilitant dem
ocracy

」
の
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
上
の

よ
う
な
基
本
的
価
値
を
独
裁
的
に
強
制
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
独

裁
者
が
全
体
主
義
的
な
価
値
体
系
を
市
民
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
の

に
対
し
、
「
戦
闘
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は
、
あ
く
ま
で
社
会
の
基
本
的

価
値
を
守
る
場
合
に
の
み
戦
闘
的
に
な
る
。
基
本
的
価
値
を
越
え
て
、

よ
り
込
み
入
っ
た
諸
価
値
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
信
条
や
自
由
な
選
択

に
任
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
、
基
本
的
価
値

は
「
西
欧
文
明
の
伝
統
を
共
有
し
て
い
る
人
な
ら
誰
も
が
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
も
相
対
化
さ
せ
て
し
ま
う

価
値
相
対
主
義
に
彼
は
与
し
な
い
（D

T
1, p. 7/ 

二
四
三
頁
）
。
と
同
時
に
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
よ
う
に
基
本
的
価
値
を
脅
か
す
も
の
に
対
し
て
は
、「
不

寛
容
な
も
の
に
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と
信
じ
る
の
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
誤
っ
た
解
釈
で
あ
る
」
（O

A14/3/67, p. 14

）
と
し
て
戦
闘
的
に
な
る

態
度
こ
そ
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
戦
闘
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

理
念
を
、
中
立
性
と
価
値
判
断
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
要
請
さ

れ
る
倫
理
と
捉
え
た
場
合
、
前
述
の
二
つ
の
論
点
、
つ
ま
り
、
一
方
で

基
本
的
価
値
に
つ
い
て
は
一
定
の
合
意
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

他
方
で
よ
り
複
雑
な
諸
問
題
に
つ
い
て
は
合
意
を
強
要
す
る
必
要
は
な

い
、
と
い
う
論
点
が
こ
こ
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

2　

計
画
化
社
会
に
お
け
る
実
質
的
倫
理

　

さ
て
、
「
戦
闘
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
よ
う
な
理
念
が
必
要
な
段
階

の
社
会
こ
そ
、
前
節
で
検
討
し
た
計
画
化
社
会
と
言
え
る
。
改
め
て
マ

ン
ハ
イ
ム
の
「
新
し
い
社
会
哲
学
を
め
ざ
し
て
」
に
戻
れ
ば
、
社
会
の

異
な
る
段
階
に
応
じ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
倫
理
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
形
式
倫
理form

alistic ethics

」

と
「
実
質
的
倫
理m

aterial ethics

」
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、

前
者
は
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
の
段
階
に
応
じ
た
倫
理
で
あ
っ

た
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
は
自
由
競
争
と
変
化
に
対
す
る
不
断

の
個
人
的
適
応
が
求
め
ら
れ
る
初
期
資
本
主
義
・
自
由
主
義
社
会
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
何
が
正
し
い
行
為
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
予
見
可
能

性
は
低
く
、
個
々
人
が
何
を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
う
こ
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と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
の
格
率
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
正
し
い

行
為
・
誤
っ
た
行
為
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
一
般
的
・
形
式
的
に
し
か
設

定
で
き
な
い
段
階
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
済
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
組

織
化
・
合
理
化
が
進
ん
だ
産
業
社
会
の
段
階
と
し
て
の
現
代
社
会
で
は
、

事
情
が
異
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
一
定
程
度
の
計
画
化
が
進
ん
で
お
り
、

人
間
の
標
準
化
さ
れ
た
行
動
パ
タ
ー
ン
が
多
く
の
領
域
で
支
配
的
に

な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
個
人
の
単
純
な
行
動
パ
タ
ー
ン

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
社
会
で
働
く
一
貫
し
た
行
動
様
式
も
予
見
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
の
計
画
化
社
会
に
お
い
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
「
責
任
倫
理
」
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
行
為
の
結
果
に

対
し
て
責
任
を
取
る
こ
と
を
期
待
す
る
倫
理
が
前
景
化
す
る
（D

T
7, p. 

111/ 

四
〇
六
―
四
〇
七
頁
）
。
こ
の
責
任
倫
理
が
、
こ
こ
で
マ
ン
ハ
イ
ム

が
言
う
実
質
的
倫
理
に
相
当
す
る
。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
、
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
か
ら
計

画
化
社
会
へ
」
と
い
う
時
代
の
趨
勢
は
、
並
行
し
て
「
形
式
倫
理
か
ら

実
質
的
倫
理
へ
」
と
い
う
趨
勢
で
も
あ
っ
た
。
相
互
扶
助
や
親
切
心
、

同
胞
愛
、
社
会
正
義
と
い
っ
た
基
本
的
価
値
は
、
か
つ
て
の
小
規
模
な

共
同
体
社
会
で
は
自
然
発
生
的
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
価
値

相
対
主
義
的
な
巨
大
社
会
に
あ
っ
て
は
人
々
の
価
値
観
が
相
互
に
自
動

的
に
順
応
し
た
り
調
停
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
よ

う
な
時
代
に
中
立
的
な
態
度
や
精
神
で
臨
め
ば
、
価
値
判
断
の
危
機
が

避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
価
値
の
多
元
性
・
多
様
性
は
尊
重

し
つ
つ
も
、
そ
れ
な
く
し
て
は
社
会
が
存
続
し
え
な
い
基
本
的
価
値
に

つ
い
て
は
具
体
的
に
明
示
し
、
積
極
的
に
勧
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
戦

闘
的
に
な
っ
て
で
も
そ
の
価
値
を
守
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る

）
14
（

。
マ
ン
ハ

イ
ム
に
と
っ
て
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
は
、
何
ら
か
の
統
一
目
標
を

必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
に
は
必
要
と

さ
れ
な
か
っ
た
社
会
の
成
員
の
精
神
的
統
合
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
（D

T
7, pp. 102-103, 104-105/ 

三
九
四
頁
、
三
九
六
―
三
九

七
頁
）
。
改
め
て
言
う
な
ら
ば
、
宗
教
の
持
つ
統
合
機
能
が
求
め
ら
れ

る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

で
は
、
実
質
的
倫
理
が
必
要
と
な
っ
た
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
宗
教

的
・
道
徳
的
倫
理
は
い
か
な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
。
マ
ン

ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
か
ら
計
画
化
社
会

へ
と
い
う
移
行
に
は
、
人
々
の
慣
習
を
変
化
さ
せ
る
必
要
を
伴
う
が
、

そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
は
宗
教
的
な
熱
意
・
熱
情
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
熱
情
に
よ
っ
て
こ
そ
、
生
活
上
の
重
要
な
問
題
が
再
定
義

さ
れ
、
新
し
い
生
活
様
式
が
示
さ
れ
る
（D

T
7, p. 106/ 

三
九
八
―
三
九

九
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
る
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
形
式

主
義
に
陥
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
宗
教
体
験
の
原

点
に
戻
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
宗
教
的
・
道
徳
的
倫
理

は
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
原
理
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
「
一
連
の
具
体

的
な
行
動
様
式
や
、
満
足
し
う
る
社
会
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
そ
れ
ら

の
も
の
を
結
合
す
る
よ
う
な
全
体
的
な
世
界
観
を
も
」
設
定
し
勧

レ
コ
メ
ン
ド

告
す
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る
よ
う
に
な
る
（D

T
7, p. 110-111/ 

四
〇
五
―
四
〇
六
頁
）
。
計
画
化
社

会
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
よ
る
倫
理
的
な
勧
告
は
、
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
大
全Sum

m
a

」
の
よ
う
な
体
系
に
な
る
だ
ろ
う
と

彼
は
述
べ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
大
全
」
と
は
、
抽
象
的
に

定
式
化
さ
れ
た
合
理
的
な
原
理
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
倫
理
的

ル
ー
ル
を
意
味
し
て
い
る
（D

T
7, pp. 110, 113/ 

四
〇
五
頁
、
四
〇
九
頁
）
。

も
ち
ろ
ん
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
中
世
の
倫
理
体
系
を
現
代
社
会
に
そ
の
ま

ま
持
ち
込
む
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
責
任
倫
理
が
求
め

ら
れ
る
ほ
ど
に
予
見
可
能
と
な
り
、
合
理
化
し
た
現
代
社
会
は
、
同
時

に
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
非
合
理
的
な
大
衆
社
会
で
も
あ
り
、
そ
の
再
建
・

再
統
合
の
た
め
に
は
、
中
世
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
よ
り
積
極
的
・
具

体
的
に
正
し
い
行
為
様
式
を
示
す
倫
理
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

三　

規
範
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ

1　

ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
有
用
性

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
、
社
会
学
的
自
覚

を
持
つ
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
は
、
神
学
的
思
想

を
社
会
学
的
知
識
と
結
び
つ
け
る
必
要
が
従
来
以
上
に
求
め
ら
れ
る
。

「
規
範
が
持
つ
意
味
は
、
そ
れ
が
作
用
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
連
づ

け
た
場
合
に
は
じ
め
て
具
体
的
な
も
の
に
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る

（D
T

7, p. 115/ 

四
一
二
頁
）
。
神
学
者
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
超
時

間
的
な
妥
当
性
を
も
っ
た
一
定
の
明
快
な
言
明statem

ent

で
規
定
さ

れ
て
い
る
と
考
え
続
け
る
限
り
、
社
会
学
的
な
思
考
の
余
地
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
し
か
し
、
基
本
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
態
度
は
、
厳
密
な
規
則

と
い
う
意
味
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
し
さ
が
求

め
ら
れ
る
べ
き
方
向
の
み
を
指
示
す
る
具
体
的
な
範
型paradigm

ata

（
生
活
の
意
味
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
ビ
ジ
ョ
ン

）
15
（

）
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
学
に
は
時
代
が
新
し
く
な
る
ご
と

に
創
造
的
な
貢
献
を
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
や
キ
リ

ス
ト
教
的
態
度
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
変
化
に
即
し
て
そ
の
本
質
を

具
体
的
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
ひ
と

0

0

つ
の
方
向
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
厳
密
な
規
定
と

し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は

キ
リ
ス
ト
の
意
図
を
、
変
化
し
ゆ
く
諸
状
況
に
適
合
す
る
よ
う
に

変ト

ラ

ン

ス

フ

ァ

ー

換
・
翻
訳
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
「
社
会
が
複
雑
に

な
る
に
従
っ
て
、
変
化
し
て
い
く
歴
史
的
脈
絡
の
真
の
意
味
を
理
解
す

る
た
め
に
も
、
ま
た
規
範
の
イ
メ
ー
ジ
を
適
切
に
再
解
釈
す
る
た
め
に

も
、
社
会
学
的
な
知
識
が
い
っ
そ
う
必
要
と
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
（D

T
7, pp. 117-118/ 

四
一
六
―
四
一
八
頁
）
。

　

で
は
、
社
会
学
者
マ
ン
ハ
イ
ム
の
目
か
ら
見
て
、
正
し
い
行
為
様
式

に
つ
い
て
の
規
範
を
示
す
の
に
何
が
必
要
と
な
る
か
。
彼
が
着
目
す
る

の
が
「
ア
ー
キ
タ
イ
プarchetypes

（
元
型
）
」
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ユ
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ン
グ
に
よ
る
心
理
学
的
概
念
で
あ
る
こ
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
は
、ヤ
コ
ブ
・

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
「
原
始
的
イ
メ
ー
ジprim

ordial im
age

」
と
呼
ぶ

も
の
に
相
当
す
る
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
指
摘
す
る
が
（D

T
7, p. 172 n. 10/ 

五
〇
八
頁
、
注
十
）
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
彼
自
身
の
十
分
な
説
明
は

な
い
。
が
、
英
国
亡
命
後
に
心
理
学
・
社
会
心
理
学
か
ら
多
く
学
ん
だ

マ
ン
ハ
イ
ム
は
、「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー
に
向
け
て
、
ユ
ン
グ
的
な
ア
ー

キ
タ
イ
プ
と
い
う
知
見
の
有
用
性
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
そ
の
心
理
学
的
な
概
念
規
定
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る

必
要
は
な
い
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、

　

キ
リ
ス
ト
教
的
な
態
度
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
は
、
抽
象
的
な
命
令

と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と

教
え
を
わ
れ
わ
れ
に
示
す
比
喩
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
比
喩
と
い
う
も
の
は
、
ひ
と
つ
の
模
範
的
な
行
為
の
原
理

を
昇
華
し
抽
象
化
し
て
与
え
る
も
の
で
は
な
く
て
、
模
範
的
な
行

為
が
生
ま
れ
た
全
歴
史
的
・
社
会
的
な
構
成
を
組
み
込
ん
だ
具
体

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
語
る
も
の
な
の
で
す
。

 

（D
T

7, pp. 117-118/ 

四
一
六
―
四
一
七
頁
）

　

「
ム
ー
ト
」
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
問
題
提
起
を
受

け
て
ア
ー
キ
タ
イ
プ
に
つ
い
て
集
中
的
に
論
じ
た
哲
学
者
ホ
ッ
ジ
ス
に

よ
れ
ば
、
ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
は
、
価
値
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
も
ろ

も
ろ
の
資
質
・
特
性
を
典
型
的
な
形
で
具
現
し
て
い
る
理
想
的
・
理
念

的
な
人
間
の
姿
や
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
ー
キ
タ
イ
プ
は
、
抽
象
的

に
定
式
化
さ
れ
た
道
徳
理
論
や
社
会
理
論
と
、
具
体
的
な
状
況
に
お
け

る
行
為
者
一
人
ひ
と
り
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
（O

A14/1/23, p. 

2

）
。
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
、
教
義
な
い
し
神
学
的
な
倫
理
そ
れ
自

体
を
現
実
世
界
の
人
々
に
知
的
に
理
解
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
理
想

化
・
物
語
化
さ
れ
た
人
の
姿
や
イ
メ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教

的
な
精
神
や
態
度
を
人
々
に
伝
達
す
る
も
の
、
そ
れ
が
ア
ー
キ
タ
イ
プ

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る

ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
は
、
洗
礼
、
懺

悔
式
、
愛
餐
、
聖
餐
式
、
よ
き
羊
飼
、
十
字
架
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖

罪
な
ど
で
あ
る
（D

T
7, p. 135/ 

四
四
五
頁
）
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
キ
リ
ス

ト
教
原
理
を
公
式
化
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ア
ー
キ
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
キ

リ
ス
ト
教
の
規
範
や
倫
理
を
伝
え
る
こ
と
を
重
視
し
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
抽
象
化
さ
れ
た
原
理
は
常
に
誤
っ
た
解
釈
を
招
く
危
険
性

が
あ
る
上
に
、
公
式
と
い
う
も
の
は
時
代
の
変
化
に
適
応
で
き
な
い
限

り
形
式
主
義
に
陥
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
場
合
、
「
キ

リ
ス
ト
の
生
涯
と
教
え
を
わ
れ
わ
れ
に
示
す
比
喩
」
で
あ
る
以
上
、
工

業
化
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
の
体
験
を
生
き
生
き
と
伝

え
て
く
れ
る
。
改
め
て
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
に
語
ら
せ
る
な
ら
ば
、

　

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
外
面
的
行
動
や
内
面
的
動
機
、
具
体



117　●　〈公募論文〉カール・マンハイムの「自由のための計画」における宗教――山田竜作

的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て

の
も
の
が
発
生
し
た
具
体
的
な
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
た
だ

ち
に
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。
要
す
る
に
そ
れ

は
、
生
活
の
純
粋
に
合
理
的
で
機
能
的
な
側
面
を
常
に
越
え
て
い

る
宗
教
的
体
験
の
宝
庫
を
伝
達
す
る
も
の
な
の
で
す
。

 

（D
T

7, p. 118/ 

四
一
七
頁
）

　

宗
教
の
創
始
者
が
い
か
に
生
き
た
か
、
ま
た
同
じ
信
仰
を
持
つ
者
が

い
か
に
行
動
す
べ
き
か
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
も
言
う
べ
き

ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
方
が
、
神
学
的
・
哲
学
的
に
宗
教
の
教
義
を
説
く
よ

り
も
、
形
式
主
義
に
陥
ら
ず
に
そ
の
根
本
精
神
を
人
々
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、

こ
う
し
た
ア
ー
キ
タ
イ
プ
を
、
科
学
的
な
発
展
段
階
以
前
の
遺
物
に
す

ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
は
異
を
唱
え
て
い
る
。
む
し
ろ
世
俗
化
し
た

現
代
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
ア
ー
キ
タ
イ
プ
が
消
失
し
て
し
ま
い
、
そ

れ
に
代
わ
る
べ
き
も
の
が
何
も
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
だ
と
い
う
の
で

あ
る
（D

T
7, pp. 135-136/ 

四
四
四
―
四
四
五
頁
）
。
こ
れ
こ
そ
が
、
価
値

の
中
立
化
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
解
体
や
生
活
の
卑
俗
化
と
い
っ
た
、

大
衆
社
会
の
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
や
神
学

者
が
社
会
学
的
な
知
見
を
理
解
し
摂
取
し
、
改
め
て
ア
ー
キ
タ
イ
プ
を

現
代
に
呼
び
戻
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
正
し
さ
の
方
向
を
示
す
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
意
図
を
現
代
に
即
し
て
具
体
的
に
蘇
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
、
価
値
相
対
主
義
の
中
で
方
向
性
喪
失
に
陥
っ
て
い
る
人
々
に

対
し
て
「
ど
う
生
き
る
べ
き
か
」
「
何
が
正
し
い
行
為
か
」
を
ド
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
形
で
柔
軟
に
伝
え
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
マ
ン
ハ

イ
ム
の
「
新
し
い
社
会
哲
学
を
め
ざ
し
て
」
が
議
論
さ
れ
た
「
ム
ー
ト
」

第
十
二
回
研
究
会
で
彼
は
、
ア
ー
キ
タ
イ
プ
を
「
も
っ
と
も
重
要
な
統

合
的
な
力
」
と
語
っ
て
い
た
が

）
16
（

、
彼
に
と
っ
て
ア
ー
キ
タ
イ
プ
は
、
正

し
い
行
為
様
式
を
具
体
的
に
示
す
実
質
的
倫
理
を
考
え
る
場
合
に
も
、

大
衆
社
会
の
再
建
・
再
統
合
と
し
て
の
計
画
化
社
会
を
構
想
す
る
際
に

も
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

2　

大
衆
に
働
き
か
け
る
ア
ー
キ
タ
イ
プ

　

以
上
の
よ
う
な
マ
ン
ハ
イ
ム
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
論
の
前
提
に
は
、
前

述
の
「
ム
ー
ト
」
報
告
ペ
ー
パ
ー
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
お
け
る

教
育
へ
の
考
察
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
計
画
が
必
要
な
巨
大
社
会
に
は
、

気
ま
ぐ
れ
で
衝
動
的
な
大
衆m

asses

が
常
に
存
在
す
る
。
レ
ッ
セ
・

フ
ェ
ー
ル
自
由
主
義
に
基
づ
い
た
教
育
は
、
少
数
エ
リ
ー
ト
の
教
育
に

は
通
用
し
た
個
人
主
義
的
な
教
育
方
法
を
直
接
に
大
衆
に
適
用
し
、
そ

れ
を
通
じ
て
公
衆
を
育
成
し
た
い
と
考
え
て
き
た
が
、
こ
れ
は
失
敗
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
お
け
る
教
育
は
、
具
体

的
に
誰
に
（
ど
の
よ
う
な
人
間
に
）
対
し
て
教
育
を
施
そ
う
と
し
て
い
る

の
か
を
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
人
々
を

徐
々
に
教
育
し
て
判
断
力
と
洗
練
さ
を
陶
冶
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
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が
、
現
代
に
あ
っ
て
教
育
さ
れ
る
べ
き
人
々
は
誰
か
と
い
え
ば
、
衝
動

や
本
能
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
大
衆
的
感
情
の
持
ち
主
で
あ
る
。

そ
う
し
た
人
々
の
魂
に
対
し
て
は
、
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
が
大
い
に

働
き
か
け
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
こ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
で
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
を
駆
使
し
て
成
功
し
た
。
そ
れ
は
確
か
に
悪
し
き
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
大
衆
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
育
が
大
衆
レ
ベ
ル
か

ら
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は

予
備
的
な
誘
い
と
し
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
手
法
を
用
い
て
初
歩
的
な
社

会
統
合
を
実
施
し
、
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
個
人
を
大
衆
的
感
情
に
支

配
さ
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
教
育
段
階
へ
と
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（O

A14/3/67, pp. 15-16

）
。
こ
の
よ
う
に
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
大
衆
の

心
理
に
訴
え
る
点
に
つ
い
て
は
、
戦
う
べ
き
相
手
で
あ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム

か
ら
も
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
さ
え
考
え
て
い
た

）
17
（

。

　

ア
ー
キ
タ
イ
プ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
無
意
識
に
対
し
て
働
き
か
け

る
こ
と
は
、
美
術
史
家
や
文
化
史
家
、
心
理
学
者
や
哲
学
者
に
よ
っ
て

認
識
さ
れ
て
き
た
、
と
マ
ン
ハ
イ
ム
は
述
べ
る
が
（D

T
7, p. 135/ 

四
四

四
頁
）
、
そ
の
背
景
に
は
以
上
の
よ
う
な
大
衆
教
育
に
対
す
る
彼
の
問

題
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、「
自

由
の
た
め
の
計
画
」
に
は
人
々
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
統
一
目
標
が
必
要

と
な
る
。
そ
れ
を
、
必
ず
し
も
理
性
的
で
な
い
大
衆
に
、
押
し
つ
け
や

強
制
で
な
い
形
で
持
た
せ
る
に
は
、
理
屈
抜
き
の
感
情
に
直
接
訴
え
か

け
る
こ
と
が
有
効
な
場
合
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
再
生
を
め
ざ

す
「
ム
ー
ト
」
に
お
い
て
マ
ン
ハ
イ
ム
が
示
し
た
の
は
、
神
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ

へ
の
着
目
で
あ
っ
た
。
ア
ー
キ
タ
イ
プ
が
、
感
情
や
、
あ
る
い
は
そ
れ

よ
り
も
っ
と
深
い
無
意
識
と
い
う
次
元
に
訴
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
世

俗
化
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
い
か
に
生
き

る
の
が
正
し
い
の
か
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

ド
グ
マ
と
し
て
の
教
義
を
説
く
こ
と
で
形
式
主
義
や
教
条
主
義
に
陥
る

こ
と
は
回
避
し
、
か
つ
、
西
欧
文
明
に
も
と
も
と
存
在
し
た
は
ず
の
キ

リ
ス
ト
教
的
規
範
を
社
会
再
統
合
の
た
め
に
意
味
あ
る
形
で
蘇
生
さ
せ

価
値
判
断
の
危
機
を
克
服
す
る
―
―
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
神
学
的

思
考
と
社
会
学
的
思
考
が
手
を
携
え
る
際
の
結
節
点
と
な
る
の
が
、
マ

ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
は
ア
ー
キ
タ
イ
プ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
18
（

。

結　

語

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
急
速
に
変
化
し
続
け
る
現
代
社
会
を
、
そ
の
変
化

に
即
し
て
認
識
す
る
動
的
思
考
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。
そ
れ
は
同

時
に
、
抽
象
的
な
理
論
一
般
よ
り
も
具
体
性
を
重
ん
じ
る
「
生
活
に
根

ざ
し
た
思
考
」
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
考
え
る

社
会
学
的
思
考
と
は
、
現
実
の
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
思
考
を
意
味

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
法
を
持
つ
マ
ン
ハ
イ
ム
が
、
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キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
「
ム
ー
ト
」
に
参
加
す
る
中

で
考
え
た
の
が
、
社
会
学
的
思
考
と
神
学
的
思
考
と
の
協
働
で
あ
り
、

「
ム
ー
ト
」
メ
ン
バ
ー
に
社
会
学
的
な
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
伝
え

よ
う
と
努
力
し
た
と
言
え
る
。
以
下
、
本
稿
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
を
改
め
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　

「
ム
ー
ト
」
に
お
い
て
新
し
い
社
会
哲
学
が
模
索
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

マ
ン
ハ
イ
ム
の
主
張
は
、
そ
の
社
会
哲
学
は
「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
自

由
主
義
か
ら
計
画
化
社
会
へ
」
と
い
う
趨
勢
に
対
応
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
計
画
化
社
会
は
、
一
方
で
は
、

組
織
化
と
合
理
化
に
よ
っ
て
人
間
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
帰
結
が
か

な
り
の
程
度
予
見
可
能
な
社
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
倫
理
は

責
任
倫
理
と
し
て
の
実
質
的
倫
理
で
あ
っ
た
。
他
方
で
は
、
計
画
化
社

会
は
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
大
衆
社
会
の
再
建
・
再
統
合
に
向
け
て
、
こ

れ
か
ら
計
画
化
を
必
要
と
す
る
社
会
を
も
意
味
し
た
。
ゆ
え
に
マ
ン
ハ

イ
ム
は
、レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
と
も
全
体
主
義
的
独
裁
と
も
異
な
る
「
自

由
の
た
め
の
計
画
」
を
処
方
箋
と
し
て
構
想
し
た
が
、
そ
こ
で
は
親
切

心
、
相
互
扶
助
、
正
直
さ
、
社
会
正
義
と
い
っ
た
基
本
的
価
値
へ
の
合

意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
価
値
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
に
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
は
中
立
的
な
態
度
を
捨
て
て
戦
闘
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
よ
り
複
雑
な
問
題
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
合
意
は
必

要
で
は
な
い
と
い
う
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
基
本
的
価
値
に
つ
い
て
の
価

値
相
対
主
義
は
退
け
つ
つ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
多
元
主
義
に
は
コ
ミ
ッ

ト
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

そ
し
て
、
実
質
的
倫
理
と
は
、
正
し
い
行
為
に
関
す
る
倫
理
を
抽
象

的
・
一
般
的
に
定
式
化
す
る
の
み
の
形
式
倫
理
と
は
異
な
り
、
よ
り
具

体
的
な
道
徳
的
・
宗
教
的
倫
理
を
明
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
永
遠
不
変
の
も
の
と
し

て
厳
密
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
神
学
的
思
考
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
真

理
は
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
と

考
え
、
時
代
の
変
化
に
対
応
せ
ず
形
式
化
し
て
し
ま
う
ド
グ
マ
と
は
異

な
る
形
で
、
規
範
が
人
々
に
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
社

会
学
的
思
考
を
提
唱
す
る
。
そ
う
し
た
伝
達
に
有
効
と
考
え
ら
れ
た
の

が
、
ア
ー
キ
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
規
範
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

ア
ー
キ
タ
イ
プ
は
、
人
々
の
心
理
や
無
意
識
に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ

と
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
体
験
や
キ
リ
ス
ト
教
の
規
範
や
倫
理
を
生
き

た
形
で
伝
達
し
、
そ
れ
を
現
代
に
適
合
す
る
よ
う
変
換
・
翻
訳
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ー
キ
タ
イ
プ
が
必
要
と
さ
れ
る
の

も
、
計
画
化
社
会
に
お
い
て
規
範
が
伝
え
ら
れ
る
べ
き
人
々
が
、
衝
動

や
本
能
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
大
衆
的
感
情
の
持
ち
主
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
は
人
々
の
精
神
的

統
合
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
統
合
は
、
理
性
的
な
教
義
の
理

解
を
通
じ
て
よ
り
も
、
イ
メ
ー
ジ
や
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
宗
教
体
験
を

伝
達
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
宗
教
的
熱
意
・
熱
情
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。

結
論
と
し
て
言
え
る
の
は
、
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
に
お
い
て
宗
教
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が
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
は
、
崩
壊
す
る
大
衆
社
会
の
再
建
に
向
け
て

発
揮
さ
れ
る
べ
き
そ
の
統
合
機
能
で
あ
っ
た
。

　

英
国
亡
命
後
の
マ
ン
ハ
イ
ム
は
精
力
的
に
心
理
学
・
社
会
心
理
学
の

当
時
の
研
究
成
果
を
摂
取
し
、
大
衆
社
会
分
析
に
そ
の
知
見
を
発
揮
す

る
の
み
な
ら
ず
、
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
の
構
想
が
要
請
す
る
新
し

い
人
間
の
あ
り
方
を
考
察
し
続
け
た
。
社
会
再
建
と
い
う
共
同
目
標
の

た
め
に
自
発
的
に
協
力
す
る
よ
う
な
、
民
主
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
陶

冶
と
い
う
教
育
的
関
心
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の
英
国
期
の
議
論
に
は
色
濃
く

投
影
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
宗
教
へ
の
着
目
も
、
そ
の
よ
う
な
関
心
の
延

長
上
に
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
再
生
を
め

ざ
す
「
ム
ー
ト
」
に
参
加
し
た
マ
ン
ハ
イ
ム
の
宗
教
論
は
、re-ligere

と
し
て
の
宗
教
一
般
が
持
つ
統
合
力
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
基
本
的

に
は
西
欧
文
明
の
伝
統
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
再
活
性
化
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
本
稿
が
試
み
た
よ
う
な
、
宗
教

に
関
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
の
言
説
に
踏
み
込
ん
だ
論
究
は
、
従
来
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
自
ら
持
つ
社
会
学
者
と
し

て
の
思
考
と
構
想
に
基
づ
い
て
、
英
国
在
住
の
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
た

ち
を
相
手
に
ど
の
よ
う
に
宗
教
を
論
じ
た
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
本
稿
で
な
し
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

英
国
亡
命
後
十
四
年
間
の
マ
ン
ハ
イ
ム
の
最
晩
年
の
思
索
の
少
な
く

な
い
部
分
は
、
「
ム
ー
ト
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
宗
教
の
機
能
面
を

重
視
し
た
と
言
え
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
議
論
は
、
そ
の
機
能
を
活
か
す
よ

う
な
新
し
い
社
会
哲
学
を
模
索
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
の
早

す
ぎ
る
死
に
よ
っ
て
十
分
に
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
断

片
的
に
現
存
す
る
「
ム
ー
ト
」
の
一
次
資
料
を
可
能
な
限
り
吟
味
す
る

中
で
マ
ン
ハ
イ
ム
の
英
国
期
の
著
作
を
読
み
直
し
、
彼
の
思
考
と
意
図

を
整
理
し
理
解
す
る
作
業
は
、
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
の
状
態
に
あ

る
。
こ
れ
は
筆
者
自
身
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
で
、
本

稿
を
閉
じ
た
い
。

 

（
や
ま
だ
・
り
ゅ
う
さ
く
／
民
主
主
義
理
論
・
政
治
思
想
史
）

凡
例

（
1
） 

マ
ン
ハ
イ
ム
の
『
現
代
の
診
断
』
の
原
著
、
お
よ
び
邦
訳
は
次
の
通
り
で

あ

る
。M

annheim
, K

arl, D
iagnosis of O

ur Tim
e: W

ar Tim
e Essays of a 

Sociologist, London: Routledge &
 K

egan Paul, 1943. 

『
現
代
の
診
断
―
―

一
社
会
学
者
の
戦
時
評
論
』
長
谷
川
善
計
訳
、
マ
ン
ハ
イ
ム
全
集
第
五
巻
所

収
、
潮
出
版
社
、
一
九
七
六
年
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
本
文
中
で
各
章
を

以
下
の
略
号
で
表
記
し
て
ペ
ー
ジ
数
を
記
し
、
続
け
て
邦
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を

付
し
た
。
な
お
訳
文
は
特
に
断
り
な
く
変
え
て
あ
る
（
以
下
、
同
じ
）
。

 

　

D
T

1: C
hapter 1 “D

iagnosis of O
ur Tim

e ”
 

　

D
T

2: C
hapter 2 “Th

e C
risis in Valuation ”

 

　

D
T

4: C
hapter 4 “Education, Sociology and the Problem

 of Social 
Aw

areness ”
 

　

D
T

7: C
hapter 7 “Tow

ards a N
ew

 Social Philosophy: A C
hallenge to 

C
hristian Th

inkers by a Sociologist ”
（
2
） 
英
国
期
マ
ン
ハ
イ
ム
の
他
の
二
冊
の
著
作
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
記
す
る
。

 

　

M
S: M

annheim
, K

arl, M
an and Society in an Age of Reconstruction: 
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Studies in M
odern Social Structure, London: Routledge &

 K
egan Paul, 

1940. 

『
変
革
期
に
お
け
る
人
間
と
社
会
―
―
現
代
社
会
構
造
の
研
究
』
福

武
直
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
二
年
。

 
　

FP: M
annheim

, K
arl, Freedom

, Pow
er and D

em
ocratic Planning, ed. 

by E. K
. Bram

stedt and H
. G

erth. London: Routledge &
 K

egan Paul, 
1951. 

『
自
由
・
権
力
・
民
主
的
計
画
』
田
野
崎
昭
夫
訳
、
マ
ン
ハ
イ
ム
全

集
第
六
巻
、
潮
出
版
社
、
一
九
七
六
年
。

（
3
） 

マ
ン
ハ
イ
ム
の
英
文
遺
稿
集
に
所
収
の
以
下
の
講
演
原
稿
は
、ESSP 

と

表

記

す

る
。M

annheim
, K

arl, “Planned Society and the Problem
 of 

H
um

an Personality: A Sociological Analysis ”, in Essays on Sociology and 
Social Psychology, ed. by P. K

ecskem
eti, London: R

outledge &
 K

egan 
Paul, 1953.

（
4
） 

英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
ニ
ュ
ー
カ
レ
ッ
ジ
図
書
館
所
蔵
の
オ
ー
ル
ダ

ム
・
ペ
ー
パ
ー
内
に
あ
る
ム
ー
ト
文
書
に
は
、
「
O 

A
」
と
い
う
記
号
に
続

い
て
フ
ォ
ル
ダ
番
号
・
フ
ァ
イ
ル
番
号
・
文
書
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
使
用
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 

　

O
A14/1/23: H

odges, H
. A., “C

hristian Archetypes and Sym
bols ”, 

1942
 

　

O
A14/3/67: M

annheim
, K

arl, “Planning for Freedom
”, 1939

注（
1
） 

最
新
の
本
格
的
な
「
ム
ー
ト
」
研
究
と
し
て
、
次
の
二
冊
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。Kurlberg, Jonas, C

hristian M
odernism

 in an Age of Totalitarianism
: T. 

S. Eliot, Karl M
annheim

 and the M
oot, London: Bloom

sbury Academ
ic, 

2019; W
ood, John C

arter, Th
is is Your H

our: C
hristian Intellectuals in 

Britain and the C
risis of Europe, 1937-49, M

anchester: M
anchester 

U
ni versity Press, 2019. 

そ
の
他
、
以
下
を
参
照
。C

lem
ents, K

eith ed., 

T
he M

oot Papers: Faith, Freedom
 and Society 1938-1944, London: 

B
loom

sbury T
&

T
 C

lark, 2009; C
ollini, Stefan, Absent M

inds: 
Intellectuals in Britain, O

xford: O
xford U

niversity Press, 2006; G
rim

ley, 
M

atthew, “C
ivil Society and the C

lerisy: C
hristian Elites and N

ational 
C

ulture, c.1930-1950 ”, in C
ivil Society in British H

istory: Ideas, 
Identities, Institutions, ed. by J. H

arris, O
xford: O

xford U
niversity Press, 

2003; H
onegger, C

laudia, “K
arl M

annheim
, T. S. Eliot and R

aym
ond 

W
illiam

s: C
ultural Soci ology or C

ultural Studies? ”, in T
he Anthem

 
C

om
panion to Karl M

annheim
, ed. by D

. K
ettler and V. M

eja, London: 
Anthem

 Press, 2018; M
ullins, Phil and Jacobs, Struan, “T. S. Eliot ’s 

Idea of the C
lerisy, and its D

iscussion by K
arl M

annheim
 and M

ichael 
Polanyi in the C

ontext of J. H
. O

ldham
’s M

oot ”, Journal of C
lassical 

Sociology, Vol. 6, N
o. 2, 2006; Potts, G

arrett and Turner, Stephen, 
“M

aking Sense of C
hristopher D

aw
son ”, in Th

e H
istory of Sociology in 

Britain: N
ew

 Research and Revaluation, ed. by P. Panayotova, London: 
Pal grave M

acm
illan, 2019.

（
2
） 

以
下
を
参
照
。Woldring, H

enk E. S., Karl M
annheim

: Th
e D

evelopm
ent 

of H
is Th

ought, Assen/M
aastricht: Van G

orcum
, 1986, pp. 49-60. 

秋
元

律
郎
・
澤
井
敦
『
マ
ン
ハ
イ
ム
研
究
―
―
危
機
の
理
論
と
知
識
社
会
学
』
早

稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
、
二
一
五
―
二
二
〇
頁
。
秋
元
律
郎
『
知

識
社
会
学
と
現
代
―
―
K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一

九
九
九
年
、
第
三
章
。

（
3
） 

確
か
に
「
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
語
版
『
再
建
期
』
に
お

い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
自
由
の
た
め
の
計
画
」
と
い
う
章
が
加

え
ら
れ
大
幅
に
増
補
さ
れ
た
英
語
版
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
〇
年
で
あ

り
、
「
ム
ー
ト
」
で
の
ペ
ー
パ
ー
報
告
の
翌
年
で
あ
る
。
な
お
、
「
ム
ー
ト
」

で
報
告
さ
れ
た
ペ
ー
パ
ー
と
英
語
版
『
再
建
期
』
で
増
補
さ
れ
た
同
名
の
章

の
中
身
は
異
な
る
が
、
そ
の
差
異
に
つ
い
て
の
検
討
は
こ
こ
で
の
目
的
で
は
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な
い
。

（
4
） C

lem
ents ed., op. cit.

（
5
） K

urlberg, op. cit.
（
6
） Ibid., p. 165; C

lem
ents ed., op. cit., p. 315.

（
7
） 
山
田
竜
作
「
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
『
自
由
の
た
め
の
計
画
』
論
に
お

け
る
『O

rder

』
―
―
ム
ー
ト
文
書
に
見
る
知
的
エ
リ
ー
ト
集
団
の
構
想
」

（
上
・
下
）
、
『
創
価
法
学
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
同
第
二
号
、
二
〇
一
八
年
。

（
8
） 

久
冨
善
之
「
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
社
会
学
と
教
育
理
論
―
―
そ
の
研

究
序
説
的
断
章
」
『
一
橋
大
学
研
究
年
報　

社
会
学
研
究
』
第
三
七
号
、
一

九
九
九
年
、
六
六
―
六
七
頁
。W

ood, op. cit., pp. 173-174.

（
9
） W

ood, op. cit., p. 5. 
マ
ン
ハ
イ
ム
の
計
画
論
に
対
し
、
他
の
「
ム
ー
ト
」

メ
ン
バ
ー
、
特
に
エ
リ
オ
ッ
ト
と
ド
ー
ソ
ン
か
ら
、
宗
教
を
手
段
視
す
る
こ

と
へ
の
異
論
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は

触
れ
な
い
。C

f. K
urlberg, op. cit., pp. 148-152.

（
10
） 

「
ム
ー
ト
」
に
は
、
大
学
、
教
育
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
、
政
治
経
済
、

等
の
テ
ー
マ
ご
と
に
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
「
ム
ー
ト
」
本
体
と
は
別
に

研
究
会
を
開
い
て
い
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
自
身
は
教
育
の
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
り
、
英
国
期
の
彼
の
教
育
社
会
学
へ
の
傾
倒
は
こ
の
文
脈
の
中

で
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
11
） C

f. Yam
ada, Ryusaku, “M

annheim
, M

ass Society and D
em

ocratic 
Th

eory ”, in K
ettler and M

eja eds., op. cit.

（
12
） 

澤
井
敦
「
マ
ン
ハ
イ
ム
と
ラ
ジ
オ
―
―
B 

B 

C
放
送
に
お
け
る
連
続
講
義
、

『
倫
理
』
お
よ
び
『
社
会
学
と
は
何
か
』
」
慶
應
義
塾
大
学
『
法
学
研
究
』
第

七
七
巻
第
一
一
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
―
一
七
頁
。

（
13
） 

同
右
、
二
〇
頁
。

（
14
） Loader, C

olin, T
he Intellectual D

evelopm
ent of K

arl M
annheim

: 
C

ulture, Politics, and Planning, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

Press, 1985, p. 154.

（
15
） Rem
pel, F. W

arren, Th
e Role of Value in Karl M

annheim’s Sociology of 
Know

ledge, Th
e H

ague: M
outon, 1965, p. 88.

（
16
） 

「
ム
ー
ト
」
第
十
二
回
研
究
会
の
議
事
録
よ
り
。C

lem
ents ed., op. cit., p. 

419.

（
17
） 

教
育
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が
「
社
会
的
技
術social techniques

」
と
呼
ぶ

も
の
の
典
型
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
技
術
は
そ
れ
自
体
と
し
て

善
く
も
悪
く
も
な
く
、
人
間
の
意
図
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か

次
第
で
あ
る
（D

T
1, pp. 1-3/ 

二
三
四
―
二
三
六
頁
）
。
「
ム
ー
ト
」
に
お

い
て
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
社
会
的
技
術
を
効
率
的
に
駆
使
す
る
術
は
フ
ァ
シ
ス

ト
や
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
方
が
は
る
か
に
長
け
て
い
た
と
述
べ
、
そ
れ
ら
に

対
抗
す
る
た
め
に
も
そ
こ
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た

（cf. O
A14/3/67, p. 12

）
。

（
18
） 

マ
ン
ハ
イ
ム
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
論
を
「
ム
ー
ト
」
へ
の
も
っ
と
も
重
要
な

貢
献
だ
っ
た
と
評
価
す
る
ク
ー
ル
ベ
ル
ク
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、

以
上
の
筆
者
の
議
論
と
ほ
ぼ
重
な
る
理
解
と
言
え
よ
う
。
「
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
は
、
共
同
体
に
お
け
る
信
仰
と
信
仰
実
践

の
何
た
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
ア
ー
キ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
ド
グ
マ
や
永
遠
不

変
の
原
理
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
ア
ー
キ
タ
イ
プ
と
〔
宗
教
的
生
活
の
〕
経

験
こ
そ
、
相
対
主
義
へ
と
陥
ら
な
い
大
い
な
る
柔
軟
性
と
適
合
と
再
解
釈
の

可
能
性
に
向
け
た
議
論
を
マ
ン
ハ
イ
ム
に
可
能
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。

K
urlberg, op. cit., p. 150.

 

［
付
記
］
本
稿
は
J 

S 

P 

S
科
研
費JP19K

01488

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

「
ム
ー
ト
」
の
一
次
資
料
の
入
手
に
あ
た
り
、
英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学

ニ
ュ
ー
カ
レ
ッ
ジ
図
書
館
の
関
係
各
位
、
お
よ
び
米
国
バ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジ

教
授
の
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ケ
ッ
ト
ラ
ー
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
二
名
の
匿
名
査

読
者
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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キ
ー
ワ
ー
ド　

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
、
自
由
の
た
め
の
計
画
、
ム
ー
ト
、
実

質
的
倫
理
、
ア
ー
キ
タ
イ
プ
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は
じ
め
に

　

河
上
肇
（
一
八
七
九
―
一
九
四
六
年
）
は
、
一
九
二
七
年
二
月
八
日
か

ら
翌
年
十
二
月
五
日
ま
で
十
回
に
わ
た
っ
て
、
論
文
「
唯
物
史
観
に
関

す
る
自
己
清
算
」
（
以
下
、
「
自
己
清
算
」
論
文
と
略
称
す
る
）
を
自
ら
の

個
人
雑
誌
『
社
会
問
題
研
究
』
に
掲
載
し
た

）
1
（

。
こ
の
論
文
は
、
一
九
二

四
年
十
二
月
以
来
福
本
和
夫
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
た
諸
点
へ
の
応
答

を
直
接
の
契
機
に
し
て
、
一
九
〇
四
年
以
降
唯
物
史
観
に
つ
い
て
自
分

が
考
察
を
重
ね
て
き
た
内
容
を
点
検
し
、
そ
の
見
解
を
提
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
人
間
の
社
会
的
存
在
と
人
間
の
社
会
的
意
識
と
の
関
係
、

人
間
の
意
識
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
河
上
の
認
識
に
注
目
し
、
「
自

己
清
算
」
論
文
と
し
て
結
実
し
た
彼
の
唯
物
史
観
理
解
の
特
徴
と
そ
の

現
代
的
意
義
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
こ
の
論
文
で
河

上
が
触
れ
て
い
る
福
本
和
夫
や
三
木
清
の
唯
物
史
観
理
解
と
も
対
比
す

る
。

　

河
上
は
、
一
九
二
三
年
八
月
に
刊
行
し
た
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史

的
発
展
』
に
お
い
て
、
利
己
的
活
動
の
社
会
的
な
効
果
を
検
討
す
る
構

成
を
採
っ
た
。
そ
の
論
の
運
び
か
た
に
つ
い
て
櫛
田
民
蔵
か
ら
、
唯
物

史
観
の
把
持
者
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
、
と
強
く
批
判
さ
れ
た
。
そ

れ
以
来
、
彼
は
あ
ら
た
め
て
唯
物
史
観
の
本
質
の
把
握
を
め
ざ
し
て
探

〈
公
募
論
文
〉

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
河
上
肇
の
唯
物
史
観
理
解

【「
自
己
清
算
」
論
文
を
中
心
と
し
て
】

上
谷
繁
之
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究
を
続
け
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
、
一
九
二
四
年
度
の
経
済
学
史
講
義
、

「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
概
念
に
関
す
る
一
考
察
―
―
櫛
田
民
蔵
氏
の
同
題

の
論
文
を
読
み
て
」
（
一
九
二
五
年
二
月
一
日
公
表
）
、
「
マ
ル
ク
ス
の
謂

ゆ
る
社
会
的
意
識
形
態
に
つ
い
て
」（
一
九
二
六
年
元
旦
公
表
。
以
下
、「
社

会
的
意
識
形
態
」
論
文
と
略
称
す
る
）
、
「
再
び
マ
ル
ク
ス
の
社
会
的
意
識

形
態
に
つ
い
て
―
―
か
ね
て
福
本
和
夫
氏
の
批
評
に
答
ふ
」
（
一
九
二

七
年
元
旦
公
表
。
以
下
、
「
社
会
的
意
識
形
態
」
再
論
と
略
称
す
る
）
、
お
よ

び
一
九
二
六
年
度
の
経
済
学
史
講
義
に
結
実
し
た
。

　

日
本
で
は
、
近
代
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
十
九
世
紀
末
か

ら
社
会
主
義
思
想
の
紹
介
と
普
及
が
始
ま
っ
て
い
た
。
学
界
で
マ
ル
ク

ス
主
義
の
哲
学
や
経
済
理
論
の
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
二
十
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
唯
物
史
観
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
考
察
は
一
九

一
九
年
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
な

る
と
、
日
本
の
社
会
科
学
者
・
哲
学
者
は
、
言
わ
ば
手
探
り
で
唯
物
史

観
の
正
体
を
つ
か
も
う
と
努
め
た
。

　

河
上
が
勤
務
し
て
い
た
京
都
帝
国
大
学
で
は
一
九
二
三
年
十
二
月
に

「
社
会
科
学
研
究
会
」
が
発
足
し
、
学
生
た
ち
が
社
会
思
想
の
研
究
を

お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
京
都
学
連
事
件

）
2
（

に
打
撃
を
受
け
て
研
究
会
の
存

続
が
あ
や
ぶ
ま
れ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
二
六
年
十
二
月
に
河
上
が
主
と

な
っ
て
学
生
と
と
も
に
「
経
済
学
批
判
会
」
を
結
成
し
、
恒
藤
恭
・
石

川
興
二
・
植
村
晋
六
・
川
田
茂
一
・
望
月
（
藤
堂
）
参
伍
ら
と
マ
ル
ク

ス
主
義
理
論
の
哲
学
的
基
礎
の
理
解
に
努
め
た
。
こ
の
批
判
会
で
は
、

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
神
聖
家
族
』
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

『
哲
学
の
貧
困
』
『
ア
ン
チ
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
』
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
弁
証

法
の
問
題
に
寄
せ
て
」
な
ど
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。
三
木
清
も
積
極
的

に
こ
の
会
に
出
席
し
た
。
河
上
は
、
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
な
ど

の
蓄
積
と
批
判
会
で
の
討
論
に
も
と
づ
い
て
「
自
己
清
算
」
論
文
を
書

き
始
め
た
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
唯
物
史
観

に
関
し
て
河
上
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

「
自
己
清
算
」
論
文
執
筆
時
ま
で
の
彼
の
理
解
の
歩
み
を
た
ど
る
。
第

二
節
で
は
、
「
自
己
清
算
」
論
文
の
展
開
に
即
し
て
理
論
と
実
践
と
の

関
係
、
「
実
践
的
唯
物
論
」
、
唯
物
史
観
の
骨
格
に
つ
い
て
、
彼
の
理
解

の
内
容
を
考
察
す
る
。
第
三
節
で
は
、
こ
の
河
上
論
文
で
彼
の
理
解
の

形
成
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
福
本
和
夫
・
三
木
清
の
認
識
と
河
上
の
対

応
と
を
考
察
す
る
。
第
四
節
で
は
、
日
本
で
唯
物
史
観
研
究
が
本
格
的

に
始
ま
っ
た
当
時
に
お
け
る
河
上
の
認
識
の
特
徴
を
提
示
す
る
。

一　
「
自
己
清
算
」論
文
ま
で
の
認
識

　

河
上
は
、
大
学
院
で
経
済
史
、
特
に
日
本
の
近
世
経
済
政
策
史
を
専

攻
し
、
早
く
か
ら
唯
物
史
観
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ

の
経
済
学
者
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
セ
リ
グ
マ
ン
の
著
書Th

e Econom
ic 

Interpretation of H
istory

を
邦
訳
し
、
書
名
を
『
歴
史
之
経
済
的
説
明 
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新
史
観
』
と
し
て
一
九
〇
五
年
六
月
に
出
版
し
た
。
セ
リ
グ
マ
ン
は
同

書
に
お
い
て
、
唯
物
史
観
と
は
歴
史
を
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
説
明
す

る
「
経
済
的
史
観
説
（econom

ic interpretation of history

）
」
で
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
の
経
済
事
象
と
そ
の
推
移
に
注
目
し
た

も
の
で
あ
り
、
現
在
の
い
わ
ゆ
る
経
済
史
研
究
に
近
い
。
河
上
は
セ
リ

グ
マ
ン
に
し
た
が
っ
て
唯
物
史
観
を
経
済
的
史
観
説
で
あ
る
と
解
し
、

こ
の
認
識
を
基
本
的
に
は
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
』
（
一
九

二
三
年
八
月
公
刊
）
の
時
期
ま
で
維
持
し
た
。
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史

的
発
展
』
で
彼
は
、
近
代
資
本
主
義
を
分
析
対
象
と
す
る
経
済
学
の
歴

史
的
展
開
を
、
利
己
心
に
も
と
づ
く
経
済
理
論
か
ら
出
発
し
、
人
道
主

義
に
も
と
づ
く
経
済
理
論
を
経
て
、
利
他
心
に
も
と
づ
く
経
済
理
論
へ

と
移
っ
て
い
く
と
考
え
、
前
段
の
理
論
は
そ
れ
に
続
く
後
段
の
理
論
に

よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
叙
述
し
た
。

　

一
九
一
九
年
、
河
上
は
新
カ
ン
ト
派
社
会
主
義
の
思
想
に
出
会
っ
た
。

こ
の
思
想
は
唯
物
史
観
を
歴
史
の
経
済
法
則
と
し
て
認
め
る
と
と
も
に
、

社
会
主
義
の
目
的
は
各
人
の
「
人
間
の
完
成
」
に
あ
る
と
す
る
理
想
主

義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
河
上
は
、
こ
の
思
想
を
支
持
し
た
。

　

経
済
的
史
観
説
と
新
カ
ン
ト
派
社
会
主
義
と
は
、
唯
物
史
観
を
歴
史

の
展
開
の
説
明
原
理
だ
と
解
す
る
と
と
も
に
、
経
済
事
象
の
展
開
と
人

間
の
意
識
の
形
成
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
あ
い

だ
に
必
然
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
と
考
え
た
。す
な
わ
ち
、「
自
己
清
算
」

論
文
を
書
く
ま
で
の
河
上
は
、
唯
物
史
観
が
唯
物
論
と
密
接
に
つ
な

が
っ
た
社
会
観
・
歴
史
観
で
あ
る
こ
と
、
社
会
主
義
の
目
的
な
ど
を
考

え
る
人
間
の
意
識
は
人
間
の
社
会
的
存
在
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

に
つ
い
て
明
確
な
理
解
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

河
上
は
、
社
会
に
貧
困
層
が
存
在
す
る
原
因
の
究
明
を
目
的
と
し
て

経
済
学
研
究
を
始
め
、
歴
史
学
派
・
限
界
効
用
学
派
・
古
典
学
派
・
マ

ル
ク
ス
経
済
学
な
ど
の
理
論
に
接
す
る
な
か
で
、
資
本
家
の
不
労
所
得

の
源
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
る

と
認
識
し
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
を

深
く
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た

）
3
（

。
彼
は
、
す
で
に
一
九
二
一
年
に
プ
レ

ハ
ー
ノ
フ
の
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
問
題
』
（
恒
藤
恭
訳
）
を
読
み
、

一
九
二
四
年
に
は
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
『
史
的
唯
物
論
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
を

読
ん
で
い
た
が
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
と
唯
物
史
観
と
唯
物
論
と
の

関
係
を
的
確
に
把
握
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
哲
学
に
関
し
て

も
、
一
九
二
〇
年
六
月
に
新
カ
ン
ト
派
の
思
想
を
つ
か
も
う
と
し
て
カ

ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
取
り
組
み
、
ま
た
一
九
二
五
年
三
月
に

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
に
取
り
組
ん
だ
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
を
理
解

し
か
ね
て
い
る
（
河
上 

二
四
、
九
九
・
一
五
七
頁
）
。
一
九
二
七
年
四
月

の
時
点
で
彼
は
、
唯
物
論
に
つ
い
て
率
直
に
「
従
来
私
の
全
く
把
握
す

る
を
得
な
か
つ
た
も
の
で
あ
り
」
（
河
上 

一
四
、
三
三
七
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
河
上
は
一
九
一
八
年
か
ら
本
格
的
に
マ
ル
ク
ス

研
究
を
始
め
た
も
の
の
、
一
九
二
四
年
に
到
る
ま
で
、
唯
物
史
観
と
商
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品
価
値
研
究
と
が
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。

河
上
と
は
対
照
的
に
、
櫛
田
民
蔵
は
『
近
世
経
済
思
想
史
論
』
（
一
九

二
〇
年
四
月
刊
行
）
か
ら
『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
』
ま
で
の

河
上
の
著
作
・
論
文
を
批
評
す
る
た
び
に
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
の

基
礎
に
は
唯
物
史
観
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
、
唯
物
史
観
を
経
済

的
史
観
説
だ
と
考
え
て
い
た
河
上
を
批
判
し
た
。
た
だ
し
、
櫛
田
自
身

は
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
と
唯
物
史
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
説

明
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。

　

自
ら
の
理
解
を
強
く
批
判
さ
れ
た
河
上
は
、
唯
物
史
観
を
徹
底
的
に

研
究
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
彼
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
一
九
二
四

年
九
月
一
日
に
論
文
「
唯
物
史
観
と
因
果
関
係
」
を
発
表
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
段
階
で
は
自
然
事
象
と
社
会
事
象
の
質
的
な
違
い
を
考
慮
せ

ず
、
人
々
が
そ
の
形
成
・
展
開
に
参
与
す
る
社
会
事
象
を
、
人
々
の
手

が
加
わ
ら
な
い
自
然
事
象
と
同
様
に
相
関
関
係
の
論
理
で
分
析
し
得
る

と
考
え
た
の
で
、
そ
の
唯
物
史
観
理
解
は
的
外
れ
に
終
わ
っ
た

）
4
（

。

　

次
に
河
上
は
、
一
九
二
四
年
度
の
経
済
学
史
講
義
（
病
気
の
た
め
、

年
度
当
初
か
ら
お
よ
そ
五
カ
月
間
休
講
し
た
後
の
一
九
二
四
年
九
月
十
五
日
に

始
め
、
翌
年
一
月
十
九
日
に
終
え
た
）
で
集
中
的
に
商
品
価
値
に
つ
い
て

再
検
討
し
、
そ
れ
は
資
本
主
義
経
済
に
お
け
る
人
々
の
労
働
と
い
う
実

在
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
社
会
の
人
々
の
社
会
的
意
識
形
態
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
（
河
上 

二
〇
一
四
、
三
七
―
四
八
頁
）
。
そ
し
て
河
上
は
、

こ
の
講
義
を
お
こ
な
っ
て
い
る
最
中
の
一
九
二
五
年
元
旦
に
櫛
田
が
発

表
し
た
論
文
「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
概
念
に
関
す
る
一
考
察
」
に
刺
激
を

受
け
て
、
自
分
の
見
解
を
「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
概
念
に
関
す
る
一
考
察

―
―
櫛
田
民
蔵
氏
の
同
題
の
論
文
を
読
み
て
」
と
し
て
翌
二
月
一
日
に

公
表
し
た
。
こ
の
同
題
の
論
文
に
お
い
て
櫛
田
は
抽
象
的
人
間
労
働
と

し
て
の
商
品
価
値
を
指
摘
し
た
が
、
河
上
は
そ
れ
に
加
え
て
人
々
の
社

会
的
意
識
形
態
と
し
て
の
商
品
価
値
を
指
摘
し
た
。
こ
の
講
義
と
論
文

に
よ
っ
て
河
上
は
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
（
労
働
価
値
説
）
が
唯
物

史
観
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
契
機
を
得
た
（
上
谷 

二
〇

一
五
、
三
二
―
五
三
頁
）
。

　

続
い
て
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
や
『
資
本
論
』
の
記

述
を
点
検
し
、
商
品
価
値
の
み
な
ら
ず
資
本
・
商
品
・
貨
幣
・
価
格
・

利
潤
な
ど
が
商
品
生
産
社
会
の
生
産
関
係
を
反
映
し
て
い
る
実
在
で
あ

る
と
と
も
に
、
こ
の
社
会
の
人
々
の
社
会
的
意
識
形
態
の
う
ち
の
経
済

的
意
識
形
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
河
上 

一
四
、
二
五
三
―
二
五
六

頁
）
。
ま
た
河
上
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
的
意
識
形
態
（gesellschaftliche 

Bew
ußtseinsform

en

）
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
中
の
「
観

念
的
形
態
（ideologische Form

en

）
」
（
法
律
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
、
芸
術

的
、
哲
学
的
な
思
想
）
と
は
異
な
る
（
河
上 

一
四
、
二
六
〇
頁
）
。
こ
れ
ら

の
認
識
は
、
唯
物
史
観
理
解
の
核
心
で
あ
る
（
上
谷 

二
〇
一
三
、
一
九

―
三
七
頁
）
。
彼
は
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
で
こ
の
認
識
を
提
示
し
、

一
九
二
六
年
度
経
済
学
史
講
義
で
も
こ
の
考
え
を
維
持
し
て
い
る
。

　

河
上
が
あ
ら
た
め
て
唯
物
史
観
を
探
究
し
て
い
る
最
中
の
一
九
二
六
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年
初
め
に
、
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
ド
イ
ツ
語
版
）
が
公
表
さ

れ
た
。
そ
の
序
論
で
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
「
理
念
、
表
象
、

意
識
、
の
生
産
は
、
当
初
は
直
接
に
、
人
間
た
ち
の
物
質
的
活
動
や
物

質
的
交
通
、
現
実
的
な
生
活
の
言
語
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
」
（
マ
ル

ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス 
二
〇
〇
五
、
二
九
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
認
識
を

河
上
は
支
持
し
た
。

　

河
上
は
、
人
間
の
社
会
的
な
意
識
に
関
す
る
自
分
の
認
識
に
つ
い
て
、

「
社
会
的
意
識
形
態
」
再
論
で
「
か
ゝ
る
意
見
は
何
人
の
著
作
か
ら
の

示
唆
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
な
く
、
全
く
資
本
論
自
体
の
う
ち
か
ら
私

自
身
の
考
へ
出
し
た
も
の
」（
河
上 
一
六
、
一
一
一
頁
）
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
段
階
で
も
河
上
は
唯
物
論
に
言
及
し
て
い
な
い
。

彼
は
「
自
己
清
算
」
論
文
で
初
め
て
唯
物
論
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
唯

物
史
観
や
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を

く
わ
し
く
論
じ
た
。

二　
「
自
己
清
算
」論
文
の
展
開

（
1
）
理
論
と
実
践
と
の
関
係

　

こ
の
「
自
己
清
算
」
論
文
で
河
上
は
、
ま
ず
、
理
論
と
実
践
と
の
関

係
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
彼
は
、
社
会
で
勢
力
を
持
っ

て
い
る
理
論
に
は
社
会
的
な
意
義
の
あ
る
実
践
的
な
意
志
が
伴
っ
て
い

る
事
実
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
一

八
四
八
年
に
公
表
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
共
産
党
宣
言
』
、

J
・
S
・
ミ
ル
の
『
経
済
学
原
論
』
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
『
現
在
お

よ
び
将
来
の
国
民
経
済
学
』
は
、
各
著
者
の
階
級
的
立
場
と
そ
れ
に
も

と
づ
く
資
本
主
義
体
制
へ
の
は
た
ら
き
か
け
と
い
う
実
践
的
意
志
に
も

と
づ
い
て
い
る
と
し
た
（
河
上 

一
四
、
三
一
六
―
三
二
〇
頁
）
。

　

河
上
に
よ
れ
ば
、
理
論
が
実
践
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
う
場
合
に
、

理
論
の
真
理
性
を
判
定
す
る
規
準
は
実
践
に
求
め
ら
れ
、
理
論
は
実
践

を
根
拠
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
理
論
は
実
践
の
場
で
そ
の

真
理
性
を
試
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
修
正
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た

な
理
論
が
で
き
あ
が
る
。
こ
う
し
て
、
実
践
は
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
理

論
を
育
て
、
こ
の
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
理
論
は
さ
ら
に
高
い
レ
ベ

ル
の
実
践
の
拠
り
所
と
な
る
。
実
践
と
理
論
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
を
支

え
な
が
ら
他
に
支
え
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
。
河
上
は
、
理
論
と
実
践
の

う
ち
で
よ
り
根
源
的
な
の
は
実
践
で
あ
り
、
理
論
と
実
践
と
が
矛
盾
す

る
場
合
に
は
理
論
を
変
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
（
河

上 

一
四
、
三
三
四
頁
）
。

　

理
論
も
実
践
も
、
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
実
践
は
特
定
の
時
代

に
お
け
る
具
体
的
な
行
動
で
あ
っ
て
、
当
該
時
代
の
制
約
を
受
け
て
い

る
。
実
践
が
生
み
出
し
た
理
論
も
、
当
該
時
代
の
実
践
の
制
約
を
受
け

る
。
人
々
は
特
定
の
時
代
に
生
活
し
て
、
そ
の
時
代
特
有
の
課
題
を
背

負
い
、
そ
の
課
題
の
解
決
を
め
ざ
し
て
行
動
し
、
理
論
を
形
成
し
て
い

る
（
河
上 

一
四
、
三
二
六
頁
）
。
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一
九
二
七
年
二
月
、
河
上
は
「
自
己
清
算
」
論
文
第
一
節
の
末
尾
で

三
木
清
の
左
記
の
文
を
引
用
し
た
。

　

存
在
は
根
源
的
に
は
関
心
に
よ
つ
て
現
実
的
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
る
に
各
の
関
心
は
そ
れ
の
存
在
の
仕
方
に
於
て
つ
ね
に

事
実
的
（faktisch
）
な
る
関
心
で
あ
る
。
そ
れ
の
存
在
性
に
は

事
実
的
な
る
具
体
性
が
根
本
的
に
屬
し
て
ゐ
る
。
関
心
は
人
間
の

存
在
の
存
在
の
仕
方
と
し
て
そ
れ
自
身
具
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
具
体
的
と
い
ふ
の
は
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
て
在
る
と
云
ふ
こ

と
に
外
な
ら
な
い
。 

（
河
上 

一
四
、
三
一
三
頁
）

　

こ
の
文
章
で
三
木
は
、
存
在
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
具
体
的
な
も

の
で
あ
る
と
強
調
し
た
の
だ
が
、
そ
の
主
張
を
河
上
は
支
持
し
て
い
る
。

　

理
論
と
実
践
の
関
係
に
つ
い
て
の
河
上
の
認
識
を
概
括
す
る
と
、
理

論
は
具
体
的
な
実
践
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
理
論
の
規
準
は
具
体
的
実
践

に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は
、
人
間
が
住
む
世
界
の
構
造
や
そ
の
推
移
を

人
間
の
実
践
の
視
点
に
よ
っ
て
観
察
し
理
解
す
る
哲
学
が
成
立
す
る
と

し
、
そ
れ
を
「
実
践
的
唯
物
論
」
と
呼
ん
だ
。
世
界
を
人
間
の
実
践
的

活
動
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
世
界
を
人
間
と
自
然
と
の
闘
争
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
河
上
は
、
実
践
的
唯
物
論
は
同
時
に
闘
争

的
唯
物
論
で
あ
る
と
し
（
河
上 

一
四
、
三
三
五
頁
）
、
世
界
に
対
す
る
具

体
的
な
働
き
か
け
だ
け
が
私
た
ち
に
客
観
的
な
真
理
を
も
た
ら
す
と
し

て
、
独
自
の
唯
物
論
・
唯
物
史
観
を
展
開
し
て
い
く
。

（
2
）
実
践
的
唯
物
論

　

河
上
は
唯
物
論
を
、
人
間
の
実
践
を
重
視
す
る
哲
学
の
理
論
と
し
て

説
明
し
た
。
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
考
え
方
に
依
拠
し
て

自
分
の
唯
物
論
を
確
立
し
よ
う
と
努
め
た
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
に
言
及
し
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
デ
ー
が
自
然
・
実
在
を
定
立
す
る
と
い
う
客
観
的

観
念
論
を
と
な
え
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
正

面
か
ら
否
定
し
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在

性
を
持
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
哲
学
を
実
在
的
な
も
の
・

有
限
の
も
の
・
規
定
さ
れ
た
も
の
・
現
実
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
外

的
現
象
あ
る
い
は
具
体
物
か
ら
出
発
さ
せ
る
唯
物
論
を
と
な
え
た
。
マ

ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
実
社
会
で
活
動
を
始
め
た
時
に
は
ヘ
ー
ゲ

ル
学
徒
で
あ
っ
た
が
、
一
八
四
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
を

中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
問
題
や
労
働
運
動
に
接
す
る
過
程
で
、

現
実
の
社
会
・
国
家
の
中
で
生
活
し
て
い
る
人
々
を
あ
り
の
ま
ま
に
理

解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
見
解
を
積
極
的
に
支
持
す
る
に
到
っ
た
。

　

し
か
し
、
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
執
筆
の
時
期
（
一
八
四
五
年

半
ば
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
）
に
な
る
と
、
外
的
現
象
あ
る
い
は
具
体

物
を
と
ら
え
る
形
式
に
関
し
て
、
彼
ら
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
の
あ
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い
だ
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
人
々
の
具
体
的
環
境
で
あ
る
自

然
や
社
会
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
理
論
を
形
成
し
て
い
く
唯
物
論
的

立
場
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

と
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
世
界
を
と
ら
え
る
に
際
し
て
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
は
世
界
へ
の
人
間
の
側
か
ら
の
積
極
的
な
働
き
か
け
を
軽

視
し
た
。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
現
実
や
感
性
を
客
体

な
い
し
直
観
の
形
式
で
と
ら
え
て
お
り
、
感
性
的
・
人
間
的
な
活
動
、

実
践
と
し
て
主
体
的
に
と
ら
え
て
い
な
い
（
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス 

二

〇
〇
五
、
二
三
〇
頁
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
河
上
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
は
人
間
の
実
践
か
ら
生
じ
る
経
験
を
認
識
の
基
礎
と
し
て
い
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
経
験
を
人
間
の
実
践
と
し
て
把
握
し
な
か
っ
た
、
と
評
し

て
い
る
（
河
上 

一
四
、
三
五
二
頁
）
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
感
覚
器

官
や
頭
脳
に
よ
っ
て
世
界
を
観
察
し
、
理
解
し
た
。
そ
の
観
察
や
理
解

は
世
界
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
交
渉
で
あ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
一
つ

の
経
験
・
実
践
で
あ
る
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
は
そ
の
よ
う
に

認
識
せ
ず
、
世
界
と
人
間
と
を
は
っ
き
り
と
区
分
け
し
て
、
人
間
を
受

け
身
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
た
。
世
界
と
人
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

河
上
は
「
如
何
に
し
て
、
世
界
が
吾
々
に
向
つ
て
そ
れ
自
身
を
顕
は
に

し
、
吾
々
の
た
め
の
現
象
と
な
る
か
」
と
自
問
し
、
「
人
間
が
外
的
世

界
に
向
つ
て
実
践
的
に
働
き
か
け
る
過
程
の
間
に
彼
に
お
い
て
発
生
す

る
と
こ
ろ
の
感
覚
を
通
し
、
―
―
そ
の
過
程
に
お
い
て
彼
に
感
覚
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
り
、
―
―
世
界
は
彼
に
向
つ
て
始
め
て
そ
れ
自

ら
を
顕
は
に
し
、
『
現
象
す
な
は
ち
人
間
の
た
め
の
物
』
と
な
る
」
（
河

上 

一
四
、
三
五
三
頁
）
と
自
答
し
た
。

　

他
方
で
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
人
間
の
実
践
が
起
点
と
な

る
こ
と
で
世
界
に
関
す
る
理
解
が
進
ん
で
い
く
と
考
え
た
。
河
上
は
彼

ら
の
認
識
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
河
上
は
、
「
観
念

や
表
象
や
意
識
や
の
生
産
は
、
先
づ
、
人
間
の
物
質
的
活
動
と
物
質
的

交
通
の
う
ち
に
直
接
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
」
（
河
上 

一
四
、
四
二
〇
頁
）

と
表
現
し
て
い
る
。
「　

」
内
の
文
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
河
上
は
、
外
界
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
人
間
は

事
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
事
象
は
初
め
て
明
確
に
人
間
の
意
識
の

対
象
に
な
る
、
と
考
え
た
。
事
象
は
、
人
間
が
そ
の
存
在
を
意
識
す
る

前
か
ら
存
在
し
て
い
る
が
、
人
間
は
事
象
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
そ
の
存
在
に
気
づ
く
の
で
あ
る

）
5
（

。
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論

文
で
の
河
上
の
認
識
に
つ
い
て
福
本
和
夫
は
、
そ
れ
は
経
験
批
判
論
だ
、

と
し
て
批
判
し
た
（
福
本 

一
、
一
七
五
―
一
七
九
頁
）
。
し
か
し
河
上
は
、「
社

会
的
意
識
形
態
」
再
論
に
お
い
て
、
自
分
の
認
識
は
経
験
批
判
論
で
は

な
い
、
と
反
論
し
て
い
る

）
6
（

。
レ
ー
ニ
ン
は
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』

に
お
い
て
、
ボ
グ
ダ
ノ
フ
、
バ
ザ
ロ
フ
、
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
ら
経
験

批
判
論
者
の
主
張
を
詳
細
に
批
判
し
た
。
そ
の
邦
訳
が
一
九
二
七
年
三

月
三
十
一
日
に
出
版
さ
れ
る
と
、
福
本
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
経
験
批
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判
論
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
河
上
は
す
ぐ
に
入
手
し
、
主
と
し
て
同
書

に
依
拠
し
て
福
本
の
主
張
に
対
抗
し
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
日
本
共
産

党
の
「
分
離
＝
結
合
理
論
」
な
ど
を
批
判
し
た
い
わ
ゆ
る
「
二
七
年
テ
ー

ゼ
」
は
、
日
本
で
も
一
九
二
八
年
三
月
に
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
を
機

に
労
働
組
合
や
大
衆
政
党
へ
の
福
本
の
影
響
力
は
消
え
た
。
け
れ
ど
も

唯
物
論
・
唯
物
史
観
に
関
す
る
論
争
は
決
着
が
つ
か
ず
、
河
上
は
「
自

己
清
算
」
論
文
の
最
後
ま
で
福
本
の
認
識
へ
の
批
判
を
続
け
た
。

　

河
上
の
「
実
践
的
唯
物
論
」
は
、
彼
な
り
に
唯
物
論
を
と
ら
え
よ
う

と
し
て
得
た
認
識
で
あ
り
、
環
境
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
彼
の

姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。
彼
の
考
え
は
、
現
実
を
客
体
な
い
し
直
観
の
形

式
で
と
ら
え
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
非
実
践
的
・
観
想
的
な
唯
物
論

と
は
明
確
に
異
な
り
、
現
実
を
人
間
の
感
性
的
活
動
・
実
践
だ
と
解
す

る
マ
ル
ク
ス
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
河
上
の
認
識
は
三

木
の
そ
れ
と
も
重
な
っ
て
い
る
（
第
三
節
第
二
項
・
第
四
節
参
照
）
。

（
3
）
唯
物
史
観
の
骨
格
と
人
間
の
意
識
の
機
能

　

河
上
は
、
一
九
二
六
年
に
ド
イ
ツ
語
版
が
公
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
ド

イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
、
す
で
に
広
く
学
界
に
知
ら
れ
て
い
た
マ

ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
の
序
言
と
を
主
な
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、

唯
物
史
観
の
骨
格
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
河
上
は
、
唯
物
史
観
と
は

実
践
的
唯
物
論
の
視
点
に
拠
っ
て
社
会
と
歴
史
を
考
察
す
る
研
究
方
法

で
あ
り
、
そ
の
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
社
会
観
・
歴
史
観
で
あ
る
と

考
え
た
。
実
践
的
唯
物
論
は
世
界
の
発
展
を
人
間
と
自
然
と
の
闘
争
過

程
だ
と
解
し
て
い
る
か
ら
、
唯
物
史
観
も
そ
の
線
上
に
あ
る
。
彼
は
「
そ

れ
（
唯
物
史
観
を
指
す
―
―
引
用
者
）
は
人
間
の
た
め
の
世
界
を
『
感
性
的
・

人
間
的
活
動
、
実
践
』
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
実
践
的
唯
物
論
（
全

唯
物
論
）
の
一
領
域
を
構
成
す
る
」
（
河
上 

一
四
、
三
九
二
頁
）
と
述
べ

て
い
る
。

　

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
が
言
う
よ
う
に
、
「
『
歴
史
を
創
る
』

こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
人
間
た
ち
が
生
活
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
か
ら
、
人
々
は
ま
ず
飲
食
・
住
居
・
被
服
な
ど
の
欲
求
を
充

足
す
る
手
段
を
整
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
「
生
（
レ
ー
ベ
ン
）
の
生
産
」

で
あ
り
、
第
一
の
歴
史
的
行
為
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
自
然
に

働
き
か
け
る
。
人
間
が
自
然
に
働
き
か
け
る
過
程
は
、
人
間
と
自
然
と

の
あ
い
だ
の
物
質
交
換
過
程
（
物
質
的
生
産
・
労
働
の
過
程
）
で
あ
り
、

そ
こ
に
物
質
的
生
産
に
役
立
つ
力
と
し
て
の
物
質
的
生
産
諸
力
が
現
れ

る
。

　

ま
た
人
間
は
一
人
で
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
共
同
で
生
活
す
る

か
ら
、
物
質
的
生
産
を
お
こ
な
う
際
に
必
ず
社
会
組
織
を
つ
く
る
。
物

質
的
生
産
を
め
ぐ
る
人
間
同
士
の
社
会
的
関
係
は
人
々
の
あ
い
だ
の
労

働
交
換
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
産
諸
関
係
を
形
成
す
る
。

人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
交
換
過
程
・
物
質
的
生
産
を
め
ぐ
る

人
間
同
士
の
労
働
交
換
過
程
の
研
究
は
経
済
学
の
任
務
で
あ
り
、
経
済

学
研
究
を
と
お
し
て
マ
ル
ク
ス
は
唯
物
史
観
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
認
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識
し
た
河
上
は
、
実
践
的
唯
物
論
と
経
済
理
論
と
唯
物
史
観
と
が
つ
な

が
っ
て
い
る
と
考
え
た
（
河
上 

一
四
、
三
九
一
―
三
九
二
頁
）
。

　

人
間
は
、
意
識
を
持
つ
存
在
と
し
て
行
動
し
て
い
る
。
ま
た
必
ず
共

同
生
活
を
営
む
が
、
そ
の
際
、
互
い
の
意
思
疎
通
の
た
め
に
言
語
を
用

い
る
。
彼
ら
の
意
識
は
言
語
と
な
っ
て
現
れ
る
。

　

こ
う
し
て
河
上
に
よ
れ
ば
、
人
間
生
活
の
基
礎
を
支
え
て
い
る
の
は

生
産
諸
力
・
生
産
諸
関
係
・
人
間
の
意
識
で
あ
り
、
歴
史
は
こ
れ
ら
の

三
者
の
支
え
合
い
と
せ
め
ぎ
合
い
の
自
己
運
動
が
基
軸
と
な
っ
て
展
開

し
て
い
く
。
こ
れ
が
、
河
上
の
唯
物
史
観
の
骨
組
み
で
あ
る
。
彼
は
、

生
産
諸
力
と
生
産
諸
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
ま
た
両
者
の
関
係

に
つ
い
て
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
々
の
物
質
的
生
活

諸
関
係
の
場
と
な
っ
て
い
る
市
民
社
会
に
お
け
る
法
律
的
・
政
治
的
上

層
建
築
（
法
律
・
階
級
・
国
家
な
ど
）
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

　

河
上
は
、
社
会
の
物
質
的
生
産
諸
力
、
生
産
諸
関
係
と
な
ら
ん
で
人

間
の
意
識
に
注
目
し
、
意
識
の
形
成
と
機
能
に
つ
い
て
、
「
社
会
的
意

識
形
態
」
再
論
（
一
九
二
七
年
元
旦
公
表
）
を
踏
ま
え
、
「
自
己
清
算
」

論
文
で
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
意
識
も
言
語
も

人
間
の
社
会
生
活
の
反
映
で
あ
り
、
意
識
は
言
語
の
形
で
表
現
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
意
識
と
言
語
と
は
同
い
年
で
あ
り
、
人
間
の
生
（
レ
ー
ベ
ン
）

の
生
産
の
拡
大
と
と
も
に
発
展
す
る
。
意
識
の
最
初
の
姿
は
、
本
能
と

区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
低
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
、
社
会
的
分
業
が
進
展

し
て
物
質
的
労
働
と
精
神
的
労
働
と
が
生
ず
る
段
階
に
な
る
と
、
意
識

は
現
実
の
具
体
的
な
事
象
や
実
践
と
は
別
の
こ
と
が
ら
を
表
現
し
得
る

よ
う
に
な
り
、
神
学
、
哲
学
、
倫
理
学
な
ど
が
成
立
す
る
（
河
上 

一
四
、

四
一
九
―
四
二
三
頁
）
。
こ
の
神
学
、
哲
学
、
倫
理
学
な
ど
が
、
い
わ
ゆ

る
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
中
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
諸
形
態
」
で
あ
る
。

　

唯
物
史
観
の
主
要
な
契
機
の
考
察
を
済
ま
せ
た
河
上
は
、
次
に
、
生

産
諸
関
係
な
ど
の
社
会
の
諸
事
象
と
人
間
の
意
識
と
の
関
係
を
提
示
し

た
。
社
会
の
諸
事
象
は
人
間
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
は
人
間
の
社
会
的
存
在
で
あ
る
。
人
々
は
そ
の
社
会
的
存
在
を
観
察

し
て
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
意
識
形
態
で
あ
る
言
語
を
形

成
す
る
。
河
上
は
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
（
一
九
二
六
年
元
旦
公
表
）

で
は
「
社
会
的
意
識
形
態
」
を
明
確
に
規
定
し
な
か
っ
た
が
、
「
自
己

清
算
」
論
文
で
は
人
間
の
「
社
会
的
存
在
に
関
す
る
一
定
の
意
識
形
態
」

だ
と
規
定
し
、
「
こ
れ
ら
の
意
識
形
態
は
、
人
間
自
ら
が
そ
の
活
動
に

よ
つ
て
造
り
出
だ
せ
る
・
彼
等
の
社
会
的
存
在
に
よ
る
被
造
物
で
あ
る
」

（
河
上 

一
四
、
四
九
八
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
彼
は
、
「
社
会
的
意
識

形
態
」
が
社
会
の
仕
組
み
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
注
目

し
、
他
の
意
識
形
態
と
の
異
同
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
。

　

「
社
会
的
意
識
形
態
」
と
は
、
人
々
が
人
間
の
社
会
的
存
在
の
表
面

を
見
た
ま
ま
に
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。
商
品
の
生
産
・
交
換
・
分
配
・

消
費
を
普
遍
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
資
本
主
義
社
会
で
は
、
人
と
人
と

の
関
係
が
商
品
を
媒
介
に
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
社
会
の

人
々
は
人
と
人
と
の
関
係
を
商
品
と
商
品
と
の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
。
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そ
の
理
解
は
資
本
主
義
社
会
の
生
産
関
係
（
生
産
手
段
を
持
つ
支
配
階
級

と
労
働
力
商
品
だ
け
を
持
つ
被
支
配
階
級
と
の
関
係
）
の
真
相
を
と
ら
え
て

い
な
い
が
、
社
会
の
表
面
だ
け
に
注
目
し
て
い
る
人
々
は
そ
の
こ
と
に

気
づ
か
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
河
上
は
、「
人
間
の
社
会
的
意
識
は
、

彼
等
の
意
志
・
意
欲
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
か
ゝ
る
客

観
的
な
る
彼
等
の
社
会
的
存
在
を
、
彼
等
の
頭
脳
で
模
写
し
、
映
写
し
、

反
映
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
事
物
を

顚
倒
し
て
反
映
す
る
」
（
河
上 
一
四
、
四
九
九
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

　

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
河
上
は
社
会
の
経
済
構
造
と
人
々
の
社

会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
と
の
関
係
の
把
握
に
向
か
っ
た
。
彼
は
、

い
わ
ゆ
る
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
中
の
「
物
質
的
生
活
の
生
産
の
仕
方
」

に
対
応
す
る
「
社
会
的
な
生
活
過
程
」
・
「
政
治
的
な
生
活
過
程
」
・
「
精

神
的
な
生
活
過
程
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
社
会
的
な
生
活
過
程
」
、
「
政
治
的
な
生
活
過
程
」
、
お
よ
び
「
精
神
的

な
生
活
過
程
」
の
う
ち
社
会
的
意
識
形
態
以
外
の
分
野
に
お
け
る
人
々

の
認
識
は
、
直
接
的
に
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
物
質
的

生
活
の
生
産
の
仕
方
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
精
神
的
な

生
活
過
程
の
う
ち
社
会
的
意
識
形
態
以
外
の
も
の
と
は
、
「
一
民
族
の

政
治
、
法
律
、
道
徳
、
宗
教
、
形
而
上
学
、
等
々
の
言
語
に
表
わ
さ
れ

る
よ
う
な
、
精
神
的
生
産
」
（
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス 

二
〇
〇
五
、
二
九

―
三
〇
頁
）
で
あ
る
。
河
上
は
こ
れ
ら
を
「
観
念
的
形
態
」
と
し
て
、「
社

会
的
意
識
形
態
」
と
は
明
確
に
区
別
し
て
い
る

）
7
（

。
そ
の
一
方
で
彼
は
、

実
践
か
ら
遊
離
し
た
こ
れ
ら
の
精
神
的
生
産
物
も
、
人
間
の
実
践
と
直

接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
社
会
的
意
識
形
態
と
同
様
に
人
間
の
社
会
的
存

在
の
反
映
で
あ
る
と
し
、
「
こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
結
局
に
お

い
て
は
、
人
間
の
社
会
的
存
在
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
は
当
の
人
間
に
は
意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
意
識
さ

れ
な
い
が
ゆ
ゑ
に
そ
れ
は
自
立
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
る
と
こ
ろ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
」
（
河
上 

一
四
、
五
〇
七
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。

　

彼
は
、
人
間
の
意
識
が
言
語
の
形
で
表
現
さ
れ
た
社
会
的
意
識
形
態

と
観
念
的
形
態
（
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
）
と
の
違
い
を
、
社
会
事
象
（
人

間
の
社
会
的
存
在
）
を
把
握
す
る
際
の
人
間
の
認
識
の
レ
ベ
ル
の
違
い

と
し
て
と
ら
え
た
。
こ
れ
は
、
青
年
時
代
以
来
、
社
会
生
活
に
お
け
る

人
間
の
意
識
の
働
き
に
注
目
し
続
け
て
い
た
彼
が
、
「
唯
物
史
観
の
公

式
」
中
の
こ
の
二
つ
の
語
句
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
る
な

か
で
得
た
ユ
ニ
ー
ク
な
理
解
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の
認
識
の
特
徴
が
現

れ
て
い
る

）
8
（

。

三　

福
本
和
夫
・
三
木
清
の
認
識
と
河
上
の
対
応

　

河
上
は
唯
物
史
観
の
本
質
の
把
握
に
努
め
る
過
程
で
他
の
研
究
者
の

認
識
を
検
討
し
、
自
分
の
見
解
を
固
め
て
い
っ
た
。
本
節
で
は
、
人
々

の
社
会
生
活
と
彼
ら
の
意
識
の
機
能
と
の
連
関
に
関
す
る
福
本
和
夫
や

三
木
清
の
考
察
に
接
し
た
河
上
が
「
自
己
清
算
」
論
文
に
お
い
て
ど
う
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対
応
し
た
か
を
検
討
す
る
。

（
1
）
福
本
和
夫
と
河
上

　

本
項
で
は
、
第
一
に
『
資
本
論
』
が
対
象
と
し
て
い
る
領
域
に
つ
い

て
、
第
二
に
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
中
の
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
と

「
観
念
的
諸
形
態
」
と
の
異
同
に
つ
い
て
、
二
人
の
見
方
を
対
比
す
る
。

　

福
本
は
、
論
文
「
経
済
学
批
判
の
う
ち
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
『
資
本

論
』
の
範
囲
を
論
ず
」
（
一
九
二
四
年
十
二
月
公
表
）
に
お
い
て
、
経
済

学
批
判
は
純
経
済
過
程
・
国
家
過
程
・
意
識
過
程
・
国
際
過
程
か
ら
成

る
近
代
有
産
者
社
会
を
研
究
対
象
と
し
、
そ
の
経
済
的
運
動
法
則
の
把

握
を
目
的
と
す
る
、
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
資
本
論
』
は
純
経
済
過

程
を
対
象
と
し
て
資
本
の
内
在
的
運
動
法
則
を
探
究
し
た
だ
け
で
あ
り
、

資
本
の
現
実
的
運
動
法
則
や
国
家
過
程
・
意
識
過
程
・
国
際
過
程
の
探

究
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
（
福
本 

二
、
一
四
六
頁
）
。
福
本
に
よ
れ
ば
、

唯
物
史
観
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
唯
物
論
を

思
考
材
料
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
学
批
判
の
事
業
を
も
前
提
と
し

て
で
き
あ
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
唯
物
史
観
は
「
つ
ひ
に
マ
ル
ク
ス
自

身
に
よ
つ
て
一
つ
の
ま
と
ま
れ
る
形
像
に
ま
で
仕
上
げ
ら
れ
な
い
で
終

つ
た
」
（
福
本 

一
、
一
二
六
頁
）
こ
と
に
な
る
。

　

『
資
本
論
』
は
人
間
の
意
識
過
程
の
研
究
を
含
ん
で
い
な
い
、
と
す

る
福
本
の
認
識
は
、
河
上
の
認
識
と
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
た
。
河
上

は
福
本
の
主
張
に
応
答
す
る
か
た
ち
で
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
を

書
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

社
会
的
意
識
形
態
の
或
る
も
の
は
、
（
私
は
仮
に
そ
の
或
る
も

の
を
経
済
的
意
識
形
態
と
名
づ
け
る
）
、
現
実
の
土
台
た
る
社
会

の
経
済
的
構
造
と
分
離
し
得
べ
か
ら
ざ
る
連
絡
を
有
つ
。
そ
れ
は

土
台
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
土
台
の
上
に
、
先
づ

法
律
的
お
よ
び
政
治
的
の
上
層
建
築
が
立
ち
、
更
に
そ
の
上
に
、

第
二
の
上
層
建
築
と
し
て
―
―
従
つ
て
土
台
か
ら
は
可
な
り
懸
け

離
れ
た
空
中
に
―
―
経
済
的
意
識
形
態
が
聳
え
て
ゐ
る
わ
け
で
は

な
い
。（
中
略
）
か
く
て
私
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
実
の

土
台
た
る
社
会
の
経
済
的
構
造
の
研
究
は
、
同
時
に
、
社
会
的
意

識
形
態
の
或
る
主
な
る
も
の
ゝ
研
究
と
な
る
。
前
者
の
研
究
は
即

ち
後
者
の
研
究
で
あ
る
。 

（
河
上 

一
四
、
二
五
三
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
稿
の
第
一
節
で
も
議
論
し
た
よ
う
に
、
河
上

は
社
会
の
経
済
的
構
造
と
人
々
の
経
済
的
意
識
形
態
と
の
連
関
を
指
摘

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
本
の
見
解
を
批
判
し
た
。

　

し
か
し
福
本
は
、
一
九
二
六
年
二
月
に
公
刊
し
た
『
社
会
の
構
成
＝

並
に
変
革
の
過
程
』
に
お
い
て
も
社
会
的
意
識
形
態
を
「
上
層
建
築
其

の
二
」
と
位
置
づ
け
、
社
会
の
「
下
層
建
築
」
と
し
て
の
経
済
的
構
造

と
は
っ
き
り
分
離
し
て
い
る
（
福
本 

一
、
三
四
頁
）
。

　

次
に
、
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
と
「
観
念
的
諸
形
態
」
と
の
異
同
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に
つ
い
て
。
福
本
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
社
会
で
は
経
済
的
な
土
台
（
「
下

層
建
築
」
）
に
適
応
し
た
法
律
的
・
政
治
的
な
制
度
（
「
上
層
建
築
其
の
一
」
）

が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
精
神
的
生
産
（
「
上
層
建
築
其
の
二
」
）
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
中
の

「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
と
「
観
念
的
諸
形
態
」
は
い
ず
れ
も
「
上
層

建
築
其
の
二
」
で
あ
っ
て
、
同
じ
内
容
で
あ
る
と
考
え
た
。
「
公
式
」

に
よ
る
と
、
社
会
革
命
の
時
期
に
は
経
済
的
基
礎
の
変
化
に
つ
れ
て
上

部
構
造
全
体
が
徐
々
に
あ
る
い
は
急
激
に
く
つ
が
え
る
。
こ
の
こ
と
に

関
連
し
て
「
公
式
」
は
「
こ
の
よ
う
な
諸
変
革
を
考
察
す
る
さ
い
に
は
、

経
済
的
な
生
産
諸
条
件
に
お
こ
っ
た
物
質
的
な
、
自
然
科
学
的
な
正
確

さ
で
確
認
で
き
る
変
革
と
、
人
間
が
こ
の
衝
突
を
意
識
し
、
そ
れ
と
決

戦
す
る
場
と
な
る
法
律
、
政
治
、
宗
教
、
芸
術
、
ま
た
は
哲
学
の
諸
形

態
、
つ
づ
め
て
い
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
諸
形
態
と
を
つ
ね
に
区
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
マ
ル
ク
ス 

一
九
五
六
、
一
三
―
一
四
頁
）
と
し
た
。

こ
の
記
述
に
つ
い
て
福
本
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

私
は
、
こ
ゝ
に
あ
げ
ら
れ
た
る
諸
の
意
識
形
態
は
、
単
に
例
示

的
に
示
さ
れ
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
、
経
済

的
意
識
形
態
を
以
つ
て
特
に
敢
て
除
外
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
は
な
い
と
お
も
ふ
。
精
密
に
い
ふ
な
ら
ば
、
経
済
的
意

識
形
態
は
必
ず
や
こ
ゝ
に
掲
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ

を
掲
げ
て
ゐ
な
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
不
備
と
い
は
る
べ
き
だ
と

考
へ
る
。 

（
福
本 

一
、
一
八
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
福
本
は
、
人
間
の
意
識
と
経
済
活
動
と
を
相
対
的
に
独

立
し
た
も
の
だ
と
考
え
、
ま
た
、
人
間
の
社
会
的
な
意
識
を
一
括
し
て

と
ら
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
河
上
は
、
人
間
が
環
境
に
働
き
か
け
て
変

化
さ
せ
る
過
程
で
社
会
的
な
意
識
と
言
語
が
生
じ
る
と
し
、
環
境
と
社

会
的
な
意
識
と
言
語
と
は
一
体
と
な
っ
て
変
化
し
て
い
く
、
と
考
え
た
。

そ
の
う
え
で
河
上
は
人
間
の
社
会
的
な
意
識
を
て
い
ね
い
に
考
察
し
、

経
済
活
動
の
表
面
を
見
え
た
ま
ま
に
表
現
し
た
社
会
的
意
識
形
態
と
、

人
間
の
経
済
活
動
と
直
接
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
観
念
的
形
態
と
に

区
分
け
し
た
。

（
2
）
三
木
清
と
河
上

　

唯
物
史
観
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
三
木
と
河
上
と
の
あ
い
だ
で
明
確
な

論
争
は
な
か
っ
た
。
唯
物
史
観
を
把
握
す
る
た
め
に
三
木
は
人
間
学
の

視
点
か
ら
接
近
し
、
河
上
は
経
済
学
の
視
点
か
ら
接
近
し
た
。
た
だ
し
、

こ
の
二
人
は
、
人
間
存
在
を
環
境
に
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
く

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
で
共
通
で
あ
っ
た
の
で
、
互
い
に
相
手

の
論
文
を
読
む
過
程
で
、
ま
た
「
経
済
学
批
判
会
」
で
の
議
論
を
つ
う

じ
て
刺
激
を
受
け
、
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

三
木
は
「
人
間
学
の
マ
ル
ク
ス
的
形
態
」
（
一
九
二
七
年
六
月
公
表
）

に
お
い
て
、
「
基
礎
経
験
」
・
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
学
）
」
・
「
イ
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デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
概
念
を
用
い
て
本
格
的
に
マ
ル
ク
ス
の
思
想
と
唯
物

史
観
と
を
説
明
し
た

）
9
（

。
彼
は
唯
物
史
観
を
、
唯
物
論
や
社
会
科
学
と
の

連
関
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
人
間
学
の
枠
組
み
の
中
に
位

置
づ
け
て
と
ら
え
た

）
10
（

。

　

三
木
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
「
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
で
マ
ル

ク
ス
は
、
人
間
の
本
質
が
実
践
的
・
感
性
的
な
活
動
あ
る
い
は
労
働
で

あ
る
こ
と
、
存
在
は
原
理
的
に
歴
史
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
を
主
張

し
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
、
唯
物
史
観
の
構
造
を
限
定
し
つ
つ
支
え
て

い
る
（
三
木 

三
、
三
七
―
三
八
頁
）
。

　

こ
う
し
て
三
木
は
、
現
実
の
存
在
は
人
間
の
実
践
に
も
と
づ
い
て
明

瞭
に
な
る
と
し
、「
所
謂
戰
鬪
的
唯
物
論
（der käm

pfende M
aterialism

us

）

に
し
て
初
め
て
能
く
現
代
を
單
に
結
果
と
し
て
の
み
な
ら
ず
ま
た
同
時

に
過
程
と
し
て
把
握
し
得
る
」
（
三
木 

三
、
一
五
四
―
一
五
五
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
文
中
の
「
戰
鬪
的
唯
物
論
」
は
、
河
上
の
言
う
「
実
践
的

唯
物
論
」
・
「
闘
争
的
唯
物
論
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

観
想
の
立
場
か
ら
現
在
を
見
る
な
ら
ば
現
在
は
過
去
の
結
果
で
あ
る
が
、

実
践
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
現
在
は
未
来
に
つ
な
が
る
過
程
で
あ
り
、

未
来
を
形
成
す
る
出
発
点
で
あ
る
（
三
木 

三
、
一
四
八
頁
）
。
三
木
は
、

人
間
を
実
践
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
三
木
は
「
基
礎
経
験
」・「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
」・

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
三
項
図
式
を
設
定
し
て
人
間
と
社
会
を
説
明
し
、

こ
の
図
式
の
中
に
唯
物
史
観
を
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
彼
は
社
会
の
構

造
・
歴
史
の
推
移
の
要
因
・
資
本
主
義
の
経
済
構
造
な
ど
に
つ
い
て
掘

り
下
げ
た
考
察
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
三
項
図
式
は
、
人
間
の

社
会
を
歴
史
的
に
ご
く
大
ま
か
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
っ

た
。
彼
は
資
本
主
義
社
会
を
「
無
産
者
的
基
礎
経
験
」
と
言
う
ば
か
り

で
、
こ
の
社
会
の
経
済
構
造
や
そ
こ
で
活
動
す
る
人
々
の
階
級
関
係
を

詳
細
に
分
析
す
る
た
め
の
道
具
立
て
を
具
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た

め
、
こ
の
社
会
の
人
々
の
物
質
活
動
（
経
済
活
動
）
や
精
神
活
動
と
社

会
構
造
と
の
関
係
な
ど
を
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

人
間
学
の
視
点
で
唯
物
史
観
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
三
木
の
志
向
は
、

す
で
に
「
問
の
構
造
」（
一
九
二
六
年
九
月
・
一
九
二
七
年
一
月
公
表
）
や
「
解

釈
学
的
現
象
学
の
基
礎
概
念
」
（
一
九
二
七
年
一
月
公
表
）
で
は
っ
き
り

し
て
い
た
。
河
上
は
「
自
己
清
算
」
論
文
の
第
六
節
（
一
九
二
七
年
四

月
一
日
公
表
、
『
社
会
問
題
研
究
』
第
七
九
冊
）
ま
で
、
三
木
が
右
記
の
二

論
文
で
使
っ
て
い
た
「
不
安
」
「
関
心
」
「
基
礎
経
験
」
「
交
渉
的
存
在
」

な
ど
の
言
葉
を
頻
繁
に
援
用
し
て
理
論
と
実
践
と
の
関
係
を
論
じ
て
お

り
、
資
本
主
義
社
会
の
人
々
に
つ
い
て
三
木
と
共
通
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
間
学
の
視
点
だ
け
で
は
唯
物
史
観
を
具
体

的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
第
八
節
（
一
九
二
七
年
六
月

一
日
公
表
、
同
誌
第
八
〇
冊
）
以
降
は
、
人
々
の
経
済
活
動
と
そ
れ
を
め

ぐ
る
階
級
対
立
の
視
点
か
ら
社
会
と
歴
史
の
展
開
を
と
ら
え
て
い
る
。
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四　

河
上
の
認
識
の
特
徴

　

河
上
の
経
済
学
体
系
は
、
環
境
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
存
在

と
し
て
人
間
を
と
ら
え
て
い
る
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
「
自
己
清
算
」

論
文
に
も
そ
の
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
に
お
け
る
河
上
の
認
識
の
特
徴
の
第
一
は
、
経
済
学
の
理

論
の
基
礎
に
あ
る
唯
物
史
観
の
把
握
に
際
し
て
人
間
の
実
践
か
ら
出
発

し
、
こ
れ
ら
三
者
を
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
で
あ
る
。
第

二
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
人
々
の
社
会
的
存
在
と
社
会
的
な
意

識
と
の
連
絡
に
つ
い
て
、
一
九
二
四
年
度
の
経
済
学
史
講
義
以
来
考
え

て
き
た
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
い
っ
そ
う
て
い
ね
い
に
考
察
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
点
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
日
本
の
社

会
科
学
に
お
け
る
唯
物
史
観
研
究
に
対
す
る
貢
献
と
し
て
理
解
さ
れ
る

べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
実
践
的
唯
物
論
・
経
済
理
論
・
唯
物
史
観
の
一
体
的
把
握

　

唯
物
史
観
に
つ
い
て
河
上
は
大
学
院
在
籍
時
以
来
関
心
を
持
っ
て
い

た
が
、
殊
に
一
九
二
四
年
以
降
に
お
け
る
探
究
に
よ
っ
て
得
た
認
識
を

整
理
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
自
己
清
算
」
論
文
を
書

い
た
。
こ
の
論
文
に
到
っ
て
初
め
て
、
彼
は
、
人
間
の
経
済
活
動
を
考

察
す
る
視
点
を
詳
細
に
点
検
し
、
自
分
が
長
年
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
経

済
理
論
研
究
が
唯
物
史
観
・
実
践
的
唯
物
論
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い

て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
彼
は
人
間
の
実
践
を
重
視
す
る
と

こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
は
、
経
世
家
と
し
て
の
彼
の
姿
勢
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
る
。
彼
は
、
唯
物
論
者
と
し
て
明
確
に
外
界
の
先
在
性
を
認

め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
外
界
は
人
間
か
ら
の
働
き
か

け
に
よ
っ
て
初
め
て
明
瞭
に
な
り
、
具
体
的
・
現
実
的
な
も
の
に
な
る
、

と
し
て
い
る
。

　

人
間
の
実
践
を
重
視
す
る
彼
の
姿
勢
は
、
人
間
が
歴
史
的
に
変
化
を

と
げ
て
い
く
存
在
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
方
で
は
人
間
を
感
性
的
な
存
在
で
あ
る
と
規
定
し

た
が
、
他
方
で
は
、
人
間
は
自
然
に
対
し
て
受
容
的
・
受
け
身
的
な
存

在
で
あ
り
、
ま
た
類
的
存
在
（G

attungsw
esen

）
で
あ
る
と
規
定
し
た
。

つ
ま
り
、
人
間
の
能
動
的
・
可
変
的
・
歴
史
的
な
面
に
注
目
せ
ず
、
受

動
的
・
普
遍
的
・
超
歴
史
的
な
面
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

マ
ル
ク
ス
は
、
人
間
を
感
性
的
な
存
在
だ
と
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ

の
考
え
を
支
持
し
た
け
れ
ど
も
、
感
性
的
存
在
と
は
積
極
的
に
環
境
に

は
た
ら
き
か
け
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
も
変
容
す
る

も
の
だ
と
解
し
、
そ
の
意
味
で
人
間
を
実
践
的
・
歴
史
的
存
在
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
読
ん
で
、
ま
た
三
木

の
研
究
方
法
に
刺
激
を
受
け
て
、
河
上
は
唯
物
史
観
を
、
人
間
の
実
践

か
ら
始
ま
る
社
会
観
・
歴
史
観
と
し
て
説
明
し
た
。

　

当
時
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
支
持
す
る
人
々
は
、
唯
物
史
観
と
は
唯
物
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論
の
哲
学
を
人
間
の
歴
史
に
適
用
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
河
上

も
同
様
に
主
張
し
て
い
る
（
河
上 

一
四
、
三
九
二
頁
）
。
し
か
し
、
実
際

に
は
河
上
は
、
唯
物
論
と
唯
物
史
観
と
を
、
人
間
が
周
囲
の
自
然
環
境
・

社
会
環
境
・
他
の
人
々
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、
そ
の
過
程
で
自
ら
も

変
容
す
る
と
解
す
る
理
論
と
し
て
、
統
一
的
に
と
ら
え
た
。

　

唯
物
論
に
関
し
て
、
晩
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
、
主
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
の

認
識
に
依
拠
し
て
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
を
著
し
た
レ
ー
ニ
ン
は
、

精
神
と
物
質
と
を
は
っ
き
り
と
分
け
た
う
え
で
、
精
神
は
物
質
に
対
し

て
受
動
的
な
位
置
に
あ
る
と
主
張
し
た
（
エ
ン
ゲ
ル
ス 

一
九
七
一
、
二
七

九
頁
お
よ
び
レ
ー
ニ
ン 

一
九
五
五
、
四
五
三
―
四
五
七
頁
）
。
し
か
し
、
マ

ル
ク
ス
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」
の
第
一
で
「
従

来
の
あ
ら
ゆ
る
唯
物
論
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
も
含
め
て
）
の
主

要
な
欠
陥
は
、
対
象
が
、
つ
ま
り
現
実
、
感
性
が
、
た
だ
客
体
な
い
し

直
観
の
形
式
で
の
み
捉
え
ら
れ
、
感
性
的
・
人
間
的
な
活
動
、
実
践
と

し
て
、
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
（
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ

ル
ス 

二
〇
〇
五
、
二
三
〇
頁
）
と
主
張
し
、
精
神
と
物
質
と
を
そ
れ
ぞ
れ

独
立
の
も
の
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
精
神
は
物
質
か
ら
派

生
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
一
体
で
あ
っ
て
、
身
体
（
物
質
）
と
精

神
と
の
統
一
体
で
あ
る
人
間
が
主
体
と
し
て
他
の
存
在
へ
働
き
か
け
、

そ
の
過
程
で
人
間
も
他
の
存
在
も
変
化
す
る
、
と
考
え
た
。
河
上
も
、

人
間
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
外
界
は
明
瞭
に
な
り
、
具
体
的
・
現

実
的
な
も
の
に
な
る
と
し
た
。

　

人
間
の
実
践
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
外
界
の
事
象
を
把
握
す
る
こ
と

が
大
切
に
な
る
。
外
的
現
象
は
人
間
の
実
践
と
し
て
の
物
質
的
生
産
過

程
の
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
を
解
明
す
る
の
は
経
済
学
の
任
務
で

あ
る
。
経
済
事
象
の
研
究
を
と
お
し
て
、
人
々
は
唯
物
史
観
を
得
る
。

こ
の
よ
う
に
、
河
上
は
実
践
的
唯
物
論
・
経
済
理
論
・
唯
物
史
観
を
一

体
の
関
係
に
あ
る
も
の
だ
と
考
え
た
（
河
上 

一
四
、
三
九
四
頁
）
。

（
2
）
人
間
の
社
会
的
な
意
識
に
つ
い
て
の
理
解
の
深
化

　

福
本
は
日
本
で
最
初
に
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
プ
ラ
ン
に
注
目

し
、
『
経
済
学
批
判
』
の
「
序
説
」
や
「
序
言
」
に
拠
っ
て
そ
の
プ
ラ

ン
の
内
容
や
取
り
扱
う
順
序
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
『
資
本
論
』
を

経
済
学
批
判
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
、
「
純
経
済
過
程
」
以
外
の
研

究
課
題
を
示
し
た
点
で
有
意
義
だ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
第
三
節
第

一
項
で
見
た
よ
う
に
、
福
本
は
資
本
主
義
社
会
の
経
済
的
構
造
と
人
々

の
意
識
と
を
相
対
的
に
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
ま
た
「
社
会
的

意
識
形
態
」
と
「
観
念
的
形
態
」
と
は
同
じ
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。

福
本
は
、
人
々
の
行
動
が
彼
ら
の
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
彼
が
主
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は

人
々
の
階
級
意
識
で
あ
っ
た
。

　

三
木
は
、
人
間
が
他
の
存
在
に
働
き
か
け
て
他
の
存
在
を
変
化
さ
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
も
変
化
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
三
木
は
、
他
の
存
在
に
働
き
か
け
る
人
間
の
意
識
の
重
要
性
を
認
識
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し
て
い
た
が
、
社
会
生
活
に
お
け
る
人
間
の
意
識
を
て
い
ね
い
に
考
察

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

河
上
は
、
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
を
公
表
し
た
後
も
引
き
続
い

て
資
本
主
義
社
会
の
構
造
と
人
間
の
社
会
的
な
意
識
と
の
関
係
に
関
心

を
持
ち
、
探
究
を
続
け
た
。
そ
し
て
、
「
自
己
清
算
」
論
文
で
は
人
間

の
社
会
的
存
在
（
生
産
諸
関
係
と
そ
れ
に
対
応
す
る
法
律
的
・
政
治
的
上
層

建
築
）
と
人
々
の
社
会
的
な
生
活
・
政
治
的
な
生
活
・
精
神
的
な
生
活

と
の
連
絡
を
考
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
人
々
が
社
会
の
表
面

を
観
察
し
て
そ
れ
を
表
現
し
た
言
葉
が
「
唯
物
史
観
の
公
式
」
中
の
「
社

会
的
意
識
諸
形
態
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
社

会
の
仕
組
み
と
そ
の
背
後
に
あ
る
階
級
関
係
を
認
識
し
て
い
な
い
、
と

し
た
。
ま
た
「
観
念
的
形
態
」
で
あ
る
法
律
・
政
治
・
道
徳
・
宗
教
・

芸
術
・
哲
学
な
ど
も
最
終
的
に
は
人
間
の
社
会
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
当
事
者
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
、

と
論
じ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

河
上
は
、
一
九
二
四
年
度
の
経
済
学
史
講
義
に
お
い
て
集
中
的
に
商

品
価
値
を
考
察
し
た
際
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
が
労
働
者
階
級
の
立

場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
理
解
し
た

）
11
（

。
そ
の
理
解
は
、
人
間
社

会
と
そ
の
展
開
で
あ
る
歴
史
と
を
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
と
の
闘
争

の
場
と
し
て
と
ら
え
る
唯
物
史
観
の
認
識
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
唯
物

史
観
は
、
社
会
の
組
織
と
そ
の
変
化
を
生
む
仕
組
み
に
つ
い
て
の
研
究

の
方
法
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
方
法
に
も
と
づ
い
た
社
会
観
・
歴
史

観
を
示
し
て
い
る
。
河
上
の
唯
物
史
観
は
、
人
間
を
、
外
界
に
積
極
的

に
働
き
か
け
て
い
く
存
在
で
あ
る
と
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い

る
。
一
九
二
四
年
以
来
、
あ
ら
た
め
て
唯
物
史
観
の
本
質
を
つ
か
も
う

と
努
め
た
河
上
は
、
「
自
己
清
算
」
論
文
の
段
階
に
到
っ
て
初
め
て
唯

物
論
を
実
践
的
唯
物
論
と
し
て
詳
細
に
考
察
し
、
そ
れ
を
唯
物
史
観
の

哲
学
的
視
点
と
し
た
。

　

ま
た
河
上
は
、「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
「
唯

物
史
観
の
公
式
」
中
の
語
句
「
社
会
的
意
識
諸
形
態
」
と
「
観
念
的
諸

形
態
」
に
注
目
し
て
、
資
本
主
義
社
会
の
人
々
の
社
会
的
存
在
と
彼
ら

の
社
会
的
な
意
識
と
の
連
関
を
考
察
し
、
経
済
学
は
資
本
主
義
経
済
の

構
造
（
こ
の
社
会
の
人
々
の
社
会
的
存
在
）
の
研
究
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

同
時
に
こ
の
経
済
構
造
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
人
々
の
「
社
会
的
意
識

形
態
」
の
う
ち
の
経
済
的
意
識
形
態
の
研
究
で
も
あ
る
と
し
た
。
彼
は

「
自
己
清
算
」
論
文
で
も
そ
の
認
識
を
維
持
し
、
人
々
の
精
神
的
生
活

だ
け
で
な
く
社
会
的
生
活
・
政
治
的
生
活
と
経
済
構
造
と
の
関
係
も
考

察
し
て
い
る
。

　

当
時
、
河
上
の
認
識
を
引
き
継
い
だ
者
は
い
な
か
っ
た
。
以
後
の
日

本
で
は
、
ロ
シ
ア
・
ソ
連
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
に
沿
っ
て
人
間
を

受
け
身
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
、
唯
物
史
観
と
唯
物
論
を
認
識
論
的
に
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理
解
す
る
こ
と
が
学
界
の
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
河
上

に
よ
れ
ば
、
現
実
の
人
々
は
環
境
か
ら
の
規
制
を
受
け
な
が
ら
環
境
に

積
極
的
に
働
き
か
け
、
新
た
な
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
存
在
で
あ
る
。

河
上
が
経
済
学
研
究
を
つ
う
じ
て
明
示
し
た
、
こ
う
し
た
視
点
は
、
今

日
に
お
い
て
も
人
間
と
社
会
と
を
理
解
す
る
に
際
し
て
重
要
で
あ
り
、

意
義
を
持
っ
て
い
る
。

 
（
う
え
た
に
・
し
げ
ゆ
き
／
近
代
日
本
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

第
七
七
―
八
八
冊
。
第
八
四
・
八
六
冊
を
除
く
。
副
題
は
、
第
七
九
冊
ま

で
「
従
来
発
表
せ
し
見
解
の
誤
謬
を
正
し
、
か
ね
て
福
本
和
夫
氏
の
批
評
に

答
ふ
」
、
第
八
三
冊
ま
で
「
福
本
和
夫
氏
の
批
判
の
批
判
」
。

（
2
） 

京
都
学
連
事
件
と
は
、
京
都
帝
国
大
学
・
同
志
社
大
学
な
ど
の
社
会
科
学

研
究
会
に
属
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
研
究
を
し
て
い
た
学
生
た
ち
が
、
一
九

二
五
年
十
二
月
か
ら
翌
年
初
め
に
か
け
て
検
挙
さ
れ
、
弾
圧
さ
れ
た
事
件
で

あ
る
。
同
時
に
、
社
会
科
学
研
究
会
に
関
係
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
河
上
肇
・

山
本
宣
治
ら
の
教
員
が
家
宅
捜
索
を
受
け
た
。

（
3
） 

一
九
一
八
年
七
月
一
日
、
河
上
は
『
経
済
論
叢
』
第
七
巻
第
一
号
に
論
文

「
剰
余
価
格
ノ
成
立
―
―
不
労
所
得
ト
シ
テ
ノ
資
本
ノ
利
子
ノ
発
生
原
因
ニ

関
ス
ル
一
考
察
」
を
掲
載
し
、
そ
の
末
尾
で
「
計
ラ
ザ
リ
キ
、
吾
人
ハ
、
カ

ノ
ま
る
く
す
ガ
剰
余
価
値
発
生
ノ
原
因
ヲ
説
明
シ
テ
、
資
本
家
ニ
ヨ
ル
労
働

者
ノ
掠
奪
ニ
在
リ
ト
為
セ
シ
コ
ト
ノ
、
必
ズ
シ
モ
虚
誕
ノ
説
ニ
非
ザ
ル
ヲ
信

ゼ
ザ
ラ
ン
ト
ス
ル
モ
得
ザ
ル
ニ
到
リ
シ
コ
ト
ヲ
」
と
述
べ
て
、
剰
余
価
値
の

発
生
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
説
明
は
妥
当
で
あ
る
と
し
た
（
河
上 

九
、

四
七
五
頁
）
。
（
上
谷 

一
九
九
九
、
一
―
一
九
頁
）
。

（
4
） 

こ
の
論
文
で
河
上
は
、
物
質
的
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
関
係
、
あ
る
い

は
社
会
組
織
の
形
態
と
社
会
意
識
の
形
態
と
の
関
係
は
因
果
関
係
で
は
な
く

相
関
関
係
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
自
然
の
諸
事
象
の
あ
い
だ

の
関
係
に
つ
い
て
の
物
理
学
者
石
原
純
の
説
明
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
唯
物
史

観
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
す
ぐ
に
櫛
田
民
蔵
や
福
本
和
夫
に
批

判
さ
れ
、
自
分
の
認
識
の
誤
り
を
認
め
て
、
撤
回
し
た
。

（
5
） 

河
上
は
、
人
間
が
黴
菌
を
認
識
す
る
例
を
あ
げ
て
い
る
（
河
上 

一
四
、

四
二
〇
頁
）
。

（
6
） 

（
河
上 

一
六
、
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
）
。
経
験
批
判
論
者
は
、
純
粋
な
経

験
（
思
考
に
よ
っ
て
経
験
に
付
け
加
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
を
取
り
除
い

た
、
経
験
そ
の
も
の
）
を
想
定
し
、
そ
れ
は
中
立
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
唯

物
論
と
唯
心
論
と
の
対
立
を
超
え
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら

は
、
経
験
を
も
た
ら
す
感
覚
を
自
分
た
ち
の
理
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
お

り
、
感
覚
の
源
で
あ
る
客
観
的
存
在
を
認
め
て
い
な
い
。
彼
ら
の
存
在
論
的

な
立
場
は
主
観
的
唯
心
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
河
上
は
、
存
在
論
的
に

は
明
確
に
唯
物
論
に
立
ち
、
対
象
へ
の
人
間
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ

て
初
め
て
対
象
把
握
が
可
能
に
な
る
と
主
張
し
て
お
り
、
福
本
に
よ
る
批
判

は
あ
た
ら
な
い
。

（
7
） 

河
上
は
こ
の
議
論
に
お
い
て
も
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
中
の
文
章

「
観
念
や
表
象
や
意
識
の
生
産
は
、
先
づ
直
接
に
、
人
間
の
物
質
的
活
動
と

物
質
的
交
通
と
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
。
人
間
の
表
象
や
思
惟
や
精

神
的
交
通
は
、
こ
ゝ
で
は
ま
だ
、
彼
等
の
物
質
的
活
動
の
直
接
の
流
出
物
と

し
て
現
は
れ
る
」
を
引
用
し
、
こ
の
文
章
は
経
済
的
構
造
の
直
接
の
産
物
と

し
て
の
社
会
的
意
識
に
関
す
る
立
言
だ
と
し
て
い
る
（
河
上 

一
四
、
五
〇

六
頁
）
。

（
8
） 

「
自
己
清
算
」
論
文
の
連
載
を
終
了
し
た
直
後
の
一
九
二
九
年
二
月
一
日
、

河
上
は
「
社
会
的
意
識
形
態
」
論
文
に
お
け
る
自
分
の
主
張
に
関
し
て
、
三

枝
博
音
に
よ
る
批
判
に
応
え
て
、
「
『
資
本
論
』
が
意
識
形
態
を
も
問
題
に
し

て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
自
分
の
多
年
読
み
来
つ
た
一
切
の
経
済
原
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論
と
趣
を
異
に
す
る
点
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
等
々
を
感
づ
い
て
ゐ
た
点
は
、

決
し
て
間
違
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
」
と
述
べ
て
、
自
信
を
示
し
て
い
る
（
河

上 

一
六
、
一
八
四
頁
）
。

（
9
） 
三
木
に
よ
れ
ば
、
「
基
礎
経
験
」
と
は
現
実
の
存
在
の
構
造
の
全
体
で
あ

る
（
三
木 

三
、
四
四
頁
）
。
存
在
の
組
織
は
、
人
々
の
運
動
と
存
在
の
運
動

と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
個
々
の
人
間
は
有
限
で
、
時
の

経
過
と
と
も
に
入
れ
替
わ
る
か
ら
、
現
実
の
存
在
は
歴
史
的
な
限
定
を
受
け

て
い
る
。
三
木
は
、
存
在
の
姿
は
人
間
が
存
在
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
明
瞭
に
な
る
と
し
、
「
我
々
の
謂
ふ
存
在
は
對
象
（G

egenstand

）
で
は

な
く
、
最
初
に
そ
し
て
原
始
的
に
は
、
交
渉
的
存
在
（pragm

atisches 
Sein

）
で
あ
る
」
（
三
木 
三
、
一
九
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
人
間
か
ら
の

働
き
か
け
を
受
け
て
存
在
は
変
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
も
さ
ら
に
変
化

す
る
。

 

　

「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
（
人
間
学
）
」
は
、
基
礎
経
験
を
直
接
に
表
現
し
た

ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
人
間
が
自
分
の
本
質
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
人
は

特
定
の
時
代
に
生
ま
れ
育
ち
、
社
会
的
に
限
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
も
各
人
の
基
礎
経
験
に
即
し
た
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、
初
め
は
基
礎
経
験
の
「
発
展
形
式
」
と
し
て
機
能

し
、
両
者
は
調
和
し
て
い
る
が
、
基
礎
経
験
が
一
定
の
段
階
に
進
む
と
、
そ

の
発
展
に
と
っ
て
桎
梏
と
な
る
。
そ
こ
で
、
人
々
は
新
し
い
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ

ギ
ー
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
三
木
は
、
上
記
の
「
発
展
形
式
」
と
い
う

言
葉
を
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
批
判
』
「
序
言
」
で
の
唯
物
史
観
の
規
定
か

ら
転
用
し
、
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
な
認
識
を
援
用
し
て
い
る
（
三
木 

三
、

九
―
一
一
頁
）
。

 

　

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
基
礎
経
験
を
客
観
的
に
表
現
し
た
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ

て
、
人
々
が
各
時
代
の
学
問
的
意
識
あ
る
い
は
哲
学
的
意
識
な
ど
の
「
公
共

圏
」
を
媒
介
に
し
て
形
成
し
た
、
人
間
の
自
己
了
解
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
精
神
科
学
・
社
会
的
歴
史
的
科
学
が
こ
れ
に
該
当
し
、
唯
物
史
観
も
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
属
す
る
。
ひ
と
た
び
成
立
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
人
々
の

生
活
を
支
配
す
る
。
し
か
し
人
々
の
経
験
が
広
が
る
と
、
現
存
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
枠
内
に
お
さ
ま
ら
な
く
な
り
、
人
々
は
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
求

め
る
に
到
る
（
三
木 

三
、
一
一
・
一
六
頁
）
。

 

　

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
生
の
交
渉
か
ら
直
接
に
生
ま
れ
る
の
で
、
そ
の
意

味
で
は
基
礎
経
験
で
あ
る
が
、
既
に
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
基
礎
経
験
と

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
媒
介
す
る
。
こ
の
よ
う
に
媒
介
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
構
造
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
を
規
定
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
前
に
ア
ン

ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
を
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
木 

三
、
一
二
―
一
三
・

一
七
―
一
八
頁
）
。

（
10
） 

山
之
内
靖
は
人
間
学
を
、
「
そ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
精
神
的
風
土
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
文
化
を
特
徴
づ
け
る
精
神
的
風
土
に
注
目
し
、
そ
の
な
か

で
歴
史
的
な
規
定
を
う
け
て
い
る
人
間
の
意
識
や
行
為
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
学
問
的
態
度
」
と
規
定
し
、
人
間
存
在
の
歴
史
性
を
強
調
し
て
い
る

（
山
之
内 

二
〇
〇
一
、
ⅵ
頁
）
。

（
11
） 

経
済
学
の
理
論
が
階
級
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
〇

年
代
に
櫛
田
民
蔵
、
河
上
肇
を
含
む
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
者
が
相
次
い
で

明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
住
谷
悦
治
は
経
済
学
史
の
任
務
に
つ
い

て
「
常
に
各
時
代
の
階
級
闘
爭
の
事
實
を
前
提
と
し
て
、
理
解
し
同
時
に
諸

學
説
に
お
け
る
主
要
な
る
範
疇
や
法
則
や
の
分
析
及
び
綜
合
よ
り
し
て
、
一

定
の
階
級
闘
爭
の
反
映
と
し
て
の
階
級
意
識
の
存
在
を
發
見
し
、
且
つ
こ
れ

に
よ
つ
て
、
こ
れ
等
の
學
説
が
如
何
に
歴
史
的
に
階
級
意
識
の
表
現
と
展
開

で
あ
る
か
を
明
か
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
住
谷 

一
九

二
六
、
六
六
―
六
七
頁
）
。
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は
じ
め
に

　

塩
野
谷
祐
一
は
独
自
の
経
済
哲
学
を
構
築
し
た
と
み
な
さ
れ
て
、
高

い
評
価
を
得
て
き
た
。
と
り
わ
け
彼
の
初
期
作
品
で
あ
る
『
価
値
理
念

の
構
造
』
（
塩
野
谷 

一
九
八
四
）
は
、
実
証
主
義
に
支
え
ら
れ
た
功
利
主

義
お
よ
び
新
古
典
派
経
済
学
を
批
判
し
、
そ
れ
ら
に
代
替
し
う
る
モ
ラ

ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
経
済
倫
理
学
を
提
唱
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
そ
の
後
の
規
範
論
の
興
隆
に
貢
献
し
た
（
塩
野
谷 

一
九
八
四: iv-vi

、

三
―
二
〇
）
。
そ
の
後
、
塩
野
谷
は
研
究
の
全
期
間
を
通
じ
て
代
替
案

の
提
示
と
い
う
彼
の
目
的
を
貫
徹
し
、
彼
独
自
の
経
済
倫
理
学
の
構
築

に
取
り
組
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る

）
1
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
で
は
、
個
々
の
著
作
や
理
念
に
対
す
る
研

究
（
有
江 

二
〇
〇
九; 

川
本 

二
〇
〇
二; 

小
林 

二
〇
〇
二; 

森
村 

二
〇
〇
二: 

山
脇 

二
〇
一
〇
）
は
あ
る
も
の
の
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
ま
た
い
だ
塩

野
谷
の
経
済
倫
理
学
の
全
体
像
を
研
究
す
る
試
み
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
と
し
て
は
、
山
脇
（
二
〇
一
七
）
は
経
済
倫

理
学
を
市
民
社
会
論
と
し
て
扱
い
、
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
不
在
を
指

摘
し
た
。
ま
た
斉
藤
（
二
〇
一
九
）
は
経
済
倫
理
学
の
基
本
構
造
は
、

す
べ
て
の
個
人
の
自
己
実
現
を
重
視
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
」

の
構
想
を
中
心
に
据
え
た
、
正
と
徳
と
善
の
倫
理
体
系
と
そ
れ
を
具
現

化
す
る
経
済
学
か
ら
な
る
と
要
約
し
た
う
え
で
、
そ
の
問
題
点
を
、
リ

〈
公
募
論
文
〉

塩
野
谷
祐
一
の
経
済
倫
理
学
の
再
検
討

【
人
民
投
票
型
民
主
主
義
と
討
議
民
主
主
義
の
統
合
の
試
み
を
め
ぐ
っ
て
】

斉
藤 

尚
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ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
を
体
現
す
る
福
祉
国
家
社
会
が
彼
の
制
度
改
革
論

に
よ
っ
て
導
か
れ
る
か
否
か
が
不
明
で
あ
る
点
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

だ
が
、
双
方
と
も
に
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
克
服
し
う
る
提
案
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。

　

塩
野
谷
の
意
図
が
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
経
済
倫
理
学
の

提
示
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
理
論
を
展
開
し
た
の
か
、

ま
た
そ
れ
が
一
貫
し
た
理
論
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
は
、
塩
野
谷
の
貢

献
を
社
会
思
想
史
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
塩
野
谷
の
経
済
倫
理
学
に
内
在
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
を

補
う
た
め
に
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
本
稿
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
塩
野
谷

は
経
済
倫
理
学
に
お
い
て
、
彼
が
理
想
と
み
な
す
卓
越
主
義
の
構
想
を

示
し
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
自
ら
の
卓
越
性
を
求
め
る
エ

リ
ー
ト
が
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
大
衆
を
主
導
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
と

説
く
。
だ
が
、
も
し
エ
リ
ー
ト
が
非
凡
な
卓
越
性
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

彼
の
考
え
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
社
会
に
必
要
な
一
定
の
平
等
化
を

志
す
福
祉
国
家
の
実
現
が
進
ま
な
い
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
塩
野
谷
は
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
必
要
な
政
治

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
構
想
を
提
示
し
な
い
。
本
稿
は
、
塩
野
谷
の
理

論
を
補
う
た
め
に
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
非
凡

性
あ
る
い
は
卓
越
性
の
み
な
ら
ず
人
び
と
と
の
共
通
性
を
併
せ
も
つ
こ

と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
塩
野
谷
が
理
想
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主

義
の
理
念
と
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
卓
越
し
た
エ
リ
ー
ト
の

革
新
と
大
多
数
の
順
応
と
い
う
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
制
度
改
革
論
に
対

す
る
塩
野
谷
の
解
釈
を
示
し
、
そ
れ
が
彼
の
制
度
改
革
論
の
一
端
を
示

す
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
一
）
。
続
い
て
、
塩
野
谷
の
リ
ベ
ラ
ル
な

卓
越
主
義
社
会
を
、
塩
野
谷
が
解
釈
し
た
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
制
度
改

革
論
に
よ
っ
て
導
き
出
す
と
い
う
試
み
に
は
、
そ
れ
に
必
要
な
徳
の
提

示
の
欠
如
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
二
）
。
そ
の
う

え
で
塩
野
谷
が
独
自
に
提
示
す
る
討
議
民
主
主
義
の
構
想
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
構
想
が
前
述
の
問
題
点
を
克
服
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る

（
三
）
。
最
後
に
、
塩
野
谷
の
構
想
に
内
在
す
る
、
彼
が
理
想
と
す
る
リ

ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
社
会
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
政
治
的
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
論
の
不
在
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
非
凡

性
あ
る
い
は
卓
越
性
の
み
な
ら
ず
人
々
と
の
共
通
性
で
あ
る
と
主
張
す

る
（
四
）
。

一　

リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
構
想
と
制
度

　

本
節
で
は
、
塩
野
谷
の
経
済
倫
理
学
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主

義
の
構
想
と
そ
れ
に
基
づ
く
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
。



145　●　〈公募論文〉塩野谷祐一の経済倫理学の再検討――斉藤 尚

1　

倫
理
体
系
―
―
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義

　

塩
野
谷
の
経
済
倫
理
学
は
倫
理
体
系
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
経

済
学
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
九
a: 

三
二
八
―
三
九
）
。
結
論

の
み
述
べ
れ
ば
、
塩
野
谷
は
一
九
八
〇
年
代
に
「
正＞

善
」
と
い
う
図

式
で
功
利
主
義
批
判
を
展
開
し
、
そ
の
後
主
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の

後
期
の
著
作
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
彼
の
倫
理
的
立
場
を
統
括
し
つ
つ
、

自
ら
の
倫
理
体
系
を
「
正＞
徳＞

善
」
と
い
う
三
つ
の
概
念
の
優
先
順

位
を
示
す
図
式
で
表
す
（
塩
野
谷 
一
九
八
四; 

二
〇
〇
九
b; 

斉
藤 

二
〇

一
九: 

四
九

）
2
（

）
。
正
は
、
塩
野
谷
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
基
本
理
念
と
み
な

す
「
個
々
人
の
人
格
の
平
等
な
配
慮
と
尊
重
」
の
理
念
に
基
づ
く
個
人

の
権
利
の
保
障
を
意
味
す
る
。
徳
は
個
々
人
の
能
力
の
実
現
を
目
指
す

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
卓
越
主
義
を
意
味
す
る
。
善
は
功
利
主
義

が
そ
の
最
大
化
を
目
指
す
社
会
善
を
意
味
す
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、

個
人
の
権
利
を
保
障
す
る
正
し
い
制
度
は
個
々
人
の
能
力
の
実
現
に
優

先
し
、
そ
の
能
力
の
実
現
は
功
利
主
義
的
な
社
会
善
に
優
先
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
塩
野
谷
は
既
存
の
理
論
が
定
義
す
る
「
正
・
徳
・
善
」
を

体
系
化
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
倫
理
体
系
を
明
示
す
る
。

　

他
方
で
、
後
述
す
る
が
、
塩
野
谷
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
自
ら
再
定
義

す
る
。
彼
の
再
定
義
に
よ
れ
ば
、
正
と
善
は
前
述
と
同
じ
定
義
で
は
あ

る
が
、
正
の
根
拠
は
個
々
人
の
能
力
の
実
現
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
善

は
個
々
人
の
能
力
の
実
現
を
共
通
善
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
は
、
正
は
最
高
の
倫
理
で
あ
り
、
正
は
徳
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
、
徳
と
善
は
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
体
系
を
ま

と
め
た
構
想
と
し
て
、
塩
野
谷
は
正
し
い
制
度
の
制
約
の
下
に
お
い
て

す
べ
て
の
個
人
の
能
力
の
実
現
を
求
め
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
を
唱

道
す
る
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
三
〇; 

斉
藤 

二
〇
一
九: 

四
八
―
五
八
）
。

　

よ
り
詳
細
に
は
、
彼
の
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
構
想
は
以
下
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
卓
越
と
は
個
人
の
能
力
を
最

大
限
に
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
人
間
本
性
に
基
づ
く
。
そ

の
「
最
も
顕
著
な
側
面
」（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

一
三
五
）
は
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
の
言
う
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
新
し
い
価
値
の
創
造
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
は
社
会
実
践
の
中
で
行
わ
れ
、
個
々
人
は
そ
う
す
る
こ

と
で
社
会
的
評
価
を
得
ら
れ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

一
三
三
―
六
）
。
さ

ら
に
、
そ
う
す
る
こ
と
で
個
々
人
は
自
ら
に
対
す
る
自
ら
の
評
価
を
も

高
め
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
の
能
力
の
実
現
は
自
己
評
価
す
な

わ
ち
自
尊
を
高
め
る
か
ら
で
あ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

八
八
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
能
力
の
実
現
は
人
間
本
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

一
部
の
人
間
の
み
が
卓
越
性
を
達
成
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
個
人
が
自
己
評
価
に
基
づ
い
て
自
ら
の
能
力
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
彼
は
卓
越
主
義
を
エ
リ
ー
ト
的
卓
越
主
義
と
リ
ベ
ラ
ル
な

卓
越
主
義
に
分
け
る
。
前
者
は
一
部
の
少
数
に
よ
る
卓
越
性
の
追
求
の

み
を
推
奨
す
る
が
、
後
者
は
す
べ
て
の
個
人
が
自
己
の
能
力
を
最
大
限

に
発
揮
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
塩
野
谷
が
理
想
と
み
な
す
の
は
後
者
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で
あ
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
エ
リ
ー
ト
的
卓
越
主
義
と
は
異
な
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓

越
主
義
を
考
え
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
「
生
き
甲
斐
」
の
充

足
と
卓
越
性
の
実
現
と
は
両
立
す
る
。
「
生
き
甲
斐
」
の
あ
る
人
生
、

す
な
わ
ち
生
き
る
に
値
す
る
価
値
を
も
っ
た
人
生
と
い
う
観
念
は
、

も
ち
ろ
ん
、
個
人
的
な
自
己
評
価
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に

と
っ
て
可
能
で
あ
る
。
〔
…
…
〕「
生
き
甲
斐
」
は
卓
越
性
の
最
も

基
礎
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る 

（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二:

一
三
七
）

　

リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
の
権
利
は
か
れ
ら
が
自

ら
の
能
力
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
そ
の
た
め
塩
野
谷
に

と
っ
て
個
々
人
の
権
利
を
保
障
す
る
「
正
し
い
制
度
」
は
リ
ベ
ラ
ル
な

卓
越
主
義
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
塩
野
谷
が
解
釈
す

る
「
正
」
は
「
徳
」
に
優
先
さ
れ
る
と
同
時
に
「
徳
」
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
る
（
斉
藤 

二
〇
一
九: 

五
七
―
八
）
。

　

さ
ら
に
、
塩
野
谷
が
理
想
と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
卓
越
主
義
が

共
通
の
価
値
観
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
一
九
―
二
〇
）
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
社
会
は
そ
れ
を
共

通
の
価
値
と
み
な
し
、
正
し
い
制
度
の
庇
護
の
も
と
、
個
々
人
が
互
い

の
能
力
が
実
現
し
う
る
た
め
に
協
力
し
合
う
だ
ろ
う
（
塩
野
谷 

二
〇
一

二: 

二
三
〇; 

斉
藤 

二
〇
一
九: 

五
五
―
六
）
。

　

こ
う
し
た
共
通
の
価
値
す
な
わ
ち
共
通
善
の
定
義
は
、
功
利
主
義
の

そ
れ
と
は
反
す
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
ベ
ン
サ
ム
流
の
功
利

主
義
は
、
個
人
効
用
の
総
和
を
社
会
善
あ
る
い
は
共
通
善
で
あ
る
と
み

な
し
、
そ
の
た
め
に
は
個
人
の
権
利
の
侵
害
を
容
認
す
る
（
塩
野
谷 

二

〇
〇
二: 

六
四
―
五
）
。
そ
の
点
で
塩
野
谷
に
よ
る
「
正
」
の
定
義
か
ら

す
れ
ば
、
正
義
に
適
わ
な
い
。
他
方
で
塩
野
谷
の
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主

義
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
尊
重
す
る
個
人
の
権
利
を
制
度
に
よ
っ
て
各

個
人
に
保
障
し
た
う
え
で
、
各
人
の
能
力
の
実
現
を
共
通
善
と
み
な
す

立
場
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
「
正
」
は
功
利
主
義
的
な
「
善
」
に
優

先
す
る
と
同
時
に
、
塩
野
谷
の
定
義
に
お
い
て
は
「
徳
」
と
「
善
」
は

一
致
す
る
。

2　

経
済
学

　

次
に
、
上
述
の
倫
理
体
系
に
基
づ
く
経
済
学
お
よ
び
制
度
論
を
明
ら

か
に
す
る
。
経
済
学
は
、
善
と
徳
と
正
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
の
実

現
を
目
的
と
す
る
経
済
静
学
、
経
済
動
学
、
経
済
社
会
学
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
。
経
済
静
学
は
新
古
典
派
経
済
学
に
よ
る
静
的
な
市
場
均
衡

分
析
の
こ
と
で
あ
る
。
経
済
動
学
は
ジ
ョ
セ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

（Joseph Alois Schum
peter

）
に
よ
る
経
済
発
展
論
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、

卓
越
し
た
個
人
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
資
本
主
義
経
済
の
動
的
な

発
展
の
仕
組
み
を
考
察
す
る
。
経
済
社
会
学
は
正
し
い
制
度
と
そ
の
制

度
に
至
る
た
め
の
制
度
改
革
の
方
法
を
検
討
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
三
つ
の
経
済
学
を
提
示
す
る
も
の
の
、
経
済
静
学
は
主

に
新
古
典
派
経
済
学
を
意
味
し
、
経
済
動
学
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
研
究

に
基
づ
い
て
お
り
、
塩
野
谷
が
最
も
独
自
な
研
究
を
進
め
た
の
は
経
済

社
会
学
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
と
り
わ
け
塩
野
谷
は
一
九
九
〇
年
代

以
降
の
著
作
（
塩
野
谷 

一
九
九
五; 

二
〇
〇
二; 

二
〇
一
二
）
に
お
い
て
、

彼
の
経
済
社
会
学
を
樹
立
す
る
。

　

塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
理
念

を
支
え
、
個
人
の
権
利
を
保
障
す
る
制
度
は
社
会
保
障
制
度
で
あ
る
。

塩
野
谷
は
と
り
わ
け
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
社
会

保
障
制
度
に
賛
同
す
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
保
障
は
主
に
障
碍

者
支
援
の
た
め
や
、
健
常
者
が
病
気
や
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
経
済
的
自

立
が
困
難
に
な
る
際
の
支
援
の
た
め
と
い
う
消
極
的
な
意
味
を
与
え
ら

れ
て
き
た
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
塩
野
谷
は
社
会
保
障
制
度
は

す
べ
て
の
市
民
の
自
己
実
現
と
自
律
の
た
め
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
権

利
保
障
も
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 
二
五
〇
―

一; 

斉
藤 

二
〇
一
九: 

五
九
）
。

　

要
す
る
に
、
塩
野
谷
が
理
想
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
社
会

と
は
、
個
人
の
自
律
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
社
会
保
障
制
度
の
も
と
で
、

個
々
人
が
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
能
力
の
実
現
と
い
う

意
味
に
お
け
る
善
き
生
を
積
極
的
に
追
求
す
る
社
会
を
意
味
す
る
。
さ

ら
に
彼
は
、
そ
の
制
度
に
至
る
方
法
は
、
卓
越
し
た
少
数
の
エ
リ
ー
ト

に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
制
度
改
革
案
に
対
し
て

そ
の
ほ
か
の
大
衆
が
適
応
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
（
斉
藤 

二
〇
一
九: 

六
〇
―
一
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
塩
野
谷
は
、
自
ら
の
経
済

倫
理
学
に
お
け
る
価
値
体
系
と
経
済
学
の
関
連
性
を
示
す
。

二　

塩
野
谷
に
よ
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
解
釈

　

塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
は
理
想
の
社
会
制
度
と
理
念
を
上
述
の
よ
う

に
規
定
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
塩
野
谷
（
一
九
九
五; 

一
九

九
八; 

二
〇
一
二
）
な
ど
で
示
さ
れ
た
制
度
改
革
の
方
法
に
よ
っ
て
、
彼

が
理
想
と
す
る
正
し
い
制
度
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。1　

資
本
主
義
発
展
論
―
―
革
新
と
適
応

　

塩
野
谷
に
よ
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
制
度
改
革
論
の
解
釈
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
経
済
動
学
と
経
済
静
学
の
あ
い
だ
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
塩
野
谷
（
二
〇
一
二
）
が
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

の
制
度
改
革
論
の
キ
ー
タ
ー
ム
と
し
て
示
し
た
「
革
新
と
適
応
」
の
説

明
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
経
済
静
学
と
は
新
古
典
派

経
済
学
を
指
し
、
そ
れ
は
静
態
経
済
を
扱
う
。
そ
れ
は
快
楽
的
人
間
（
合

理
的
経
済
人
）
を
対
象
と
し
、
技
術
な
ど
を
所
与
と
し
た
場
合
の
平
均

的
な
個
々
人
に
よ
る
均
衡
点
の
提
示
を
問
題
と
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
経
済
動
学
と
は
主
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
動
学
的
な
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資
本
主
義
発
展
論
を
指
す
。
そ
れ
は
精
力
的
人
間
に
よ
る
資
本
主
義
の

発
展
す
な
わ
ち
動
態
経
済
を
扱
う
。
精
力
的
人
間
と
は
革
新
的
な
行
動

を
な
す
個
人
を
意
味
す
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
個
人
が
革
新
的
な
行

動
を
す
る
動
機
は
新
古
典
派
経
済
学
が
考
え
る
よ
う
な
利
益
追
求
か
ら

で
は
な
く
、
新
し
い
創
造
を
す
る
喜
び
や
競
争
心
で
あ
る
（
塩
野
谷 

二

〇
一
二: 

二
九
二
）
。
資
本
主
義
の
発
展
は
、
精
力
的
人
間
が
新
し
い
こ

と
を
創
造
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
技
術
革
新
に
よ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
一

二: 

二
六
九
―
七
〇
）
。
精
力
的
人
間
に
よ
る
革
新
的
行
為
は
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
発
展
に
不
可
欠
な
要
素
と
み

な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
こ
と
を
行
う
個
人
は
非
凡
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
少
数
で
あ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
九
二
）
。
言
い
換
え

れ
ば
、
経
済
動
学
に
お
け
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
立
場
は
エ
リ
ー
ト
卓

越
主
義
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
経
済
発
展
は
少
数
の
エ
リ
ー
ト
の
み
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
経
済
発
展
を
実
現
す
る
た
め
に
は
技
術

革
新
の
普
及
が
必
要
で
あ
り
、
少
数
の
個
人
が
単
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
行
う
だ
け
で
は
技
術
革
新
は
社
会
に
定
着
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
少
数
の
個
人
と
多
数
の
人
々
が
い
か
に
し
て
互
い
に
協
力
し

て
技
術
革
新
を
進
め
、
そ
れ
を
社
会
に
定
着
さ
せ
て
い
く
の
か
が
問
題

と
な
る
。

　

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
少
数
の
卓
越
し
た
リ
ー

ダ
ー
の
「
卓
越
」
と
大
衆
の
「
適
応
」
に
よ
っ
て
経
済
は
発
展
す
る
と

述
べ
る
。
経
済
発
展
に
お
け
る
非
凡
な
リ
ー
ダ
ー
と
そ
の
ほ
か
の
大
衆

の
「
革
新
と
適
応
」
と
い
う
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
示
し
た
関
係
は
、
塩

野
谷
（
二
〇
一
二
）
に
お
い
て
、
ロ
マ
ン
主
義
の
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
る
。

塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
経

済
学
は
、
合
理
性
だ
け
で
は
な
く
想
像
力
や
感
情
を
含
め
た
人
間
精
神

全
幅
を
用
い
た
創
造
性
に
よ
っ
て
経
済
発
展
を
促
す
理
論
で
あ
る
（
塩

野
谷 

二
〇
一
二: 

二
六
二
）
。

　

そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
、
塩
野
谷
は
新
古
典
派
経
済
学
が
よ
っ
て
立

つ
功
利
主
義
と
経
済
動
学
に
内
含
す
る
ロ
マ
ン
主
義
と
の
差
異
を
指
摘

す
る
。
一
方
で
、
新
古
典
派
経
済
学
が
そ
れ
に
基
づ
く
功
利
主
義
は
物

質
主
義
的
合
理
主
義
で
あ
り
、
行
動
主
体
は
合
理
的
計
算
の
下
で
行
動

す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
他
方
で
、
ロ
マ
ン
主
義
は
「
功
利
主
義
的
論
理

に
対
し
て
自
生
的
な
衝
動
」
を
重
視
し
、
全
幅
的
人
間
本
性
に
着
目
す

る
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
六
三
―
四
）
。
塩
野
谷
が
述
べ
る
「
人
間
本

性
の
ロ
マ
ン
主
義
的
類
型
」
は
、
人
間
本
性
と
は
功
利
主
義
的
な
論
理

で
は
な
く
、
感
情
や
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
喜
び
や
衝
動
な
ど
を
指

す
こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
「
革
新
」
は
そ
の
よ
う
な

人
間
本
性
に
基
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
個
人
行
動
は
、
経
済
静
学
で
あ
る

新
古
典
派
経
済
学
に
お
い
て
は
分
析
対
象
と
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
新
古

典
派
経
済
学
が
扱
い
う
る
主
体
は
多
数
の
平
均
的
人
間
の
み
で
あ
り
、

少
数
の
革
新
的
な
エ
リ
ー
ト
の
行
動
は
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
学
の
適
用
範
囲
を
定
め
た
う
え
で
、
塩
野
谷
の
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シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
解
釈
に
よ
れ
ば
、
経
済
と
は
静
態
経
済
の
対
象
で
あ

る
平
均
的
個
人
の
「
適
応
」と
動
態
経
済
の
対
象
で
あ
る
非
凡
な
エ
リ
ー

ト
の
「
革
新
」
の
双
方
の
協
力
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
非
凡
な
個

人
が
革
新
行
動
に
よ
っ
て
経
済
を
質
的
に
改
革
し
、
そ
の
ほ
か
の
多
数

は
そ
れ
に
順
応
し
、
改
革
さ
れ
た
も
の
を
再
度
均
衡
化
す
る
。
つ
ま
り
、

新
し
い
こ
と
を
行
う
人
間
に
よ
っ
て
既
存
の
秩
序
が
「
創
造
的
破
壊
」

と
し
て
壊
さ
れ
、
新
し
い
秩
序
が
生
み
出
さ
れ
る
。
他
方
で
そ
の
ほ
か

の
人
間
は
そ
の
変
化
に
順
応
し
、
新
し
い
秩
序
を
維
持
す
る
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
七
〇
）
。
前
者
は
創
造
性
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
精
力
的
人

間
と
、
後
者
は
功
利
主
義
計
算
に
基
づ
く
快
楽
的
人
間
と
呼
ば
れ
る
（
塩

野
谷 

二
〇
一
二: 

二
七
六
―
七
）
。
こ
の
よ
う
に
精
力
的
人
間
と
快
楽
的

人
間
と
「
革
新
と
適
応
」
と
は
対
比
さ
れ
、
両
者
の
関
係
性
と
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
示
す
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
経
済
発
展
の
構
造
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。

2　

人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義

　

エ
リ
ー
ト
と
大
衆
の
「
革
新
と
適
応
」
に
よ
る
発
展
と
い
う
理
論
は
、

塩
野
谷
の
経
済
社
会
学
に
お
け
る
福
祉
国
家
制
度
に
至
る
制
度
改
革
の

方
法
に
も
応
用
さ
れ
る
。
塩
野
谷
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

は
経
済
社
会
学
に
お
い
て
、
経
済
動
学
を
民
主
主
義
に
応
用
す
る
こ
と

で
制
度
改
革
の
方
法
を
提
示
す
る
。
特
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
『
資
本

主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
（Schum

peter 1950

）
は
「
革
新
と
適

応
」
の
構
図
を
民
主
主
義
に
適
応
す
る
と
い
う
意
図
の
も
と
で
書
か
れ

た
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
七
〇
―
一
）
。
そ
の
よ
う
な
適
応
の
意
図
は
、

民
主
主
義
を
資
本
主
義
の
構
図
の
単
な
る
応
用
形
態
と
み
な
す
の
で
は

な
く
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
衰
退
に
よ
る
資
本
主
義
の
必
然
的
衰
退
に

対
抗
し
て
個
人
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
維
持
す
る
形
態
と
し
て

提
示
す
る
た
め
で
あ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
六
一
）
。

　

『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

は
資
本
主
義
が
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
扱
う

（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
八
五
）
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

は
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
う
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
衰
退
を
次
の
よ
う
に

予
測
す
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
が
発
展
す
る
に

つ
れ
て
、
経
済
活
動
は
効
率
性
を
追
求
す
る
が
ゆ
え
に
物
事
を
合
理
化

し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ル
ー
テ
ィ
ン
化
し
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
革
新
は
「
管
理
さ
れ
た
革
新
」
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
八
七
）
と

な
り
、
「
経
済
の
合
理
化
の
結
果
、
経
済
の
世
界
が
企
業
者
精
神
と
い

う
非
合
理
主
義
・
ロ
マ
ン
主
義
の
人
間
活
動
の
余
地
を
失
っ
て
い
く
」

（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
八
六
）
。
同
時
に
、
資
本
主
義
が
成
熟
す
る
と
、

反
資
本
主
義
的
な
知
識
階
層
の
出
現
や
平
等
化
を
志
向
す
る
世
論
に

よ
っ
て
平
等
化
が
進
み
、
企
業
家
精
神
が
衰
退
す
る
。
さ
ら
に
、
資
本

主
義
は
人
間
の
欲
望
を
す
べ
て
満
た
す
ま
で
に
進
み
、
そ
れ
は
生
活
水

準
の
向
上
と
い
う
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
。
そ
の
た
め
企
業
者
の
な
す
べ

き
仕
事
が
な
く
な
り
、
革
新
的
行
為
を
す
る
た
め
の
人
間
の
エ
ネ
ル
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ギ
ー
は
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
離
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
皮
肉
に
も
「
資
本
主

義
の
成
功
の
ゆ
え
の
衰
退
」
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
八
六
）
が
生
ま
れ

る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
資
本
主
義
が
発
展
す
る
と
福
祉
国
家
が
生
ま
れ
、
そ
の

先
に
は
社
会
主
義
が
誕
生
す
る
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
予
測
す
る
。
社

会
主
義
の
前
段
階
に
お
い
て
生
じ
る
と
予
測
さ
れ
る
福
祉
国
家
は
、
経

済
成
長
が
停
滞
し
た
、
資
本
主
義
の
成
熟
お
よ
び
衰
退
の
現
れ
で
あ
る

（
塩
野
谷 

一
九
九
五: 

三
〇
五
―
一
一, 

三
六
五
―
七
）
。
福
祉
国
家
に
お
い

て
要
請
さ
れ
る
平
等
化
政
策
は
、
非
凡
を
求
め
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

精
神
と
は
相
反
す
る
が
、
衰
退
の
中
で
そ
の
よ
う
な
政
策
は
多
く
採
択

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
福
祉
国
家
な
い
し
は
そ
の
先
に
あ
る
社
会
主
義
に
対
抗

し
企
業
家
精
神
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
塩
野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が

政
治
の
領
域
に
お
い
て
卓
越
主
義
的
エ
リ
ー
ト
の
醸
成
を
求
め
る
と
解

釈
す
る
。
塩
野
谷
の
解
釈
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
個
人
の

生
は
非
合
理
的
な
情
動
を
含
め
た
人
間
性
全
般
の
表
現
で
あ
り
、
革
新

は
「
『
合
理
化
さ
れ
た
因
習
』
に
抵
抗
す
る
『
生
』
の
あ
り
方
」
（
塩
野

谷 

二
〇
一
二: 

二
八
七
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
革
新
そ
れ
自
体
が
人
々
の

精
神
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
資
本
主
義
が
衰
退
す
る

に
つ
れ
て
、
企
業
家
た
ち
は
「
管
理
さ
れ
た
革
新
」
の
み
が
支
配
す
る

市
場
か
ら
離
れ
て
、
経
済
以
外
の
も
の
に
冒
険
の
機
会
を
求
め
る
よ
う

に
な
り
、
政
治
な
ど
の
領
域
で
革
新
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
八
六
）
。
そ
の
実
現
の
た
め
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
予
測

し
期
待
す
る
の
が
、
前
述
し
た
「
革
新
と
適
応
」
を
民
主
主
義
に
応
用

し
た
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
で
あ
る
。

　

塩
野
谷
の
解
釈
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、こ
の
よ
う
な
「
革

新
と
適
応
」
を
市
民
社
会
で
行
う
主
体
は
、
指
導
者
で
あ
る
エ
リ
ー
ト

と
か
れ
ら
に
従
う
大
衆
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
は
前
述
と
同
様
に
、
精

力
的
人
間
と
快
楽
的
人
間
と
い
う
人
間
類
型
論
に
基
づ
く
。

　

こ
の
人
間
類
型
に
基
づ
き
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
民
主
主
義
に
お
い

て
は
一
方
で
卓
越
し
た
エ
リ
ー
ト
が
互
い
の
卓
越
性
を
競
い
合
っ
て
権

力
闘
争
を
行
い
、
他
方
で
市
民
は
か
れ
ら
の
行
動
を
判
定
す
る
と
い
う

人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
を
提
言
す
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
二

五
―
八
）
。
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
論
に
お
い
て
は
、
エ
リ
ー

ト
は
競
争
の
中
で
卓
越
性
を
し
の
ぎ
合
い
、
市
民
は
か
れ
ら
の
競
争
を

監
視
し
な
が
ら
、
望
ま
し
い
者
を
選
出
す
る
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス

を
経
て
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
革
新
的
な
新
し
い
政
策
が
生
ま
れ
、
市

民
が
そ
れ
に
適
応
す
る
こ
と
で
民
主
的
な
制
度
改
革
が
進
む
。

　

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
を
、

塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
は
よ
り
一
般
化
し
て
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
命
題
」
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
二
三
）
と
呼
び
、
彼
の
経
済
社
会

学
の
中
で
主
要
な
位
置
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、
塩
野
谷
に
と
っ
て
人
民

投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
は
彼
の
経
済
社
会
学
に
お
け
る
正
し
い
制
度

に
至
る
方
法
の
一
端
を
示
す
と
解
釈
で
き
る
。
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三　

 

人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
に
対
す
る
疑
問
点
と 

塩
野
谷
に
よ
る
応
答

　

た
だ
し
、
上
記
し
た
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
解
釈
を
塩
野
谷
は
そ
の
ま
ま

自
ら
の
経
済
社
会
学
と
し
て
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
塩
野
谷
（
二
〇

〇
二
）
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
制
度
改
革
論
を
補
強
し
よ
う
と
試
み
た
。

本
節
は
、
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
塩
野

谷
の
討
議
民
主
主
義
が
そ
の
問
題
点
を
克
服
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

1　

二
つ
の
疑
問
点

　

塩
野
谷
の
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
解
釈
に
基
づ
く
制
度
改
革
論
は
、
次
の

二
つ
の
問
題
を
残
す
。
第
一
に
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
塩
野
谷
の
制
度
改

革
論
に
応
用
す
る
場
合
、
制
度
改
革
の
手
段
と
そ
の
目
的
の
整
合
性
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
塩
野
谷
と
塩
野
谷
が
解
釈
す
る
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
の
あ
い
だ
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
両
者
の
あ
い
だ

で
は
、
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
制
度
の

実
現
を
期
待
す
る
か
が
異
な
る
。
一
方
で
塩
野
谷
の
経
済
倫
理
学
を
整

合
的
に
捉
え
た
場
合
、
彼
は
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
に
基
づ
く
福
祉
国

家
を
理
想
と
し
て
お
り
、
そ
の
「
正
し
い
制
度
」
に
至
る
方
法
と
し
て

人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他

方
で
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義
論
は
福
祉
国
家
や
社
会
主
義
に

お
け
る
平
等
化
な
い
し
は
平
凡
性
の
浸
透
へ
の
抵
抗
手
段
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
社
会
保
障
制
度
を
提
供
す
る
た
め
の
理
論
で
は
な
い
（
塩

野
谷 

一
九
九
五: 

三
一
〇
―
一
）
。

　

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義
論
が
、
資
本
主
義
の
成
熟
段
階
に
お

い
て
民
主
主
義
が
過
度
な
平
等
化
を
生
み
出
す
こ
と
を
懸
念
し
、
そ
れ

に
反
す
る
よ
う
な
理
論
を
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
述
べ
る
リ
ー
ダ
ー
像
が
平
等
化
政
策
を
推

進
し
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治

の
場
で
リ
ー
ダ
ー
が
自
ら
の
非
凡
な
卓
越
性
を
求
め
る
場
合
、
社
会
保

障
政
策
が
発
展
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
の
目
的
に
は
か
な
う
議
論
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
塩
野
谷
が
理
想
と
す
る
福
祉
国
家
を
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
型
の
民
主

主
義
で
実
現
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

）
3
（

。

　

塩
野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義
論
が
単
に
福
祉
国
家
政
策

を
唱
道
す
る
理
論
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
塩
野
谷
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
社

会
主
義
的
な
社
会
福
祉
の
政
策
を
「
足
か
せ
を
は
め
ら
れ
た
資
本
主
義
」

（Shum
peter 1950: 201; cf. 

塩
野
谷 

一
九
九
五: 

三
〇
五
）
と
み
な
し
て
批

判
し
た
が
、
足
か
せ
を
す
べ
て
除
く
こ
と
を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。

彼
は
新
自
由
主
義
的
な
資
本
主
義
で
も
社
会
主
義
で
も
な
い
道
を
探
し

て
い
た
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
す
な

わ
ち
資
本
主
義
と
民
主
主
義
、
そ
し
て
福
祉
政
策
が
両
立
す
る
た
め
に
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は
、
人
々
の
道
徳
的
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
道
徳
的
改
革
と

は
、
人
々
が
快
楽
的
人
間
あ
る
い
は
追
従
型
の
個
人
と
し
て
安
易
に
社

会
保
障
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
は
な
く
、
自
立
と
責

任
感
を
も
っ
て
、
自
ら
の
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
う
す
る

こ
と
で
平
等
化
に
抗
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
能
力
を
維
持

す
る
こ
と
を
指
す
（
塩
野
谷 

一
九
九
五: 

三
六
七
）
。

　

こ
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
資
本
主
義
の
発
展
に

つ
れ
て
知
識
人
た
ち
が
平
等
化
を
志
向
す
る
こ
と
を
容
認
し
、
エ
リ
ー

ト
に
対
し
て
そ
れ
に
完
全
に
抗
す
る
こ
と
の
み
を
期
待
す
る
わ
け
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
想
定
す
る
エ
リ
ー
ト
は
、
一
方
で
平
等
化

政
策
と
し
て
福
祉
政
策
を
推
進
し
つ
つ
も
、
他
方
で
そ
の
中
で
も
自
ら

の
卓
越
性
を
追
求
、
維
持
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
塩
野
谷
（
一
九
九
五
）
は
資
本
主
義
と
民
主
主
義
の
両
立

可
能
性
と
し
て
こ
の
よ
う
に
道
徳
改
革
と
「
平
等
化
に
抗
し
た
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
」
の
必
要
性
を
説
き
つ
つ
も
、
具
体
的
に
い
か
な
る
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
な
の
か
は
明
言
せ
ず
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主

主
義
論
で
の
道
徳
的
改
革
の
必
要
は
「
最
大
の
イ
ロ
ニ
ー
」
で
あ
る
と

の
み
結
論
す
る
（
塩
野
谷 

一
九
九
五: 

三
六
七
―
八
）
。
そ
の
た
め
塩
野

谷
の
正
し
い
制
度
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
構
想

の
提
示
と
い
う
課
題
は
残
さ
れ
る
。

　

第
二
に
、
塩
野
谷
の
解
釈
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
制
度
改
革
論
を

塩
野
谷
独
自
の
制
度
改
革
論
の
一
端
と
み
な
す
場
合
、
そ
の
制
度
改
革

論
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
大
衆
は
適
応
の

役
割
を
担
う
と
さ
れ
る
が
、
か
れ
ら
は
本
当
に
新
し
い
価
値
を
創
造
す

る
政
治
家
の
提
言
を
受
け
入
れ
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
政

治
家
を
民
主
的
に
選
出
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
に
関
し
て
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ヘ
ル
ド
は
人
民
投
票
型
指
導
者

民
主
主
義
の
理
論
構
造
を
検
討
し
、
そ
れ
が
一
方
で
大
衆
の
知
性
へ
の

懐
疑
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
か
れ
ら
が
政
治
的
判
断
の
み
は
正
し
く

行
い
う
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
人
間
観
が
も
つ
矛
盾
を

指
摘
す
る
（H

eld 1996: 175, 193-4

／
訳
二
二
〇
―
一
、
二
四
五
―
六
）
。

ヘ
ル
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
し
大
衆
が
複
雑
な
政
治
的
問
題
に
対

処
し
き
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
か
れ
ら
が
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
望
む
よ

う
な
卓
越
性
の
あ
る
指
導
者
を
選
ぶ
保
証
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
塩
野
谷
＝

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
理
論
に
も
当
て

は
ま
る
。
保
守
か
革
新
か
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
民
主
主
義
国
家

に
お
い
て
政
治
家
が
市
民
た
ち
に
選
ば
れ
る
方
法
は
二
通
り
あ
る
。
第

一
に
市
民
た
ち
が
も
つ
既
存
の
ニ
ー
ズ
や
共
通
善
に
従
っ
た
政
策
を
掲

げ
る
戦
略
で
あ
り
、
第
二
に
リ
ー
ダ
ー
が
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
戦

略
で
あ
る
。
塩
野
谷
＝

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
指
導

者
は
非
凡
な
卓
越
性
を
求
め
て
行
動
す
る
た
め
、
第
二
の
戦
略
に
よ
る

社
会
改
革
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
い
か
に
し
て
第
一
の

戦
略
を
な
す
政
治
家
よ
り
も
第
二
の
政
治
家
が
選
ば
れ
う
る
の
か
、
第

一
の
疑
問
点
と
関
連
付
け
て
言
え
ば
、
第
二
の
戦
略
を
通
す
た
め
に
必
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要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
大
衆
が
か
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
市

民
に
も
何
ら
か
の
徳
が
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
新
た
な
問

題
も
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
二
つ
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
、
エ
リ
ー
ト
の
卓
越

と
大
衆
の
適
応
に
か
ん
す
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
エ
リ
ー
ト
に
対

し
て
は
、
社
会
保
障
制
度
の
実
現
と
い
う
提
言
は
、
エ
リ
ー
ト
の
革
新

あ
る
い
は
卓
越
性
に
対
す
る
希
求
を
動
機
と
し
て
は
導
き
出
せ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
同
時
に
、
大
衆
に
対
し
て
は
、
い

か
に
し
て
か
れ
ら
は
新
し
い
価
値
観
を
否
定
せ
ず
、
そ
れ
を
選
び
と
り

適
応
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
し
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
が
考
え
る
よ
う
に
福
祉
政
策
を
提
唱
し
な
が
ら
も
卓
越
性
を

追
求
す
べ
き
と
す
る
な
ら
、
相
反
す
る
二
つ
の
あ
い
だ
を
ど
の
よ
う
に

調
和
し
た
ら
い
い
の
か
、
そ
の
た
め
に
は
エ
リ
ー
ト
に
も
大
衆
に
も
一

定
の
素
質
な
い
し
は
徳
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

2　

リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
と
討
議
民
主
主
義

　

前
述
し
た
通
り
、
塩
野
谷
（
一
九
九
五
）
に
お
い
て
塩
野
谷
は
シ
ュ

ン
ペ
ー
タ
ー
の
制
度
改
革
論
の
解
釈
の
み
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

疑
問
点
に
対
す
る
答
え
を
示
し
て
い
な
い
。
塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
に
は
、

塩
野
谷
（
一
九
九
五
）
で
解
決
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
二
つ
の
問
題
点
に

対
す
る
答
え
が
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
の
問
題
点
は
、「
平
等
化
に
抗
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
と
人
々

の
道
徳
的
改
革
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
塩
野
谷
（
二

〇
〇
二
）
で
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
道
徳
的
改
革
に
対
応
す
る
塩
野

谷
の
理
念
は
、
塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
の
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
塩
野
谷
の
社
会
保
障
論
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
実
現
を
懸
念
す
る
社
会
保
障
制

度
は
、
塩
野
谷
が
批
判
す
る
消
極
的
目
的
の
み
を
も
つ
社
会
保
障
制
度

で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
た
め
塩
野
谷
の
理
想
と
す
る
社
会
保
障

制
度
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
批
判
す
る
そ
れ
と
は
異
な
る
。
次
に
、
塩

野
谷
の
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
社
会
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
提
示

す
る
二
分
法
に
は
収
ま
ら
な
い
構
造
を
も
つ
。
市
民
は
単
な
る
受
益
者

な
い
し
は
快
楽
的
人
間
と
し
て
受
け
身
の
姿
勢
の
み
を
も
つ
の
で
は
な

く
、
社
会
保
障
を
用
い
て
積
極
的
に
自
ら
の
能
力
の
実
現
を
目
指
す
と

い
う
姿
勢
が
要
請
さ
れ
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
自
ら
の
能
力
の
実
現
と

は
、
自
ら
の
創
造
性
を
高
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

精
力
的
人
間
が
も
つ
徳
は
「
多
か
れ
少
な
か
れ
」
す
べ
て
の
市
民
へ
の

要
請
と
な
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
九
b: 

一
〇
〇
―
一
）
。
そ
の
よ
う
な
人
間

は
「
与
え
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
変

え
た
い
と
考
え
、
実
行
す
る
」
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

二
七
〇
）
力
を
も
つ
。

そ
の
徳
は
創
造
性
や
革
新
を
志
す
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
が
そ

の
よ
う
な
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
自
己
実
現
を
す
る
社
会
こ
そ
、
塩
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野
谷
が
目
指
す
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
社
会
で
あ
る
。
そ
の
社
会
に

お
い
て
は
、
人
々
は
福
祉
政
策
に
よ
る
平
等
化
政
策
を
受
け
入
れ
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
用
い
て
自
ら
の
卓
越
し
た
能
力
を
発
揮
す
る
よ
う
努
力

す
る
。
そ
の
た
め
か
れ
ら
は
多
か
れ
少
な
か
れ
革
新
的
行
為
を
な
す
だ

ろ
う
。

　

た
だ
し
、
塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
は
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
と
い
う
二
分

法
を
完
全
に
な
く
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
社
会
を
期
待
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
に
お
い
て
、
社
会
保
障

制
度
の
下
で
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
創
造
的
で
革
新
的
な
行
い
と
は
、

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
意
図
し
た
よ
う
な
革
新
的
行
動
を
意
味
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
用
い
る
革
新
的
行
動
と
は
、
少
数
の

エ
リ
ー
ト
に
よ
る
制
度
改
革
を
含
め
た
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
破
壊
的

行
為
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
既
存

の
制
度
下
に
お
い
て
行
わ
れ
る
革
新
的
行
動
は
い
わ
ば
「
管
理
さ
れ
た

革
新
」
で
あ
り
、
革
新
と
い
う
概
念
が
も
つ
破
壊
的
な
側
面
は
消
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
制
度
改
革
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、

一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
創
造

的
破
壊
の
行
為
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
多
く
の
市
民
た
ち
に
対
し
て

期
待
さ
れ
る
、
塩
野
谷
の
考
え
る
正
し
い
制
度
が
実
現
し
た
後
に
お
い

て
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
制
度
の
制
約
の
下
で
な
さ
れ
る
行
為
と
は
異
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
塩
野
谷
（
二
〇
〇
二; 

二
〇
一
二
）

が
「
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
」
、
「
革
新
と
適
応
」
と
い
う
二
分
法
を
維
持
す

る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
塩
野
谷
は
制
度
改
革
に
必
要
な
エ
リ
ー
ト
の
も
つ
べ

き
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
解
決
策
と
し
て
提
示
し
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
エ

リ
ー
ト
も
大
衆
も
含
め
た
す
べ
て
の
市
民
に
対
し
て
前
述
の
市
民
的
徳

性
を
要
請
す
る
。
彼
は
市
民
に
対
し
て
、
変
動
期
に
お
い
て
は
大
衆
の

立
場
で
あ
れ
ば
制
度
改
革
に
対
す
る
適
応
の
役
割
を
、
正
し
い
制
度
の

下
で
は
「
管
理
さ
れ
た
革
新
」
と
し
て
の
行
為
を
要
請
す
る
。

　

さ
ら
に
、
塩
野
谷
は
市
民
に
そ
れ
以
外
の
徳
を
も
要
請
す
る
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
能
力

の
実
現
が
共
通
の
価
値
観
と
し
て
個
々
人
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
個
々
人
が
互
い
へ
の
配
慮
と
互
い
の
自
己
実

現
へ
の
協
働
の
徳
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
塩
野
谷
は
市
場
と
異

な
り
、
共
同
体
で
は
個
々
人
が
競
争
の
み
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
己
実
現

と
卓
越
性
を
求
め
れ
ば
よ
い
と
は
考
え
な
い
。
個
々
人
は
互
い
を
第
二

の
自
己
と
み
な
し
、
そ
の
自
己
実
現
を
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
塩
野
谷 

二
〇
〇
九
b: 

四
七
）
。

　

要
す
る
に
、
塩
野
谷
は
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
と
い
う
二
分
法
を
維
持
し

つ
つ
、
エ
リ
ー
ト
に
革
新
的
行
為
を
要
求
し
、
ま
た
市
民
が
適
応
だ
け

で
な
く
「
管
理
さ
れ
た
革
新
」
で
あ
る
と
し
て
も
革
新
的
な
行
い
を
な

し
う
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
互
い
に
尊
重
し
合
う
こ
と
を
市
民
的
徳
性
と

し
て
要
請
す
る
。
つ
ま
り
、
エ
リ
ー
ト
が
非
凡
性
を
追
求
す
る
革
新
的

な
政
策
を
提
案
し
た
際
に
、
も
し
そ
れ
が
自
ら
お
よ
び
他
の
人
々
の
才
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能
を
伸
ば
す
機
会
と
な
り
う
る
な
ら
ば
、
人
々
は
そ
の
政
策
に
賛
同
す

べ
き
で
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。

　

第
二
の
問
題
点
は
大
衆
が
新
し
い
価
値
観
に
適
応
し
う
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
塩
野
谷
（
二
〇
〇
二
）
に
お
い

て
は
、
制
度
改
革
と
い
う
動
的
な
変
化
の
状
況
に
お
い
て
個
々
人
に
「
適

応
」だ
け
で
は
な
い
以
下
の
徳
が
要
請
さ
れ
る
。
彼
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

の
民
主
主
義
を
「
機
能
型
民
主
主
義
」
と
呼
び
、
そ
れ
の
み
に
自
ら
の

民
主
主
義
論
を
依
拠
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
二
九
）
。

塩
野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
が
「
革
新
民
主
主

義
」
と
し
て
成
功
す
る
た
め
に
討
議
民
主
主
義
の
必
要
性
を
説
き
、
そ

の
中
で
必
要
と
さ
れ
る
市
民
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
は
政

治
決
定
の
構
造
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
民
主
主
義
の
機
能
の
み

を
考
察
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
決
定

の
構
造
を
問
題
と
す
る
「
上
か
ら
の
民
主
主
義
」
で
あ
る
。
他
方
で
、

民
主
主
義
は
公
共
的
空
間
に
お
い
て
個
々
人
の
私
的
な
判
断
を
い
か
に

し
て
公
共
的
な
利
益
や
判
断
に
ま
と
め
上
げ
る
か
、
そ
の
あ
い
だ
の
整

合
性
を
図
る
か
と
い
う
問
題
を
内
包
す
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
は
「
下

か
ら
の
民
主
主
義
」
の
問
題
で
あ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
二
八
）
。

　

塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
下
か
ら
の
民
主
主
義
」
の
考
察

は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義
論
を
支
え
う
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

は
エ
リ
ー
ト
型
民
主
主
義
の
成
立
要
件
と
し
て
以
下
の
四
つ
の
条
件
を

挙
げ
る
。
そ
れ
ら
は
「
（
一
）
政
治
家
の
資
質
が
高
い
こ
と
、
（
二
）
政

治
決
定
の
範
囲
が
広
く
な
い
こ
と
、
（
三
）
公
共
的
精
神
に
満
ち
た
優

秀
な
官
僚
組
織
が
存
在
す
る
こ
と
、
（
四
）
人
々
が
公
共
的
意
思
決
定

に
際
し
て
自
己
抑
制
を
な
し
う
る
こ
と
」
で
あ
る
（Schum

peter 1950: 

289-96; 

塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
二
九
）
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義

に
お
い
て
は
、
エ
リ
ー
ト
が
卓
越
性
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
が

か
れ
ら
の
行
動
を
正
確
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

人
々
が
そ
の
判
断
に
必
要
と
さ
れ
る
性
質
を
も
つ
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

つ
ま
り
、
政
治
的
決
定
の
範
囲
以
外
の
条
件
は
、
政
治
家
や
官
僚
を
含

め
た
人
々
が
市
民
的
徳
性
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
「
上
か
ら
の
民
主
主
義
」
は
、
市
民
た
ち
が
公
共

的
空
間
に
お
い
て
徳
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
「
下
か
ら
の
民
主
主

義
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
成
立
要
件
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
塩
野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義

論
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
「
下
か
ら
の
民
主
主
義
」
と
し
て
討
議
民

主
主
義
の
可
能
性
を
探
る
。
そ
の
際
、
塩
野
谷
が
人
々
、
特
に
（
四
）

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
市
民
が
も
つ
べ
き
徳
性
と
し
て
注
目
す
る
の
が
、

ロ
ー
ル
ズ
の
公
共
的
理
性
で
あ
る
（R

aw
ls 1999: 212-54

）
。
人
々
が
公

共
的
意
思
決
定
に
際
し
て
自
己
を
抑
制
し
う
る
た
め
に
は
、
か
れ
ら
が

自
ら
の
利
益
の
み
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
互
い
の
意
見
交
換
を

つ
う
じ
て
公
共
善
と
は
何
か
を
討
議
し
、
合
意
に
至
る
こ
と
で
そ
れ
を

理
解
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
に
自
ら
の
利
益
に
よ
る
判
断
を
抑
制
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す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
の
が
公
共
的
理

性
で
あ
る
。
塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
共
的
理
性
と
は
、
自

由
か
つ
平
等
な
市
民
に
よ
っ
て
、
正
義
に
か
か
わ
る
事
柄
に
対
し
て
、

市
民
間
で
公
共
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
内
容
を
も
つ

）
4
（

。
そ
れ
は
市
民
の

あ
い
だ
の
互
恵
性
と
相
互
承
認
の
理
念
に
基
づ
く
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
三
三
）
。

　

塩
野
谷
に
よ
れ
ば
、
公
共
的
空
間
に
お
い
て
人
々
が
公
共
善
を
新
し

く
変
え
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
が
現
れ
る
べ
き
場
で
あ
る
。
た
だ
し
、
エ
リ
ー
ト
が
新
し
い
価
値
観

を
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
共
善
が
変
化
し
う
る
た
め
に
は
、
市
民

が
公
共
的
理
性
を
も
ち
、
前
述
し
た
互
恵
性
と
相
互
承
認
を
尊
重
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
価
値
の
多
元
性
の
下
で
あ
り
な
が

ら
、
他
人
を
自
分
と
同
じ
よ
う
に
理
性
を
持
っ
た
平
等
な
存
在
と
見
な

し
、
彼
ら
の
議
論
に
必
ず
し
も
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
を
ま
と
も
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
」
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
四

〇
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
公
共
善
を
新
し
く
変
え
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
市
民
た
ち
が
新
し
い
創
造
的
な
意

見
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
塩
野
谷
は
福
祉
国
家
に
お
い
て
個
々
人
に
以
下
の
三
つ

の
徳
を
要
請
す
る
。
第
一
に
、
市
民
が
「
多
か
れ
少
な
か
れ
」
革
新
性

を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
か
れ
ら
が
相
互
に
尊
重
し
合
う
こ
と

で
あ
る
。
第
三
に
、
か
れ
ら
が
公
共
的
理
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
塩
野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
理
論
の
不
足
点
を
補
い
、

か
つ
新
し
い
点
を
提
供
す
る
。
塩
野
谷
の
解
釈
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

の
不
足
点
と
は
、
道
徳
的
改
革
の
具
体
的
な
話
が
欠
け
て
い
る
点
で
あ

る
。
塩
野
谷
は
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
理
念
を
用
い
て
、
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
と
は
異
な
る
社
会
保
障
制
度
の
構
想
を
提
供
し
た
。
ま
た
新
し
い

点
と
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
を
提
唱
し
、
討
議
民
主
主
義
の
必
要

性
を
説
き
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る
市
民
的
徳
性
を
提
示
し
た
と
い

う
点
で
あ
る
。

四　

必
要
と
さ
れ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

　

前
述
し
た
徳
を
も
つ
市
民
が
い
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
る
人

民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
の
成
立
要
件
の
一
部
は
み
た
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
市
民
は
既
存
の
不
平
等
な
権
力
構
造
の
下
に
お
い
て

も
政
策
を
吟
味
し
、
ま
た
新
た
な
提
案
を
取
り
入
れ
て
、
議
論
を
つ
う

じ
て
不
平
等
な
構
造
を
改
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

市
民
は
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
と
い
う
構
造
を
改
革
し
、
か
れ
ら
を
大
衆
と

し
て
支
配
し
よ
う
と
試
み
る
権
力
者
に
対
抗
で
き
る
だ
ろ
う
（Alison 

and Friedm
an 2007: 22-3

）
。

　

し
か
し
、
エ
リ
ー
ト
の
支
配
か
ら
の
防
御
や
対
抗
だ
け
で
な
く
、
市

民
と
為
政
者
の
協
力
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
塩
野
谷
は
シ
ュ
ン

ペ
ー
タ
ー
型
民
主
主
義
の
成
立
要
件
の
う
ち
の
（
一
）
の
要
件
、
す
な
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わ
ち
政
治
家
の
資
質
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
市
民
が
も
し
理
性
的
な
討
議
よ
っ
て
福
祉
政
策
に
賛
同
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
非
凡
な
エ
リ
ー
ト
が
選
ば
れ
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
非
凡
性
の
追
求
と
は
あ
ら

ゆ
る
平
等
化
の
「
足
か
せ
」
を
取
り
除
く
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
平
等

化
さ
れ
た
社
会
は
非
凡
性
の
追
求
に
と
っ
て
は
妥
協
さ
れ
た
社
会
だ
か

ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
双
方
の
調
和
が
必

要
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
本
来
の
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
る
非
凡
性
の

定
義
か
ら
す
れ
ば
、
平
等
化
政
策
と
は
悪
し
き
足
か
せ
に
す
ぎ
ず
、
そ

れ
を
除
く
努
力
こ
そ
が
必
要
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
市
民
は
上
記
の
徳
に
よ
っ
て
そ
れ
を
望
む
可
能
性
が
あ
り
、

市
民
と
リ
ー
ダ
ー
の
あ
い
だ
の
対
立
は
残
さ
れ
る
。

　

翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
自
ら
の
卓
越
主
義
が

福
祉
国
家
政
策
の
平
等
化
推
進
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
を
認
め
、
そ
の

対
策
と
し
て
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
必
要
性
を
説
い
た
。
他
方
で

塩
野
谷
は
そ
の
問
題
に
直
接
的
に
は
答
え
ず
、
市
民
の
徳
を
高
め
る
こ

と
で
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
市
民
の
も
つ

べ
き
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
管

理
さ
れ
た
卓
越
性
」
で
あ
り
、
エ
リ
ー
ト
が
制
度
改
革
に
お
い
て
も
つ

べ
き
卓
越
性
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

エ
リ
ー
ト
が
も
つ
べ
き
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
何
か
、
ま
た
な0

ぜ0

「
足
か
せ
」
を
肯
定
し
、
平
凡
と
非
凡
を
調
和
す
べ
き

0

0

0

な
の
か
が
問

わ
れ
る
。

　

塩
野
谷
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
共
通
す
る
点
は
、
政
治
的
エ
リ
ー
ト

の
も
つ
べ
き
卓
越
性
は
非
凡
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
平
凡
さ
と
相
反
す
る

と
考
え
る
点
で
あ
る
。
他
方
で
両
者
は
、
自
ら
の
構
想
の
実
現
の
た
め

に
二
つ
の
あ
い
だ
の
調
和
を
図
る
べ
き
と
も
考
え
る
。
本
稿
は
、
塩
野

谷
の
福
祉
国
家
が
民
主
主
義
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
成
立
す
る
た
め
に
、

非
凡
性
だ
け
で
は
な
い
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
と
さ
れ
る
と

考
え
る
。
そ
の
構
想
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
稿
は
こ
れ
ら
の
問
い
に

答
え
る
。

　

民
主
主
義
に
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
こ

れ
ま
で
政
治
理
論
の
主
要
な
問
い
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
塩
野

谷
に
よ
っ
て
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
を
提
唱
し
た
一
人
と
み
な

さ
れ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
れ
を
理
念
化
し
た
も
の
の
、
非
凡
性
の
み

を
求
め
る
エ
リ
ー
ト
像
を
良
し
と
せ
ず
、
政
治
家
の
も
つ
べ
き
資
質
と

し
て
情
熱
、
責
任
感
、
判
断
力
を
挙
げ
た
（W

eber 1994: 73-4

／
訳
八

八
―
九
〇
）
。
た
だ
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
、
大
衆
は
デ
マ
ゴ
ー
グ
に

影
響
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
卓
越
し
た
政
治
家
が
い
か
に
市
民

に
選
ば
れ
る
か
と
い
う
問
い
に
は
、
公
共
圏
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
の
み
答
え
る
（M

üller 2011: 44

／
訳
八
二
―
三
）
。

　

他
方
、
市
民
と
リ
ー
ダ
ー
の
協
力
関
係
の
た
め
に
必
要
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
概
念
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
提
示
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
塩
野

谷
が
卓
越
主
義
者
と
み
な
す
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
政
治
家
に
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必
要
な
徳
は
非
凡
性
の
追
求
で
は
な
く
知
慮
（
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
）
で
あ
る
。

政
治
の
真
の
目
的
は
市
民
た
ち
が
徳
の
あ
る
善
き
生
を
送
る
こ
と
で
あ

り
、
政
治
家
は
知
慮
に
よ
っ
て
善
き
生
と
は
何
か
を
認
識
し
、
ま
た
そ

の
目
的
を
実
現
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 

一

九
七
一: 1140a20-1140b30

／
訳
二
二
三
―
六
）
。
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
市
民
の
善
き
生
の
実
現
の
た
め
に
立
法
を
は
じ
め

と
し
た
政
治
的
実
践
を
行
う
こ
と
は
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
必

要
な
徳
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
々
を
デ
マ
ゴ
ー
グ
か
ら

守
り
、
か
れ
ら
が
善
き
生
を
送
る
手
助
け
を
し
、
か
れ
ら
を
導
く
こ
と

は
政
治
家
に
と
っ
て
必
要
な
行
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
政
治
家
の

徳
を
定
め
れ
ば
、
市
民
と
エ
リ
ー
ト
の
方
向
性
の
差
異
は
解
消
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

　

よ
り
塩
野
谷
の
議
論
に
内
在
的
に
述
べ
れ
ば
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
が

精
力
的
人
間
で
あ
り
、
か
れ
が
偉
大
な
指
導
者
と
し
て
自
ら
の
卓
越
性

を
求
め
、
政
治
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
と
い
う
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
＝

塩
野
谷
の
図
式
を
維
持
し
つ
つ
も
、
卓
越
性
の
概
念
を
非
凡
性

と
共
通
性
の
両
面
を
も
つ
こ
と
と
定
義
す
る
こ
と
で
、
非
凡
さ
や
偉
大

さ
を
求
め
る
こ
と
と
万
人
に
対
し
て
共
通
す
る
善
を
追
求
す
る
こ
と
と

は
両
立
し
う
る
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
企
業
家
精
神
を
批
判
的
に
検
討

し
た
カ
ー
ズ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
必
要
な
起

業
家
の
素
質
と
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
新
し
い
技
術

革
新
に
よ
り
既
存
の
均
衡
を
破
壊
し
、
不
均
衡
を
生
み
出
す
こ
と
で
は

な
く
、
新
し
い
商
品
が
消
費
者
に
と
っ
て
価
値
を
も
つ
こ
と
や
、
新
し

い
技
術
を
企
業
化
で
き
る
こ
と
を
見
通
し
、
新
た
な
均
衡
点
を
見
出
す

力
で
あ
る
（K

irzner 1973: 81

／
訳
八
四
）
。
こ
の
こ
と
を
民
主
主
義
論

に
当
て
は
め
れ
ば
、
政
治
家
に
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
新
し
い

価
値
観
を
創
造
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
共
通
の
価
値
と
な
り
う
る

こ
と
を
見
通
し
、
そ
れ
を
新
た
な
共
通
善
と
し
て
市
民
に
受
け
入
れ
さ

せ
る
力
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

と
は
、
既
存
の
価
値
観
に
抗
し
た
非
凡
性
を
追
求
す
る
能
力
と
同
時
に
、

自
ら
の
非
凡
な
発
想
を
新
た
な
共
通
の
価
値
と
し
て
浸
透
さ
せ
る
能
力

を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

さ
ら
に
、
福
祉
国
家
に
お
い
て
政
治
的
エ
リ
ー
ト
は
あ
る
程
度
の
平

等
化
を
志
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
非
凡
性
と
相
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
創
造
的
な
天
才

の
心
理
を
分
析
し
た
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
卓
越
的
な
天
才
と
は

非
凡
で
あ
る
と
同
時
に
健
全
さ
を
も
つ
。
一
方
で
、
新
し
い
価
値
を
創

造
す
る
と
い
う
点
で
他
者
と
の
差
異
性
、
す
な
わ
ち
非
凡
さ
だ
け
を
有

す
る
個
人
は
、
社
会
的
不
適
合
に
陥
る
傾
向
が
あ
る
。
他
方
で
、
真
の

天
才
は
非
凡
性
に
加
え
て
一
般
の
人
び
と
と
共
通
す
る
精
神
的
な
健
全

さ
を
併
せ
も
つ
こ
と
で
自
ら
の
作
品
を
普
及
さ
せ
る
（K

retschm
er 

1931: 27-30

／
訳
四
六
―
九
）
。
し
た
が
っ
て
、
福
祉
政
策
に
お
い
て
個
々

人
の
共
通
性
を
探
る
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
者
な
ら

ば
共
通
の
価
値
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
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を
提
示
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
ら
の
卓
越
性
を
発
揮
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
の
説
を
応
用
す
れ
ば
、
卓
越
し
た
個
人

は
非
凡
性
と
共
通
性
の
双
方
を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
で

自
ら
の
非
凡
な
発
想
に
よ
っ
て
卓
越
し
た
提
言
を
し
つ
つ
、
他
者
と
の

共
通
性
に
よ
っ
て
そ
れ
を
伝
達
可
能
な
も
の
と
し
て
他
者
と
共
有
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
創
造
的
な
個
人
像
は
、
塩
野
谷
の
ロ
マ
ン
主
義
に
適
う

と
考
え
る
。
塩
野
谷
は
天
才
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
な
人

間
の
創
造
性
は
、
社
会
の
制
度
改
革
を
つ
う
じ
て
社
会
科
学
に
よ
っ
て

扱
わ
れ
う
る
と
考
え
る
（
塩
野
谷 

二
〇
一
二: 

三
〇
一
―
二
）
。
さ
ら
に
、

卓
越
性
と
は
文
化
価
値
の
実
現
で
あ
り
、
文
化
価
値
と
は
普
遍
的
な
価

値
で
あ
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

一
三
五
―
六, 
三
九
一
）
。
こ
の
よ
う
な

彼
に
よ
る
創
造
的
な
個
人
像
を
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
当
て
は
め

れ
ば
、
非
凡
な
才
能
と
同
時
に
文
化
的
な
教
養
を
も
ち
、
そ
の
教
養
を

用
い
て
普
遍
的
な
価
値
観
を
創
造
し
、
そ
れ
を
用
い
て
市
民
の
生
活
の

み
な
ら
ず
精
神
的
な
水
準
を
も
向
上
さ
せ
つ
つ
、
自
ら
の
価
値
観
を
浸

透
さ
せ
る
リ
ー
ダ
ー
像
が
導
き
出
せ
る
だ
ろ
う

）
5
（

。

　

要
す
る
に
、
塩
野
谷
が
述
べ
る
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
卓
越
性
の

追
求
と
い
う
制
度
改
革
の
方
法
を
採
用
す
る
と
し
て
も
、
政
治
的
リ
ー

ダ
ー
に
求
め
る
徳
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
塩
野
谷
の
理
想
と
す
る
社
会

を
導
き
出
す
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
足
か
せ
の
あ
る
政
策
と
は
決
し
て
非
凡
性
の
追
求
に

対
す
る
妥
協
で
は
な
く
、
そ
れ
は
非
凡
性
と
共
通
性
を
併
せ
も
ち
、
非

凡
性
を
止
揚
し
た
個
人
に
よ
っ
て
こ
そ
提
案
、
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
の
考
察
は
、
塩
野
谷
の
経
済
倫
理
学
の
一
貫
性
の
実
現

の
た
め
に
も
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
塩
野
谷
に
よ
っ
て
理
想
理
念
と
し
て
描
か
れ
た
リ
ベ
ラ
ル

な
卓
越
主
義
を
理
念
と
す
る
社
会
が
、
塩
野
谷
が
描
く
制
度
改
革
の
方

法
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
の
か
を
問
題
と
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
要
約
し
よ
う
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
＝

塩
野
谷
の

制
度
改
革
論
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
生
み
出
し
た
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー

は
多
数
の
平
均
人
と
少
数
の
卓
越
し
た
個
人
と
を
分
け
、
後
者
の
創
造

的
破
壊
と
前
者
に
よ
る
そ
れ
に
対
す
る
適
応
と
均
衡
化
に
よ
っ
て
資
本

主
義
は
発
展
す
る
と
説
く
。
ま
た
そ
の
構
造
を
民
主
主
義
に
も
応
用
し
、

人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
を
提
唱
す
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
も
塩
野
谷
も
認
め
る
通
り
、
平
等
化
を
求
め
る
社
会
に
お
い
て
非

凡
性
を
求
め
る
エ
リ
ー
ト
の
提
案
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
可
能
性
が
残

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
解
決
す
る
た
め
に
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
提

示
し
た
の
が
道
徳
的
改
革
の
必
要
性
で
あ
る
。
た
だ
し
シ
ュ
ン
ペ
ー

タ
ー
は
道
徳
的
改
革
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
な
い
。
塩

野
谷
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
民
主
主
義
を
補
う
形
で
、
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
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越
主
義
お
よ
び
討
議
民
主
主
義
の
可
能
性
と
市
民
の
徳
を
提
示
し
た
。

つ
ま
り
塩
野
谷
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
適
応
す
る
市
民
側
が
徳
を
も
つ

こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
試
み
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
平
等
に
抗
し
た

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
の
構
想
の
提
示
と
い
う
問
題
に
十
分
に
答
え
て
い

な
い
。
本
稿
は
、
塩
野
谷
が
考
え
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
社
会
へ

と
至
る
た
め
に
は
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
再
考
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
既
存
の
価
値
観
を
破
壊
し
新
し

い
共
通
善
を
提
示
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
非
凡
性
を
も
ち
つ
つ
も
、

人
々
と
の
共
通
性
を
も
つ
こ
と
で
自
ら
の
提
案
を
人
々
に
浸
透
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
共
通
性
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
た
。
ま
た
市
民
に
対
し

て
も
、
塩
野
谷
の
考
え
る
革
新
の
要
素
を
人
々
が
も
つ
こ
と
が
要
請
さ

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
エ
リ
ー
ト
と
大
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
「
革
新
と
適
応
」
を

行
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
徳
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
両
者
が
「
革
新
と
適

応
」
の
双
方
に
か
か
わ
る
徳
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
し
か
に
制

度
改
革
に
お
い
て
は
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
革
新
の
要
素
と
大
衆
に
よ
る

適
応
の
要
素
が
強
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
の
要
素
を
も
た
な
け

れ
ば
、
制
度
改
革
に
お
け
る
協
力
関
係
は
成
立
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
理
論
的
に
提
示
さ
れ
た
討
議
民
主
主
義

に
お
け
る
市
民
と
政
治
家
の
協
力
関
係
の
実
現
可
能
性
と
い
う
問
題
で

あ
る

）
6
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

 

（
さ
い
と
う
・
な
お
／
経
済
哲
学
、
再
分
配
正
義
論
）

注（
1
） 

経
済
哲
学
と
は
塩
野
谷
が
彼
の
研
究
の
全
期
間
を
つ
う
じ
て
示
し
た
理
論

体
系
や
価
値
理
念
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
思
想
家
研
究
や
方
法
論
な
ど
、

彼
の
研
究
の
全
般
を
指
す
。
経
済
倫
理
学
は
そ
の
中
で
も
彼
の
中
心
的
な
価

値
理
念
に
基
づ
く
整
合
的
な
理
論
体
系
を
表
す
。

（
2
） 

本
稿
で
は
『
価
値
理
念
の
構
想
』
（
塩
野
谷 

一
九
八
四
）
を
中
心
的
に
扱

わ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義
の
構

想
を
塩
野
谷
は
『
価
値
理
念
の
構
想
』
で
は
明
示
せ
ず
、『
経
済
と
倫
理
』（
塩

野
谷 

二
〇
〇
二
）
以
降
に
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
倫
理
学
に

お
け
る
『
価
値
理
念
の
構
想
』
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
斉
藤
（
二
〇
一

九
）
を
参
照
。

（
3
） 

同
時
に
こ
こ
に
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
制
度
改
革
に
お
い
て
示
す
人
間

の
二
類
型
と
い
う
図
式
が
、
塩
野
谷
が
理
想
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
卓
越
主
義

の
構
想
に
反
す
る
と
い
う
点
も
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
卓

越
主
義
に
お
い
て
は
、
個
々
人
は
自
ら
の
能
力
の
実
現
と
自
律
を
目
指
し
て

お
り
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
大
衆
に
当
て
は
め
た
快
楽
的
で
追
従
的
な
人
間

類
型
と
は
異
な
る
。

（
4
） 

一
方
で
、
ロ
ー
ル
ズ
は
公
共
的
理
性
を
正
義
の
構
想
が
公
共
空
間
で
擁
護

さ
れ
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
を
、
塩
野
谷
は
認
め
る
。
他
方
で
、
塩
野
谷
は

ロ
ー
ル
ズ
の
公
共
的
理
性
を
討
議
民
主
主
義
に
お
け
る
討
議
の
際
に
市
民
た

ち
が
用
い
る
べ
き
理
性
と
し
て
応
用
す
る
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
二: 

二
三
六
―

二
三
七
）
。

（
5
） 

後
期
の
ロ
マ
ン
主
義
研
究
（
塩
野
谷 

二
〇
〇
九
a; 

二
〇
〇
九
b; 

二
〇

一
二
）
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
塩
野
谷
の
研
究
に
お
い
て
課
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い
た
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
モ
デ
ル
の
問
題
点
の
克
服
方
法
が
隠
さ
れ
て
い
る

と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
明
示
化
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

Backhouse and N
ishizaw

a

（2010

）
は
『
ロ
マ
ン
主
義
の
経
済
思
想
』（
塩
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野
谷 

二
〇
一
二
）
を
、
富
と
は
物
質
的
な
豊
か
さ
で
は
な
く
人
生
の
充
足

で
あ
る
と
い
う
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
を
中
心
と
し
た
厚
生
経
済
学
史
の
流
れ

に
位
置
づ
け
て
お
り
、
同
著
に
は
塩
野
谷
も
寄
稿
し
て
い
る
。

（
6
） 
ミ
ュ
ラ
ー
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
人
民
投
票
型
指
導
者
民
主
主
義
が
実
際
に
ド

イ
ツ
に
お
い
て
実
現
せ
ず
、
ま
た
そ
の
後
に
発
展
し
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ

る
人
民
の
理
性
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
民
主
主
義
も
多
く
の
懐
疑
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
と
述
べ
る
（M

üller 2001: 47-8, 213-4

／
訳
上
・
八
七
―
九
〇
、

下
・
一
六
六
―
八
）
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
と
は
「
制
度
化
さ

れ
た
不
確
実
性
」
で
あ
り
、
特
定
の
主
義
に
よ
っ
て
そ
の
未
来
が
保
証
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
（M

üller 2001: 242

／
訳
下
・
二
二
四
）
。
こ
こ
か
ら
も

わ
か
る
通
り
、
本
稿
で
述
べ
た
市
民
的
徳
性
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
も
か
な
り

要
求
が
高
く
、
そ
の
実
現
可
能
性
が
確
実
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
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一　

 

な
ぜ
世
俗
主
義
と
権
威
主
義
体
制
の
結
び
つ
き 

な
の
か
？

　

一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
問

題
は
、
独
裁
政
権
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
勢
力
へ
の
過
酷
な
弾
圧
で

あ
る
。
特
に
シ
リ
ア
で
は
ア
サ
ド
政
権
が
ハ
マ
市
の
ム
ス
リ
ム
同
胞
団

の
壊
滅
を
狙
っ
た
軍
事
作
戦
で
市
民
を
含
め
て
八
千
人
か
ら
最
大
四
万

人
を
殺
害
し
た
が
、
こ
の
事
件
は
国
際
世
論
に
お
い
て
ほ
ぼ
黙
認
さ
れ

て
き
た
。
同
じ
く
、
二
〇
一
一
年
の
民
衆
蜂
起
以
後
に
お
い
て
も
、
二

十
万
人
以
上
と
さ
れ
る
民
間
の
犠
牲
者
の
九
割
近
く
が
ア
サ
ド
政
権
や

そ
れ
を
支
え
る
ロ
シ
ア
や
イ
ラ
ン
の
手
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず

）
1
（

、
人
権
団
体
報
告
と
一
部
の
報
道
を
除
け
ば
国
際
的
に
騒
が

れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
マ
ジ
ド
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ノ
ー
ム
・

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
代
表
さ
れ
る
国
際
的
に
名
の
知
ら
れ
た
「
左
派
」
と

み
な
さ
れ
る
知
識
人
で
さ
え
も
、
シ
リ
ア
で
デ
モ
に
繰
り
出
し
自
由
を

求
め
る
人
々
へ
の
連
帯
、
あ
る
い
は
ア
ラ
ブ
の
独
裁
政
権
に
よ
る
蛮
行

へ
の
非
難
を
め
ぐ
っ
て
歯
切
れ
の
悪
い
立
場
し
か
示
せ
な
い
。
シ
リ
ア

革
命
は
ま
さ
に
『
孤
児
の
革
命

）
2
（

』
で
あ
る
。

　

「
孤
児
」
と
な
っ
て
い
る
原
因
は
極
め
て
複
雑
で
は
あ
る
が
、
そ
の

一
つ
と
し
て
シ
リ
ア
の
独
裁
政
権
が
「
世
俗
主
義
」
の
看
板
を
掲
げ
な

〈
公
募
論
文
〉

シ
リ
ア
現
代
思
想
に
お
け
る
世
俗
主
義
と�

�
権
威
主
義
体
制
の
結
び
つ
き
の
発
見

岡
崎
弘
樹
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が
ら
、
実
は
国
際
場
裡
に
お
い
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
め
ぐ
る
諸
現
象

や
言
論
空
間
を
巧
妙
に
活
用
し
て
き
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
シ
リ
ア

の
言
論
人
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
サ
ド
政
権
は
、
民
衆
蜂

起
以
後
に
国
内
の
刑
務
所
に
留
置
し
て
い
た
過
激
主
義
者
を
意
図
的
に

釈
放
し
、
反
体
制
派
地
域
で
の
勢
力
拡
大
を
促
し
て
き
た
。
か
く
し
て

「
イ
ス
ラ
ー
ム
恐
怖
症
」
に
囚
わ
れ
た
欧
米
世
論
を
動
か
し
、
「
対
テ
ロ

戦
争
」
の
名
の
下
で
欧
米
諸
国
の
全
面
的
な
後
ろ
盾
を
得
る
だ
け
で
な

く
、
民
主
化
勢
力
全
体
に
対
す
る
圧
倒
的
な
武
力
に
よ
る
弾
圧
に
つ
い

て
も
「
青
信
号
」
を
得
ら
れ
る
と
い
う
計
算
を
働
か
せ
て
き
た
と
い
う

の
で
あ
る

）
3
（

。
か
か
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
を
め
ぐ
る
内
外
の
政
治
と
言
説

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
本
論
の
紙
幅
で
十
分
に
論
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
問
題
の
当
事
者
た
る
シ
リ
ア
の
思
想
家
が
、

ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義
体
制
と
世
俗
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
結
び
つ
き
を

い
か
に
し
て
問
題
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
認
識

の
プ
ロ
セ
ス
を
断
片
的
に
で
も
辿
っ
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
は
大
き
く
二
人
の
シ
リ
ア
人
思
想
家

）
4
（

の
代
表
作
に
絞
っ
て
考

察
を
進
め
た
い
。
一
人
は
特
に
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
挫
折
と
し
て
知
ら

れ
る
第
三
次
中
東
戦
争
（
一
九
六
七
）
の
敗
北
以
降
に
自
己
批
判
論
や

宗
教
思
想
批
判
論
を
繰
り
広
げ
て
ア
ラ
ブ
の
論
壇
の
中
心
を
担
っ
た

サ
ー
デ
ィ
ク
・
ジ
ラ
ー
ル
・
ア
ズ
ム
（
一
九
三
四
～
二
〇
一
六
）
で
あ
る
。

カ
ン
ト
哲
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
ア
ズ
ム
は
「
教
説
」
（dogm

a

）
に
対

す
る
「
批
判
」
（critique

）
を
展
開
す
る
中
で
、
ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義

体
制
と
神
学
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
結
び
つ
き
を
問
題
視
し
、
そ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
解
体
を
図
っ
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
に

「
世
俗
主
義
」
を
掲
げ
る
独
裁
政
権
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
へ
の
圧

倒
的
な
暴
力
と
い
う
、
ア
ズ
ム
の
宗
教
思
想
批
判
で
は
説
明
不
可
能
な

現
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
る
議
論
が

求
め
ら
れ
る
中
で
、
登
場
し
た
の
が
本
論
で
扱
う
も
う
一
人
の
論
者
、

ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ガ
リ
ユ
ー
ン
（
一
九
四
五
～
）
で
あ
る
。
ガ
リ
ユ
ー
ン

は
当
初
は
仏
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
国
家
論
に
影
響
さ
れ
、
シ
リ
ア
の
国

家
と
社
会
階
級
の
関
係
を
め
ぐ
る
分
析
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
や
が

て
ア
ラ
ブ
世
界
の
民
衆
的
基
盤
に
基
づ
い
た
民
主
主
義
的
改
革
論
を
模

索
し
始
め
た
。
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
の
歴

史
的
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
見
方
を
提
出
し
、
権
威
主
義
体
制
と
、
宗

教
精
神
で
は
な
く
む
し
ろ
世
俗
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
結
び
つ
き
を

問
題
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ア
ズ
ム
と
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
シ
リ
ア
の
行
動
す
る
知
識
人
と
し
て
も
周

知
で
あ
り
、
「
ダ
マ
ス
カ
ス
の
春
」
（
二
〇
〇
〇
年
）
や
シ
リ
ア
民
衆
蜂

起
（
二
〇
一
一
年
～
）
に
お
い
て
も
民
主
化
運
動
勢
力
へ
の
支
持
を
鮮

明
に
し
、
シ
リ
ア
や
ア
ラ
ブ
全
域
で
周
知
の
人
物
で
あ
る

）
5
（

。
だ
が
、
そ

の
政
治
的
実
践
は
さ
て
お
き
、
こ
の
二
人
の
思
想
的
業
績
に
つ
い
て
は

依
然
と
し
て
ほ
と
ん
ど
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い

）
6
（

。
両
者
は
、
政

治
的
経
験
や
知
的
遍
歴
、
世
代
と
し
て
抱
え
た
課
題
も
違
う
こ
と
か
ら
、

思
想
家
と
し
て
の
分
析
の
切
り
口
も
異
な
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
両
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者
の
同
調
者
や
批
判
者
の
見
解
と
比
べ
つ
つ
、
ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義
体

制
と
世
俗
主
義
の
結
び
つ
き
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
思
考
の
過
程
を
辿

る
こ
と
で
、
中
東
地
域
を
め
ぐ
る
い
か
な
る
問
題
の
認
識
や
解
明
に
貢

献
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

二　

 

サ
ー
デ
ィ
ク
・
ア
ズ
ム
に
お
け
る
宗
教
思
想
批
判
の

意
義
と
限
界

1　

「
責
任
回
避
」
と
「
中
道
主
義
」
へ
の
批
判

　

一
九
四
六
年
に
独
立
し
て
ま
も
な
い
一
九
五
〇
年
代
の
シ
リ
ア
で
は

軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
繰
り
返
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
的
に
「
民

主
主
義
の
時
代
」
と
言
わ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
九
六
〇
年

代
に
入
り
、
エ
ジ
プ
ト
と
の
ア
ラ
ブ
連
合
共
和
国
の
頓
挫
、
バ
ア
ス
党

勢
力
に
よ
る
二
回
に
わ
た
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
経
て
政
治
的
拘
束
が

相
次
ぎ
、
メ
デ
ィ
ア
の
統
制
も
強
化
さ
れ
た
。
一
九
六
七
年
の
敗
北
を

迎
え
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
＝

ナ
ー
セ
ル
大
統

領
に
象
徴
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
時
代
の
高
揚
感
が
失
わ
れ
つ
つ
あ

る
時
代
で
あ
っ
た
。
事
実
、
六
七
年
の
敗
北
に
お
い
て
わ
ず
か
六
日
間

で
シ
ナ
イ
半
島
と
ガ
ザ
地
区
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
、
ゴ
ラ
ン
高
原
が
奪

わ
れ
、
エ
ジ
プ
ト
と
ヨ
ル
ダ
ン
、
シ
リ
ア
軍
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
、

シ
リ
ア
国
内
に
も
ゴ
ラ
ン
高
原
を
追
わ
れ
た
八
万
人
の
難
民
を
抱
え
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ア
ズ
ム
は
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
敗
北
が
わ
れ
わ

れ
を
稲
妻
で
打
ち
の
め
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
は
な
い

）
7
（

」
と
当
時
の
幻

滅
感
を
語
っ
て
い
る
。

　

ア
ズ
ム
の
『
敗
北
後
の
自
己
批
判
』
（
一
九
六
八
）
は
、
こ
の
精
神
的

衝
撃
と
危
機
感
の
中
で
書
か
れ
た
政
治
評
論
で
あ
る
。
六
七
年
の
敗
北

は
ア
ラ
ブ
の
公
式
言
説
で
は
「
ナ
ク
サ
」
（
後
退
、
つ
ま
づ
き
の
意
）
と

呼
ば
れ
た
が
、
ア
ズ
ム
に
よ
れ
ば
「
現
実
に
生
じ
た
こ
と
を
歪
曲
す
る

た
め
の
言
い
回
し

）
8
（

」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
九
四
八

年
の
第
一
次
中
東
戦
争
で
の
「
大
厄
災
（
ナ
ク
バ
）
」
と
い
う
言
い
回

し
で
現
状
を
表
そ
う
と
す
る
者
さ
え
存
在
す
る
と
し
て
、
ア
ズ
ム
は
次

の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

六
月
戦
争
と
そ
の
余
波
を
示
す
「
ナ
ク
バ
」
（
大
厄
災
）
と
い

う
用
語
の
使
用
に
は
、
免
責
や
説
明
責
任
の
回
避
の
論
理
の
多
く

が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
大
厄
災
に
見
舞
わ
れ
た

者
が
、
そ
の
事
態
や
発
生
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
た
と
え
責
任
を
負
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
大
厄
災
の

恐
ろ
し
さ
や
大
き
さ
と
比
べ
て
も
最
低
限
の
責
任
し
か
問
わ
れ
な

い
の
だ

）
9
（

。

　

「
責
任
逃
れ
」
を
め
ぐ
っ
て
ア
ズ
ム
は
六
七
年
の
戦
争
中
に
、
報
じ

ら
れ
た
様
々
な
公
式
言
説
を
槍
玉
に
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、
多
数
の
女
性

兵
士
で
構
成
さ
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
対
し
て
「
女
子
ど
も
は
殺
す
な
」

と
い
う
正
統
カ
リ
フ
時
代
の
名
言
を
持
ち
出
し
た
り
、
「
賢
い
人
間
は
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自
ら
の
欠
点
を
う
ま
く
隠
す
べ
き
」
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
由
来
の
教
え

を
引
き
合
い
に
し
て
軍
事
的
失
敗
を
隠
蔽
す
る
よ
う
な
言
説
で
あ
る
。

ア
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
人
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
「
装
備
の
平

等
や
正
面
対
決
、
不
意
打
ち
の
排
除
と
い
っ
た
前
提
条
件
の
下
で
勇
敢

や
公
正
な
方
に
勝
利
を
与
え
る
」
と
い
っ
た
騎
士
道
的
な
戦
い
で
は
な

く
、む
し
ろ
ナ
パ
ー
ム
弾
や
核
兵
器
の
餌
食
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
「
生

存
と
運
命
を
賭
け
た
戦
い
」
で
あ
る
。
た
と
え
ソ
連
か
ら
十
分
な
軍
事

支
援
を
受
け
た
と
し
て
も
、
計
画
立
案
か
ら
緻
密
な
実
行
、
人
民
の
組

織
化
に
い
た
る
ま
で
の
「
精
神
」
が
欠
け
て
い
る
以
上
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

士
の
よ
う
な
戦
い
方
は
不
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
ア
ラ
ブ
は
、
「
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
機
動
性
、
創
意
工
夫
で
は
な
く
、
本
質
的
に
伝
統
と
慣

習
に
依
拠
し
た
ま
ま
」
と
い
う
の
で
あ
る

）
10
（

。

　

慣
習
的
な
思
考
様
式
や
態
度
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
中
で
ア
ズ
ム
が

特
に
問
題
視
し
た
の
は
、
「
中
道
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。

米
ソ
の
冷
戦
構
造
の
中
で
エ
ジ
プ
ト
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
と
と
も
に
「
積
極
的
中
立
主
義
」
や
「
非
同
盟
」
と
い
う
外
交

的
立
場
を
打
ち
出
し
た
が
、
資
本
主
義
圏
と
共
産
圏
を
仲
介
し
、
融
和

す
る
た
め
の
「
第
三
世
界
」
の
役
割
と
し
て
「
科
学
的
社
会
主
義
」
を

模
索
す
る
シ
リ
ア
の
左
派
知
識
人
に
も
広
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、

か
か
る
中
道
賛
美
が
「
中
庸
」
を
伝
統
的
に
説
い
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム

の
言
説
と
も
手
を
携
え
て
い
た
こ
と
に
、
ア
ズ
ム
は
疑
問
を
呈
す
る
。

　

当
時
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
的
な
立
場
を
と
り
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム

と
近
代
的
生
活
の
相
克
論
を
展
開
し
た
論
客
の
中
に
、
レ
バ
ノ
ン
の
政

治
学
者
ハ
ッ
サ
ン
・
サ
ア
ブ
が
存
在
し
た
。
サ
ア
ブ
に
よ
れ
ば
現
在
求

め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
ク
ル
ア
ー
ン
の
内
容
が
正
し
い
か
ど
う
か
」
と

い
う
よ
り
も
、
「
ク
ル
ア
ー
ン
に
頼
り
な
が
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
の
意
味
や

可
能
性
、
改
革
の
方
途
を
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
代

の
潮
流
と
し
て
、
近
代
性
よ
り
も
預
言
者
や
カ
リ
フ
の
教
え
を
重
ん
じ

る
伝
統
墨
守
の
立
場
、
あ
る
い
は
タ
ー
ハ
ー
・
フ
サ
イ
ン
や
ト
ル
コ
の

ケ
マ
ル
主
義
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
近
代
的
価
値
を
重
視
す
る
立
場
が
あ

る
も
の
の
、
採
る
べ
き
道
は
十
九
世
紀
末
に
理
性
と
啓
示
の
調
和
を
目

指
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
ら
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
中
道
主
義
」
で

あ
る
と
い
う
。
サ
ア
ブ
に
よ
れ
ば
、
ア
ッ
ラ
ー
は
人
間
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
伝
え
る
「
媒
介
」
と
し
て
預
言
者
を
使
わ
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
文
明

も
東
洋
と
西
洋
の
、
ギ
リ
シ
ア
の
合
理
主
義
と
東
ア
ジ
ア
の
汎
神
論
を

取
り
結
ぶ
形
で
発
展
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

「
中
庸
」
を
尊
ぶ
思
想
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
に
お
い
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
注
釈
に
関
す
る
豊
か
な
伝
統
を
背
負
い
、
中
世
に
は
ニ

ザ
ー
ム
ム
ル
ク
の
『
政
治
の
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説

で
繰
り
返
さ
れ
、
近
代
に
お
い
て
は
ア
ブ
ド
ゥ
に
代
表
さ
れ
る
「
イ
ス

ラ
ー
ム
改
革
派
」
と
呼
ば
れ
る
潮
流
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
思
想
家
や
護
教
論
者
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
学
者
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
サ
ア
ブ
の
よ
う
な
論
者
が
理
性
と
啓
示
の
調
和
の
下
で
の

「
中
道
主
義
」
を
重
ん
じ
る
立
場
を
示
す
こ
と
は
、
地
域
の
政
治
文
化
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を
再
考
す
る
上
で
非
常
に
有
意
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
サ
ア
ブ
の
中
庸
賛
美
論
に
対
し
て
、
ア
ズ
ム
は
非
常
に

手
厳
し
い
。
「
か
か
る
中
道
主
義
の
正
当
化
か
ら
導
か
れ
る
唯
一
の
結

論
は
、
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
立
場
も
最
終
的
な
基
盤
も
な
く
、
何
の
責
任

も
負
わ
な
い
他
人
の
立
場
を
、
ま
た
他
の
人
民
や
国
、
文
明
の
根
本
的

な
立
場
を
中
庸
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ

）
12
（

」
。
ア
ズ
ム
の
説
明
に

よ
れ
ば
、
も
は
や
国
際
秩
序
は
大
き
く
変
わ
り
、
か
つ
て
の
バ
ン
ド
ン

会
議
な
ど
望
む
べ
く
も
な
く
、
第
三
世
界
は
単
な
る
地
理
的
な
区
分
に

変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
六
七
年
の
敗
北
後
に
お
い
て
特
に
ア
ズ
ム
が

警
戒
し
た
の
は
、
ア
ラ
ブ
の
言
論
界
が
エ
ル
サ
レ
ム
旧
市
街
の
占
領
に

目
を
奪
わ
れ
、
国
際
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
イ
ス
ラ
エ

ル
の
占
領
と
い
う
問
題
の
全
体
性
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア

ズ
ム
の
み
る
と
こ
ろ
、
既
成
事
実
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
、
交
渉
の
前

提
条
件
そ
の
も
の
を
有
利
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
イ
ス
ラ
エ
ル
や
大

国
の
政
治
に
お
い
て
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ブ
は
予
め
用
意
さ
れ

た
泥
沼
に
は
ま
り
込
ん
で
抜
け
出
せ
な
く
な
り
、
不
利
な
立
場
を
推
し

進
め
て
い
る
。
局
部
的
な
問
題
へ
の
す
り
替
え
に
よ
り
包
括
的
な
解
決

へ
の
方
途
を
見
失
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
生
じ
て
い
る
中
で
の
安
易
な

中
道
主
義
の
称
揚
は
、
既
成
事
実
の
受
容
や
是
認
を
促
し
、
単
な
る
妥

協
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る

）
13
（

。

2　

宗
教
思
想
批
判
へ
の
転
回

　

『
敗
北
後
の
自
己
批
判
』
で
は
主
と
し
て
責
任
回
避
の
論
理
や
中
道

主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
批
判
が
展
開
さ
れ
た
が
、
ア
ズ
ム
の
名
を

ア
ラ
ブ
の
言
論
界
に
知
ら
し
め
た
の
は
、
次
作
『
宗
教
思
想
批
判
』
（
一

九
六
九
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ズ
ム
は
同
著
で
政
治
と
結
び
つ

い
た
神
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
徹
底
的
な
批
判
を
展
開
し
た
が
ゆ
え

に
レ
バ
ノ
ン
で
告
訴
さ
れ
、
一
時
的
に
拘
束
、
収
監
、
そ
し
て
国
外
追

放
に
処
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

近
代
の
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
お
い
て
、
非
護
教
論
的
立
場
あ

る
い
は
社
会
学
的
見
地
か
ら
宗
教
思
想
を
批
判
的
に
扱
う
場
合
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
自
己
検
閲
あ
る
い
は
配
慮
を
必
要
と
し
て
き
た
。
だ
が
、

ア
ズ
ム
が
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
批
判
的
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
の

は
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
護
教
的
な
観
念
の
自
発
的
、
無
意
識
的

な
受
容
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
「
宗
教
感
情
」
や
「
神
学
的
思

考
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ー
ノ
の
焚
書
や
ガ
リ
レ
オ
の
運
命
、
ダ
ー

ウ
ィ
ニ
ズ
ム
へ
の
拒
否
な
ど
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
い
て
も
深
刻
な

主
題
と
な
っ
て
き
た
。
一
方
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
「
聖
典
か
ら
お
ろ
そ
か

に
で
き
る
も
の
は
な
い
」
（
六
―
三
八
）
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
思
想
史
も
「
解
釈
と
注
釈
、
解
釈
の
解
釈
の
解
釈
で
構
成
さ
れ

て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
。
い
わ
ゆ
る
「
踏
襲
的
知
識
」（
ナ
ク
ル
）

を
脱
却
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
宗
教
精
神

は
常
に
権
威
主
義
体
制
に
よ
っ
て
活
用
さ
れ
て
き
た
と
、
ア
ズ
ム
は
論
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じ
る
。

　

宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
意
識
的
、
自
発
的
に
用
い
ら
れ
る
基
本

的
な
理
論
的
武
器
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
世
界
の
反
動
的
勢
力
〔
サ
ウ

ジ
ア
ラ
ビ
ア
政
府
な
ど
〕
は
、
こ
の
武
器
を
進
歩
的
・
革
命
的
勢
力

に
対
す
る
公
然
と
し
た
戦
争
や
水
面
下
の
工
作
で
利
用
し
て
き
た
。

ア
ラ
ブ
の
進
歩
的
な
体
制
〔
当
時
の
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
政
府
〕
も

国
民
を
懐
柔
し
、
敗
北
に
よ
っ
て
露
わ
に
な
っ
た
無
能
力
と
失
策

を
隠
蔽
す
る
た
め
に
宗
教
を
支
え
の
杖
と
し
て
利
用
し
て
き
た

）
14
（

。

　

宗
教
を
基
盤
と
す
る
支
配
体
制
だ
け
で
な
く
、
世
俗
主
義
を
国
是
と

す
る
体
制
も
ま
た
宗
教
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
神
学
的
言
説

そ
の
も
の
の
解
体
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
の
下
で
ア
ズ

ム
が
注
目
す
る
の
は
、
近
代
科
学
と
宗
教
精
神
が
明
ら
か
に
矛
盾
す
る

事
態
に
直
面
し
た
場
合
の
思
考
法
で
あ
る
。
ア
ズ
ム
は
、
米
哲
学
者
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
信
じ
る
意
志
』
（
一
八
九
六
）
を
引
き
な
が

ら
、
次
の
よ
う
に
問
う
。
「
果
た
し
て
自
分
は
、
祖
先
が
受
け
入
れ
て

き
た
宗
教
的
な
教
条
を
、
自
身
の
知
的
な
誠
実
さ
を
揺
る
が
す
こ
と
な

く
、
虚
心
坦
懐
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
こ
そ
が

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
問
い
そ
の
も
の
だ

）
15
（

」
。

　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
活
動
に
お
け
る
感
受
的
な
性
格
を
見

抜
き
、
宗
教
観
や
形
而
上
学
も
含
め
あ
ら
ゆ
る
哲
学
論
争
が
各
論
客
の

気
質
と
も
関
係
し
て
い
る
と
し
つ
つ
、
「
多
元
論
的
な
い
し
は
単
に
改

善
論
的
な
タ
イ
プ
の
宗
教

）
16
（

」
の
可
能
性
を
説
い
た
。
『
信
じ
る
意
志
』

で
も
十
分
な
科
学
的
根
拠
の
な
い
中
で
神
の
存
在
の
有
無
に
つ
い
て
判

断
を
迫
ら
れ
た
り
し
た
場
合
、
永
遠
に
判
断
を
先
延
ば
し
に
す
べ
き
と

し
て
「
過
ち
を
ま
ぬ
か
れ
よ
う
と
お
も
う
な
ら
ば
、
懐
疑
的
な
ど
っ
ち

つ
か
ず
の
態
度
こ
そ
絶
対
に
懸
命
な
態
度
な
の
で
あ
る

）
17
（

」
と
論
じ
る
。

同
著
は
一
九
四
六
年
に
訳
者
解
説
と
と
も
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
さ
れ
た

が
、
複
雑
な
宗
教
宗
派
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
構
成
さ
れ
た
シ
リ
ア
・
レ
バ

ノ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ラ
ブ
社
会
に
と
っ
て
も
有
用
な
多
元
論
的
な

宗
教
哲
学
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
に
対
し
、
ア
ズ
ム
は
「
か
か
る

寛
大
な
立
場
は
、
科
学
研
究
生
活
お
よ
び
精
神
の
教
育
と
解
放
に
対
す

る
大
き
な
脅
威
だ
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。
「
ジ
ェ
ー
ム

ズ
と
は
対
照
的
に
、
真
の
信
念
を
探
す
よ
う
な
希
望
に
身
を
委
ね
る
よ

り
も
、
過
ち
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
る
ほ
う
が
よ
り
賢
明
だ
。
科
学
的
な

思
考
と
そ
の
お
な
じ
み
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
過
ち
の
可

能
性
を
最
小
限
に
ま
で
狭
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
。
つ
ま
る
と
こ

ろ
近
代
の
科
学
や
文
化
、
方
法
論
と
、
啓
示
や
神
学
的
思
考
の
「
両
立
」

あ
る
い
は
「
折
衷
」
論
を
提
唱
す
る
こ
と
自
体
が
、
宗
教
学
者
の
「
宗

教
を
擁
護
し
た
い
」
と
い
う
動
機
に
基
づ
い
た
立
論
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
い
う
の
で
あ
る

）
18
（

。

　

近
代
イ
ス
ラ
ー
ム
の
精
髄
と
い
え
る
啓
示
と
理
性
の
相
克
論
（
タ
ル
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フ
ィ
ー
ク
）
に
対
し
て
も
、
ア
ズ
ム
は
手
厳
し
い
。
ム
ス
リ
ム
学
者
の

中
に
は
「
近
代
科
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
対
立
し
た
に
せ
よ
、
イ

ス
ラ
ー
ム
の
教
義
と
は
矛
盾
し
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
る
者
ま
で
存
在

す
る
。
だ
が
ア
ズ
ム
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
説
く
者
に
限
っ
て
、

「
近
代
科
学
や
そ
の
方
法
論
、
研
究
手
法
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
分
か
っ

て
い
な
い
」
。
多
く
の
折
衷
論
は
、
実
質
的
な
意
味
を
と
も
な
わ
な
い
「
修

辞
的
な
折
衷
」
と
し
て
、
「
誰
か
を
嫌
が
ら
せ
た
り
、
人
間
と
し
て
の

立
場
を
傷
つ
け
た
り
し
な
い
よ
う
、
仰
々
し
く
一
般
化
し
た
レ
ベ
ル
で

唱
え
ら
れ
て
き
た
」
。
か
く
し
て
ア
ズ
ム
は
、
当
時
イ
ラ
ク
や
レ
バ
ノ

ン
に
お
い
て
シ
ー
ア
派
権
威
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
ム
ー
サ
ー
・
サ
ド

ル
の
思
想
を
目
的
論
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
と
し
て
、
ま
た
ム
ス

リ
ム
同
胞
団
の
理
論
的
支
柱
た
る
サ
イ
イ
ド
・
ク
ト
ゥ
ブ
の
思
想
を
近

代
科
学
や
そ
の
理
論
、
方
法
論
を
す
べ
て
ク
ル
ア
ー
ン
か
ら
無
理
や
り

引
き
出
そ
う
し
て
い
る
と
酷
評
す
る

）
19
（

。

　

ア
ズ
ム
の
立
論
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
点
を
抑
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
、
ア
ズ
ム
が
当
時
ベ
イ
ル
ー
ト
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
フ

ラ
ン
ス
人
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ゥ
プ
レ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
）

な
ど
の
発
想
を
批
判
し
て
い
る
通
り
、
修
辞
的
、
表
面
的
な
折
衷
が
、

決
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
独
自
の
傾
向
で
な
く
、
宗
教
精
神
〈
一
般
〉
に
共

通
す
る
思
考
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

前
出
の
通
り
、
こ
の
「
宗
教
感
情
」
が
政
治
と
結
び
つ
く
際
に
は
、
宗

教
を
掲
げ
る
体
制
に
も
、
「
世
俗
」
を
基
盤
と
す
る
体
制
に
も
双
方
に

利
用
さ
れ
、
「
正
当
化
の
た
め
の
折
衷
論
」
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
宗
教
学
者
が
カ
リ
フ
制
を
持
ち
出
し
て

王
室
へ
の
「
忠
誠
」
を
勧
め
る
一
方
で
、
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
の
宗
教

学
者
は
当
時
の
政
府
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
「
社
会
主
義
」を
イ
ス
ラ
ー

ム
の
公
正
論
と
結
び
つ
け
て
正
当
化
し
て
い
る
と
い
う

）
20
（

。

　

レ
バ
ノ
ン
の
宗
教
学
者
を
苛
立
た
せ
た
に
違
い
な
い
の
は
、
ア
ズ
ム

に
よ
る
「
レ
バ
ノ
ン
的
折
衷
」
へ
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
サ
ア
ブ
が
呼
び

か
け
る
よ
う
に
、
多
宗
教
・
宗
派
の
レ
バ
ノ
ン
社
会
で
折
に
触
れ
て
お

題
目
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
が
「
宗
教
間
対
話
」
で
あ
っ
た

）
21
（

。
だ
が
ア

ズ
ム
に
言
わ
せ
れ
ば
、
三
位
一
体
論
や
原
罪
と
い
っ
た
教
義
ひ
と
つ

と
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
見
解
を
異
に
し
て
お
り
、

「
批
判
的
、
科
学
的
、
歴
史
的
方
法
論
」
が
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
「
み
せ
か
け
の
対
話
」
に
終
始
す
る
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
レ
バ
ノ

ン
社
会
の
実
態
は
、
一
部
の
ス
ン
ナ
派
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層
を
除
い
て
、
ム

ス
リ
ム
の
大
半
が
貧
困
に
あ
え
ぐ
労
働
者
階
級
と
中
産
階
級
下
層
に
属

す
る
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
現
行
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
乗
じ
て
私
益

を
せ
し
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
ま
や
か
し
の
「
宗
教

間
対
話
」
は
、
「
国
の
富
と
生
産
手
段
を
牛
耳
り
、
権
力
と
影
響
力
を

有
す
る
指
導
者
層
の
み
を
和
解
さ
せ
る
試
み
に
す
ぎ
な
い

）
22
（

」
と
い
う
の

で
あ
る
。
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3　

宗
教
思
想
批
判
の
意
義
と
限
界

　

ア
ズ
ム
は
世
俗
主
義
的
で
自
己
批
判
的
な
立
場
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
的

言
説
の
解
体
を
試
み
た
が
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
言
説
や
本
質
主

義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
警
戒
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ

れ
は
ア
ズ
ム
と
、
同
時
代
に
論
壇
の
星
と
な
っ
た
ア
ド
ニ
ス
（
一
九
三

〇
～
）
の
思
想
と
比
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
ド
ニ
ス
は
主
著

『
変
わ
ら
な
い
も
の
と
変
わ
る
も
の
』（
一
九
七
三
）
を
は
じ
め
と
し
て

数
々
の
著
書
で
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
「
宗
教
的
な
知
」
が
は
び
こ
り
、

意
味
と
言
葉
の
分
離
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
真
実
が
世
界
や
人

間
、
自
然
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
自
体
に
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
と
論
じ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ニ
ス
は
、
ア
ラ
ブ
人
を
預

言
や
幻
影
、
神
秘
、
奇
跡
、
無
限
性
、
内
面
性
、
超
越
性
、
忘
我
に
囚

わ
れ
た
、
近
代
性
に
そ
ぐ
わ
な
い
存
在
と
み
な
し
つ
つ
、
ア
ラ
ブ
の
後

進
性
の
原
因
を
す
べ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
帰
す
る
よ
う
な
「
文
化
主
義
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
拘
泥
し
た

）
23
（

。

　

こ
う
し
た
主
張
に
対
し
ア
ズ
ム
は
、
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
裏
返

し
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
者
の
み
な
ら
ず
ア
ド
ニ
ス
の
よ
う
な
ア
ラ
ブ
の
「
左
派
の
論
客
」
が
、

ア
ラ
ブ
世
界
の
苦
境
を
め
ぐ
り
階
級
や
経
済
よ
り
も
む
し
ろ
宗
教
的
、

文
化
的
要
素
を
「
第
一
要
因
」
と
し
て
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
「
イ
ス
ラ
ー
ム
還
元
主
義
的
傾
向
」
（islam

anic trend

）
だ
と
批
判
す

る
。
そ
れ
は
か
つ
て
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
が
「
文
献
学
的
分
析
と
言

語
学
的
思
索
か
ら
引
き
出
し
た
人
種
差
別
的
な
主
題
に
関
す
る
様
々
な

変
種
」
に
他
な
ら
ず
、
「
西
洋
と
東
洋
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
欧
州
の
違
い

に
関
す
る
古
典
的
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
の
教
義
を
語
る
信
用
な
ら
な

い
全
体
的
な
装
置
を
再
生
産
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

）
24
（

」
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

カ
ン
ト
哲
学
や
認
識
論
の
専
門
家
で
あ
っ
た
ア
ズ
ム
は
、
認
識
可
能

な
範
囲
を
最
初
か
ら
定
め
る
こ
と
で
極
度
に
形
而
上
学
的
な
命
題
を
回

避
し
つ
つ
、
教
説
に
対
す
る
批
判
精
神
を
貫
く
こ
と
こ
そ
を
研
究
の
指

針
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ア
ズ
ム
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝

突
』
な
ど
を
論
難
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
欧
米
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
的
言
説
に
潜
む
「
教
説
」
、
す
な
わ
ち
安
易
な
直
観
主
義
や
純

粋
な
経
験
主
義
だ
け
で
な
く
、
無
限
の
相
対
主
義
、
歴
史
決
定
論
、
還

元
主
義
、
荒
唐
無
稽
な
大
き
な
物
語
に
も
極
め
て
辛
辣
で
あ
っ
た
。
と

は
い
え
、
彼
の
「
批
判
哲
学
」
が
、
自
己
批
判
な
ら
び
に
宗
教
思
想
批

判
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
限
界
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

ア
ズ
ム
の
自
己
批
判
論
に
関
し
て
は
、
「
自
己
」
と
は
具
体
的
に
誰

を
指
し
た
の
か
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う
批
判
が
あ

る
。
シ
リ
ア
の
政
治
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
ヤ
シ
ー
ン
・
ハ
ー
ジ
ュ
・
サ
ー

レ
ハ
（
一
九
六
一
～
）
は
、
ア
ズ
ム
が
六
七
年
の
敗
北
を
め
ぐ
っ
て
、

具
体
的
な
軍
事
的
対
決
や
実
態
、
ア
ク
タ
ー
、
後
の
政
治
的
選
択
肢
を

含
め
た
「
戦
争
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
ず
、
む
し
ろ
文
化
的
な
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枠
組
み
で
「
敗
北
」
を
論
じ
て
い
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
要
す
る
に

ア
ズ
ム
の
自
己
批
判
に
お
い
て
は
、
「
特
定
の
個
人
や
組
織
、
機
関
が

責
任
を
負
っ
て
い
る
国
民
的
悲
劇
〔
六
七
年
戦
争
〕
は
、
同
時
代
人
の

す
べ
て
が
背
負
う
集
団
的
な
恥
辱
へ
と
、
政
治
的
・
軍
事
的
現
実
は
文

化
的
な
言
説
へ
と
、
歴
史
的
事
実
は
原
罪
へ
と
、
現
実
世
界
の
実
存
的

な
課
題
は
形
而
上
的
な
課
題
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
た

）
25
（

」
。
事
実
、
エ
ジ

プ
ト
で
は
当
時
の
ア
ー
ミ
ル
国
防
大
臣
の
自
殺
（
あ
る
い
は
他
殺
）
や

ア
ブ
ド
ゥ
ル
＝

ナ
ー
セ
ル
大
統
領
の
死
去
を
経
て
、
敗
北
責
任
の
所
在

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
の
、
シ
リ
ア
で
は
当
時
の
国
防
大
臣
た
る

ハ
ー
フ
ェ
ズ
・
ア
サ
ド
が
何
ら
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

「
敗
北
」
に
乗
じ
て
私
兵
を
動
員
し
て
政
権
を
奪
取
し
、
国
家
の
私
物

化
を
図
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
私
物
化
さ
れ
た
体
制
が
国
際
的
な

後
ろ
盾
を
得
つ
つ
、
半
世
紀
以
上
も
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
宗
教
思
想
批
判
に
関
し
て
は
、
ア
ズ
ム
が
神
学
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
へ
の
批
判
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
批
判
し
て
き
た
は
ず
の
本

質
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
完
全
に
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
現
実
の

国
家
や
社
会
の
論
理
に
関
す
る
分
析
が
疎
か
に
な
っ
た
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
ア
ズ
ム
の
批
判
哲
学
は
、
欧
米
の
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
言
説
と
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
に
対
抗
す
る
場
合
に
は

大
い
に
効
果
を
発
揮
し
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
宗
教

よ
り
も
む
し
ろ
世
俗
主
義
を
掲
げ
る
独
裁
政
権
に
よ
っ
て
「
六
七
年
の

敗
北
」
を
上
回
る
大
規
模
な
殺
戮
と
破
壊
が
生
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ア
ズ
ム
が
独
裁
政
権
の
蛮
行
に
対
し
て
説
得
力
の
あ
る
対
抗
言

説
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
宗
教
思
想
批
判

に
と
ど
ま
ら
な
い
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
議
論
を
提
示
し
た
思
想
家
こ

そ
、
ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ガ
リ
ユ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三　

ガ
リ
ユ
ー
ン
に
お
け
る
世
俗
主
義
批
判

1　

階
級
闘
争
論
か
ら
民
主
主
義
論
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
論
へ

　

ガ
リ
ユ
ー
ン
は
一
九
六
九
年
に
学
業
の
た
め
に
渡
仏
し
、
当
初
は
ニ

コ
ス
・
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
に
師
事
し
て
『
シ
リ
ア
の
国
家
と
階
級
闘
争

―
―
一
九
四
五
～
一
九
七
〇
』
（
一
九
七
四
）
と
い
う
課
程
論
文
を
提
出

し
た
。
そ
の
後
、
国
家
博
士
号
論
文
『
権
力
言
説
と
し
て
の
進
歩
言
説
』

（
一
九
八
二
）
に
お
い
て
当
時
の
ア
ラ
ブ
左
派
勢
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
っ
た
「
進
歩
主
義
」
と
権
力
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

か
か
る
二
つ
の
論
文
の
主
題
か
ら
分
か
る
の
は
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
が
渡
仏

し
て
間
も
な
い
頃
は
仏
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
家
の
国
家
論
に
影
響
を
受

け
て
い
た
も
の
の
、
「
社
会
主
義
」
や
「
進
歩
」
と
い
っ
た
本
来
批
判

勢
力
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
言
説
が
ア
ラ
ブ
世
界
の
独
裁
政
権
に

よ
っ
て
「
支
配
の
論
理
」
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
問
題
へ
の
検
証

に
徐
々
に
関
心
が
移
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ガ
リ
ユ
ー
ン
が
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
や
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
の
「
抑
圧
装
置
と
し
て
の
国
家
論
」
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
は
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疑
い
な
い
が
、
そ
の
理
論
を
中
東
の
現
実
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と

に
は
慎
重
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
中
東
地
域
の
諸
国
家

は
、
植
民
地
主
義
時
代
に
遡
る
西
側
諸
国
の
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
、

イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
と
い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
先
行
す
る
大
規
模

な
文
化
シ
ス
テ
ム
」
（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
）
と
い
う
内
外

の
大
き
な
二
つ
の
要
因
に
規
定
さ
れ
、
比
較
的
自
律
的
な
発
展
を
遂
げ

た
西
欧
近
代
の
諸
国
家
と
は
発
展
の
歴
史
的
条
件
が
大
き
く
異
な
る
と

い
う
認
識
の
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
、
『
民
主
主
義
の
た
め
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』

（
一
九
七
八
）
に
お
い
て
、
ア
ラ
ブ
で
民
族
主
義
や
社
会
主
義
を
掲
げ
た

エ
リ
ー
ト
層
が
、
分
断
統
治
や
自
他
の
二
分
法
的
思
考
に
代
表
さ
れ
る

か
つ
て
の
植
民
地
主
義
と
同
じ
論
理
を
取
り
込
ん
で
「
内
な
る
植
民
地

主
義
」
を
広
め
、
多
数
の
民
衆
を
政
治
的
に
排
除
し
て
い
る
と
い
う
問

題
に
も
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た

）
26
（

。
さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、

民
主
主
義
の
た
め
の
民
衆
的
、
思
想
的
基
盤
を
模
索
す
る
中
で
、
『
理

性
の
暗
殺
』
（
一
九
八
五
）
や
『
自
意
識
』
（
一
九
八
七
）
と
い
っ
た
著
作

を
通
じ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
め
ぐ
る
諸
課
題
に
も
言
及
し
始
め
る
。
た

と
え
ば
『
自
意
識
』
の
中
で
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
の
樹
立
を
模
索

す
る
狂
信
的
な
立
場
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ド
ニ
ス
の
思
想
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
創
造
性
の
な
い
社
会
発
展
の
枷
と
し
か
み
な

さ
な
い
極
端
な
世
俗
主
義
的
立
場
も
社
会
の
実
態
と
か
け
離
れ
て
い
る

と
の
見
方
を
示
す
。
か
く
し
て
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
、
ア
ラ
ブ
の
開
け
た
知

性
を
模
索
す
る
上
で
、
理
性
を
媒
介
し
た
科
学
と
宗
教
の
相
互
尊
重
や

政
治
権
力
者
の
世
俗
性
を
説
い
て
き
た
ア
ブ
ド
ゥ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー

ム
改
革
派
の
思
想
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　

主
た
る
失
敗
の
原
因
の
一
つ
は
、
土
台
や
道
標
と
な
る
理
論
の

失
敗
で
あ
る
。
振
り
返
る
べ
き
理
論
は
、
リ
ベ
ラ
ル
的
か
、
社
会

主
義
的
か
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
ラ
ブ
社
会
を
過

去
か
ら
貫
き
、
表
明
さ
れ
て
き
た
知
の
生
産
と
伝
達
の
シ
ス
テ
ム

全
体
だ

）
27
（

。

　

こ
の
「
知
の
生
産
と
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
全
体
」を
探
る
と
い
う
モ
チ
ー

フ
の
下
で
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
と
の
関
係

史
を
再
考
し
た
考
察
こ
そ
、
『
政
治
批
判
―
―
国
家
と
宗
教
』
（
一
九
九

一
）
28
（

）
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
ア
ズ
ム
と
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
立
論
の
出
発
点
の

相
違
で
あ
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
ズ
ム
は
社
会
に
タ
ブ
ー
を
持

ち
込
む
「
宗
教
精
神
」
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
で
国
家
と
神
学
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
結
び
つ
き
を
問
題
視
し
た
。
一
方
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
は

エ
リ
ア
ー
デ
の
『
世
界
宗
教
史
』
な
ど
の
宗
教
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
が
歴
史
的
に
聖
体
拝
領
や
異
端
審
問
、
破
門
と
は
無
縁
で

あ
り
、
ア
ッ
ラ
ー
の
許
し
か
ら
信
者
を
排
除
し
て
迷
わ
せ
る
こ
と
は
な
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か
っ
た
と
い
っ
た
事
例
を
挙
げ
つ
つ
、
信
仰
深
き
多
数
の
人
々
で
構
成

さ
れ
る
ア
ラ
ブ
の
市
民
社
会
や
「
原
始
イ
ス
ラ
ー
ム
の
エ
ー
ト
ス

）
29
（

」
に

対
し
て
尊
重
す
る
立
場
を
示
す
。
と
は
い
え
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
関
心
は

か
か
る
エ
ー
ト
ス
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
国
家
と
の
関
係
で

い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
、「
精
神
な
き
状
態
の
精
神
」（
マ
ル
ク
ス
）
に
陥
っ

た
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
国
家
の
そ
れ

ぞ
れ
が
固
有
の
論
理
を
有
し
、
自
律
的
あ
る
い
は
相
互
作
用
的
に
展
開

し
、
対
立
や
吸
収
、
同
化
を
経
て
、
近
代
化
の
中
で
独
自
の
課
題
に
直

面
し
た
歴
史
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
解
明
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。2　

宗
教
と
国
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理

　

ガ
リ
ユ
ー
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
っ

た
一
神
教
の
成
立
以
後
に
お
け
る
「
国
家
」
と
い
う
観
念
に
着
目
す
る
。

一
神
教
成
立
以
前
に
「
文
明
の
発
祥
地
」
と
し
て
栄
え
た
古
代
帝
国
は
、

神
と
父
と
一
体
化
し
た
王
の
下
で
常
備
軍
や
官
僚
制
を
含
む
中
央
集
権

的
な
シ
ス
テ
ム
を
基
盤
と
す
る
と
同
時
に
、
「
よ
り
根
源
的
な
存
在
論

的
な
、
服
従
と
い
う
よ
り
は
至
高
の
導
き
と
一
体
化
」
す
る
よ
う
な
「
原

初
的
な
奴
隷
制
度
」
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一

神
教
は
従
来
の
宗
教
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
一
線
を
画
し
た
「
変
異

の
産
物
」
と
し
て
現
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
よ
う
に
天
空
に
活
動
を

求
め
る
の
で
は
な
く
天
空
を
「
地
上
へ
の
奉
仕
者
」
と
位
置
づ
け
、
王
＝

神
＝
父
支
配
の
自
明
視
に
代
わ
り
「
友
愛
」
を
基
盤
と
す
る
「
神
の
秩

序
」
を
打
ち
立
て
た
。
「
神
は
自
然
や
社
会
の
秩
序
か
ら
解
き
放
た
れ

た
世
界
の
外
側
に
位
置
す
る
神
秘
的
な
神
々
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間

の
中
に
、
そ
し
て
人
間
と
と
も
に
存
在
す
る
」
と
観
念
さ
れ
た
。
か
か

る
「
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
下
で
は
じ
め
て
社
会
秩
序
が
抑
圧
的

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
国
家
と
宗
教
が
緊
張
関
係
を
抱
え
始
め
た
と
い

う
）
30
（

。

　

と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、
そ
も
そ
も
問
題
は
「
ク
ル
ア
ー
ン

の
ど
こ
に
も
国
家
論
は
な
い
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
生
誕
期

の
信
仰
共
同
体
に
と
っ
て
、
国
家
は
決
し
て
「
社
会
を
組
織
化
す
る
原

理
」
で
は
な
く
、
「
モ
ラ
ル
の
原
則
に
奉
仕
す
る
道
具
」
と
み
な
さ
れ

て
い
た
。
地
上
に
国
家
を
創
っ
た
ら
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
単
な
る
収

税
吏
に
な
っ
て
し
ま
う
。
初
期
ム
ス
リ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
イ
ス
ラ
ー

ム
の
家
」
は
あ
く
ま
で
宗
教
倫
理
の
実
践
の
場
に
ほ
か
な
ら
ず
、
預
言

者
没
後
に
後
継
者
と
な
っ
た
正
統
カ
リ
フ
ら
も
宗
教
革
命
を
引
き
継
い

だ
「
代
理
人
」
で
あ
り
国
家
の
指
導
者
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

信
仰
共
同
体
の
拡
大
は
必
然
的
に
政
治
共
同
体
（
国
家
）
の
拡
大
を
伴
う
。

多
様
な
民
族
や
異
な
る
経
済
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
抱
え
、
さ
ら
に
物
質

的
な
利
害
関
係
も
絡
む
中
で
、
国
家
は
統
制
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。

ジ
ハ
ー
ド
（
信
仰
・
布
教
の
努
力
）
の
継
続
を
阻
ま
れ
る
と
い
う
懸
念
は
、

教
友
が
マ
ッ
カ
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
っ
た
ウ
マ
ル
（
第
二

代
正
統
カ
リ
フ
）
や
ク
ル
ア
ー
ン
の
統
一
を
図
っ
た
ウ
ス
マ
ー
ン
（
第
三
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代
）
の
立
場
に
も
現
れ
て
い
た

）
31
（

。
国
家
の
論
理
は
、
軍
や
官
僚
、
徴
税
、

領
土
、
権
益
に
支
え
ら
れ
、
「
政
治
的
で
、
順
応
性
に
富
み
、
複
雑
で

あ
る
」
一
方
、
宗
教
の
論
理
は
「
観
念
的
で
、
布
教
を
任
務
と
し
、
倫

理
を
求
め
る
」
。
ア
リ
ー
（
第
四
代
）
の
時
代
に
不
和
（
フ
ィ
ト
ナ
）
が

生
じ
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
成
立
を
も
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ
た
が
、
そ
れ

は
す
な
わ
ち
国
家
や
政
治
の
論
理
が
、
（
本
来
の
意
味
の
）
カ
リ
フ
や
信

仰
共
同
体
に
勝
利
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
と
い
う

）
32
（

。

　

い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
学
」
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
国
家

の
関
係
性
を
め
ぐ
り
、
信
仰
共
同
体
の
論
理
が
国
家
一
般
の
論
理
（
王

権
や
ダ
ウ
ラ
）
に
浸
透
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
固
有
の
文
化
や
文
明

を
育
ん
で
い
る
と
い
う
見
方
が
主
流
で
あ
る

）
33
（

。
と
は
い
え
、
ア
ラ
ブ
世

界
に
お
い
て
国
家
と
宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
論
理
を
同
等
に
認
め
、

そ
の
「
接
合
」
関
係
を
模
索
す
る
と
い
う
見
方
は
、
古
く
は
イ
ブ
ン
・

ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
以
来
の
伝
統
が
あ
り
、
ア
ブ
ド
ゥ
も
「
イ
ス
ラ
ー
ム
王

朝
の
支
配
者
は
〈
俗
世
の
権
力
者
〉
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ど
十
九

世
紀
末
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
き
た

）
34
（

。「
神

学
論
理
中
心
主
義
」
（theologocentrism

、
マ
キ
シ
ム
・
ロ
ダ
ン
ソ
ン
の
造
語
）

を
疑
問
視
す
る
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
立
論

）
35
（

も
、
仏
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
国
家

論
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
か
か
る
思
想
的
伝

統
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

ガ
リ
ユ
ー
ン
が
、
信
仰
と
倫
理
で
結
ば
れ
た
共
同
体
を
市
民
社
会
に

属
す
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
西
欧
の
キ
リ
ス

ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
は
国
家
と
の
関
係
史
に
お
い
て
似
た
よ
う
な
道
の

り
を
歩
ん
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
さ
れ
た

聖
職
者
の
支
配
が
国
家
へ
の
対
抗
軸
と
し
て
確
立
さ
れ
た
一
方
で
、
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
国
家
が
圧
倒
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
信
仰
共

同
体
を
直
接
的
に
支
配
し
、
そ
の
自
律
性
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
ガ

リ
ユ
ー
ン
は
認
め
る
。
そ
の
意
味
で
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
以
後
の
イ
ス
ラ
ー

ム
王
朝
は
決
し
て
神
権
政
治
の
国
家
で
は
な
く
、
「
宗
教
を
服
従
さ
せ
、

政
治
的
、
戦
略
的
な
目
標
の
た
め
に
利
用
す
る
古
典
的
な
帝
国
を
模
し

た
官
僚
的
な
国
家
」
だ
と
い
う
。
本
質
的
に
は
国
家
は
世
俗
的
で
あ
る

が
、
決
し
て
宗
教
か
ら
独
立
す
る
こ
と
は
な
く
「
ウ
ン
マ
」
の
名
の
下

で
外
皮
と
し
て
宗
教
と
一
体
化
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
に
お
け
る
国
家
は
、
「
歴
史
的
に
最
良
な
形
で
〔
宗
教
と
〕
接
合
さ

れ
た
共
同
体
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
」
こ
と
か
ら
、
「
完
成
さ
れ
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
モ
デ
ル
と
し
て
で
は
な
く
、
権
力
や
権
威
、
影
響
力
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
実
践
的
に
統
合
し
た
形
式
と
し
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る

）
36
（

。

　

こ
こ
で
言
う
「
完
成
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
モ
デ
ル
」
と
は
、
と

り
わ
け
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
ラ
シ
ー
ド
・
リ
ダ
ー
や
ハ
サ
ン
・
バ
ン

ナ
ー
、
サ
イ
イ
ド
・
ク
ト
ゥ
ブ
、
マ
ウ
ド
ゥ
ー
デ
ィ
ー
、
ホ
メ
イ
ニ
ー

に
至
る
ま
で
の
名
だ
た
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
思
想
家
が
、
信
仰
共
同
体

の
課
題
を
無
媒
介
に
、
そ
し
て
教
条
的
に
国
家
の
課
題
と
結
び
つ
け
て

き
た
一
連
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
論
で
あ
ろ
う

）
37
（

。
と
は
い
え
、
ガ
リ
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ユ
ー
ン
が
注
目
す
る
の
は
、
な
ぜ
二
十
世
紀
に
な
っ
て
そ
の
よ
う
な
モ

デ
ル
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
歴
史
的
動
機
と
条
件

で
あ
る
。
ガ
リ
ユ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
西
洋
で

あ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
あ
れ
、
神
の
前
の
「
同
胞
愛
」
の
精
神
が

廃
れ
て
い
く
一
方
で
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
自
由
な
市
民
」
と
い
う
観
念

の
下
で
社
会
が
自
発
的
に
組
織
化
さ
れ
、「
国
民
国
家
」
が
要
請
さ
れ
た
。

宗
教
勢
力
の
基
盤
で
あ
っ
た
教
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た

領
域
も
近
代
国
家
の
管
轄
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
の
近
代
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
「
宗
教
そ
の
も
の
は
す

で
に
攻
撃
さ
れ
、
周
辺
化
」
さ
せ
ら
れ
て
い
た
点
に
あ
っ
た
と
い
う
。

　

ガ
リ
ユ
ー
ン
が
問
題
視
す
る
の
は
、
国
家
の
圧
倒
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

の
下
で
、
政
治
エ
リ
ー
ト
が
イ
ス
ラ
ー
ム
を
生
誕
以
来
変
わ
っ
て
い
な

い
旧
態
依
然
と
し
た
伝
統
と
み
な
し
、
踏
襲
的
な
法
的
解
釈
と
結
び
つ

い
て
い
た
ク
ル
ア
ー
ン
の
テ
キ
ス
ト
活
用
を
い
ち
早
く
捨
て
去
り
、
西

洋
の
新
た
な
市
民
法
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
政
治
エ

リ
ー
ト
に
異
議
を
申
し
立
て
る
宗
教
エ
リ
ー
ト
も
、
権
力
に
近
づ
き
参

加
す
る
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン
の
知
識
を
活
用
し
て
き
た
。
か
く
し
て
自

由
な
市
民
の
確
立
や
民
主
主
義
を
伴
わ
な
い
官
僚
的
な
「
合
理
性
」
は
、

新
た
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
さ
れ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
を
大
規
模
に
生
み
出

し
な
が
ら
、
個
々
人
の
要
求
を
反
映
す
る
社
会
的
、
政
治
的
回
路
を
奪
っ

て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

）
38
（

。
つ
ま
る
と
こ
ろ
ガ
リ
ユ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、

イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
は
近
代
モ
デ
ル
の
失
敗
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
宗
儀
を
守
る
ム
ス
リ
ム
だ
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
活
動
家
に
な
る
の

で
は
な
く
、
逆
に
活
動
家
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
政
治
的
利
益
に
よ
っ

て
活
動
家
と
な
る
が
ゆ
え
に
宗
儀
を
守
る

）
39
（

」
。
か
く
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム

主
義
運
動
は
、
世
俗
的
な
エ
リ
ー
ト
の
支
配
に
幻
滅
し
、
方
向
性
を
見

失
っ
た
中
産
階
級
を
多
数
取
り
込
む
こ
と
で
強
化
さ
れ
た
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
宗
教
的
価
値
の
欲
求
は
、
決
し
て
古
典
的
な
意
味
で
の
「
友
愛
」

に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
尊
厳
、
真
実
が

失
わ
れ
た
こ
と
へ
の
反
応
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

）
40
（

。

　

か
く
し
て
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
批
判
の
矛
先
が
、
支
配
の
論
理
と
手
を
携

え
た
「
世
俗
主
義
」
と
い
う
観
念
に
も
向
か
う
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。

ガ
リ
ユ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
い
て
世
俗
主
義
は
、

歴
史
的
な
事
実
を
客
観
的
に
説
明
す
る
「
科
学
」
と
同
時
に
、
そ
れ
を

社
会
的
要
求
と
し
て
価
値
判
断
し
た
「
規
範
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た

と
い
う
。
世
俗
主
義
運
動
が
近
代
化
に
お
い
て
世
界
各
地
で
生
じ
た
こ

と
は
揺
る
ぎ
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
「
政
治
的
、

法
的
な
形
で
根
付
か
せ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
普
遍
的
で
は
な
い
」
。
と

こ
ろ
が
「
価
値
」
と
し
て
曲
解
さ
れ
た
世
俗
主
義
は
、
「
信
徒
の
監
視

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
不
寛
容
、
民
主
的
な
原
則
や
普
通
選
挙
の
拒
否

の
た
め
に
正
当
化
さ
れ
、
鼓
舞
さ
れ
る
口
実
」
と
化
し
た
。
要
す
る
に
、

「
世
俗
的
な
国
家
の
再
生
が
、
真
の
民
主
主
義
的
要
求
を
意
味
す
る
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
権
威
主
義
的
な
体
制
の
再
生
産
を
隠
蔽
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
」
こ
と
こ
そ
自
覚
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る

）
41
（

。
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四　

世
俗
的
立
場
か
ら
の
世
俗
主
義
批
判
の
行
方

1　

世
俗
主
義
と
結
び
つ
く
帝
国
主
義
な
ら
び
に
ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義
体
制

　

ア
ズ
ム
の
批
判
的
な
分
析
対
象
は
あ
く
ま
で
「
宗
教
精
神
」
の
論
理

で
あ
っ
た
が
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
そ
れ
は
『
政
治
批
判
』
と
い
う
題
名
が

示
す
通
り
「
政
治
」
の
論
理
で
あ
っ
た
。
「
宗
教
の
教
条
的
な
構
造
や

そ
の
伝
統
か
ら
ム
ス
リ
ム
社
会
の
失
敗
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
失
敗
の

永
続
化
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
と
そ
の
普
遍
的
な
論
理
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
否
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る

）
42
（

」
。
神
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か

ら
で
は
な
く
、
逆
に
国
家
や
政
治
共
同
体
に
固
有
の
一
般
論
理
か
ら
宗

教
の
論
理
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義
体
制

が
宗
教
の
み
な
ら
ず
世
俗
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　

「
価
値
」
や
「
規
範
」
と
し
て
曲
解
さ
れ
支
配
の
論
理
と
手
を
携
え

た
世
俗
主
義
へ
の
批
判
は
、
長
ら
く
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
や
そ
の
立
場

に
共
鳴
す
る
論
者
の
お
題
目
で
あ
っ
た
が
、
二
十
世
紀
後
半
に
は
非
護

教
論
的
な
立
場
を
示
す
論
客
か
ら
も
示
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
格
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
の
は
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
で
あ
ろ
う
。
特
に
サ
ル
マ
ン
・

ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
事
件
に
手
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
が
、
同
事
件
に
つ
い
て
は
実
は
サ
ー
デ
ィ
ク
・
ア
ズ
ム
も
興
味
深

い
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

ア
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
同
事
件
を
め
ぐ
っ
て
バ
チ
カ
ン
を
は
じ
め
と
す

る
欧
米
の
保
守
的
な
勢
力
が
「
神
へ
の
冒
涜
だ
」
と
し
て
非
難
を
繰
り

広
げ
て
い
る
も
の
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
と
し
て
ホ
メ
イ
ニ
ー
と

一
致
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
死
刑
宣
告
に
つ
い
て
沈
黙
を

保
つ
な
ど
欺
瞞
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
欧
米
の
ラ

シ
ュ
デ
ィ
ー
擁
護
派
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
は
自
分
た
ち
の
宗
教
文

化
に
対
し
て
「
異
議
を
申
し
立
て
る
者
」
（
西
欧
文
学
史
に
お
け
る
ラ
ブ

レ
ー
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
ジ
ョ
イ
ス
）
の
伝
統
が
存
在
し
な
い
と
思
い
込

ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ズ
ム
に
言
わ
せ
れ
ば
、
宗
教
保
守
派
を
憤
ら

せ
時
代
を
震
撼
さ
せ
た
作
品
は
、
西
欧
に
と
ど
ま
ら
ず
ア
ラ
ブ
近
代
史

の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
カ
リ
フ
不
要
論
の
主
唱
者
ア
リ
ー
・
ア
ブ
ド
ッ

ラ
ー
ジ
ク
や
古
代
詩
の
宗
教
的
仮
面
を
剥
が
し
た
タ
ー
ハ
ー
・
フ
サ
イ

ン
、
そ
し
て
宗
教
思
想
批
判
を
繰
り
広
げ
た
ア
ズ
ム
自
身
、
さ
ら
に
ノ
ー

ベ
ル
賞
作
家
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
フ
ー
ズ
ら
は
「
タ
ブ
ー
化
す
る
精
神
」

に
挑
ん
だ
が
ゆ
え
に
、
数
々
の
筆
禍
事
件
を
引
き
起
こ
し
、
時
に
は
命

の
危
険
に
も
晒
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
ア
ラ
ブ
世
界
の
「
異
議
申
し
立
て
」

の
伝
統
ゆ
え
に
、
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
事
件
を
め
ぐ
っ
て
シ
リ
ア
の
作
家
は

「
表
現
の
自
由
」
を
擁
護
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
り
、
マ
フ
フ
ー
ズ

も
イ
ラ
ン
宗
教
聖
職
者
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
非
難
し
て
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
へ

の
連
帯
を
表
明
し
た
。
ア
ズ
ム
の
み
る
と
こ
ろ
、
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
の
作

品
は
「
人
間
的
条
件
を
探
求
す
る
美
し
い
魂
」
と
か
「
神
と
悪
魔
を
め

ぐ
る
永
遠
の
形
而
上
的
な
闘
争
」
と
い
っ
た
類
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
き
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わ
め
て
特
殊
な
非
人
間
的
条
件
に
対
す
る
怒
り
と
反
抗
に
満
ち
た
探
求

だ
」
と
い
う
の
で
あ
る

）
43
（

。

　

一
方
で
ア
サ
ド
は
、
「
民
族
誌
は
様
々
な
形
で
帝
国
主
義
支
配
の
事

業
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
文
化
帝
国
主
義
の
視
点
か
ら
ラ

シ
ュ
デ
ィ
ー
の
作
品
を
批
判
的
に
と
ら
え
た
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
近

代
の
世
俗
国
家
は
宗
教
を
私
的
空
間
に
追
い
や
っ
た
よ
う
に
み
え
な
が

ら
も
、
英
国
国
教
会
に
特
徴
的
な
よ
う
に
「
社
会
の
結
束
が
求
め
ら
れ

る
限
り
全
国
民
が
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
化
」
と
し
て
の
「
中

核
的
価
値
観
」
を
押
し
付
け
、
そ
の
価
値
か
ら
非
白
人
系
移
民
の
文
化

を
排
除
し
て
き
た
。
ア
サ
ド
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
「
啓
蒙
主
義
の
両
義

的
遺
産
」
あ
る
い
は
「
文
明
開
化
の
使
命
」
観
が
イ
ン
ド
出
身
で
英
語

で
書
く
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
の
作
風
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
風
刺
は

そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
当
事
者
に
と
っ
て
「
悪
徳
」
と
認
識
さ
れ
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
自
ら
風
刺
し
て
い
る
者
た
ち
の
道
徳
構

造
を
理
解
し
て
い
な
い
風
刺
家
は
「
尊
大
な
リ
ベ
ラ
ル
」
に
陥
っ
て
い

る
。
「
他
者
が
信
じ
て
い
る
も
の
、
習
慣
と
し
て
い
る
も
の
を
悪
徳
と

し
て
描
く
だ
け
で
は
、
風
刺
と
は
言
え
な
い
」
。
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
の
作

品
は
結
果
と
し
て
「
生
の
規
範
」
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
傷
つ
け
る

弱
い
者
い
じ
め
に
過
ぎ
な
い
。
「
市
民
と
し
て
、
ま
た
近
代
を
扱
う
人

類
学
者
と
し
て
、
私
た
ち
が
注
意
を
払
い
続
け
る
に
値
す
る
の
は
、
世

俗
的
近
代
国
家
の
残
虐
性
と
破
壊
の
恐
る
べ
き
潜
在
能
力

）
44
（

」
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

ア
ズ
ム
は
宗
教
思
想
批
判
の
枠
組
み
を
脱
し
き
れ
ず
タ
ブ
ー
に
挑
ん

だ
伝
統
へ
の
言
及
に
と
ど
ま
っ
た
一
方
、
ア
サ
ド
は
帝
国
主
義
に
み
ら

れ
る
一
般
論
理
か
ら
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ー
事
件
を
省
み
る
こ
と
で
、
世
俗
主

義
的
な
論
者
が
あ
ま
り
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
「
尊
大
な
リ
ベ
ラ
ル
」
の

問
題
を
鋭
く
見
抜
い
た
。
か
く
し
て
政
治
固
有
の
論
理
か
ら
切
り
込
む

ア
サ
ド
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
そ
れ
に
似
て
い
る
と
言
え
る
。

だ
が
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
「
尊
大
な
リ
ベ
ラ
ル
」
が
決
し
て
西
洋
の
文
化
帝

国
主
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
内
部
の
エ
リ
ー

ト
の
独
裁
支
配
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
欧

米
の
言
論
界
で
も
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
見
解
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

2　

国
民
対
話
を
め
ぐ
っ
て
（
ア
ラ
ブ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
批
判
）

　

ガ
リ
ユ
ー
ン
の
世
俗
主
義
批
判
に
つ
い
て
も
う
一
つ
意
義
を
挙
げ
る

と
す
れ
ば
、
旧
世
代
の
ア
ラ
ブ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
思
考
に
も
反
省

を
促
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
彼
の
『
政
治
批
判
』
に
真
っ
向
か
ら
反
論
を

展
開
し
た
の
が
、
不
均
等
発
展
論
な
ど
で
知
ら
れ
る
サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ー

ン
（
一
九
三
一
～
二
〇
一
八
）
で
あ
っ
た
。
ア
ミ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代

ア
ラ
ブ
社
会
に
お
い
て
自
由
や
自
己
犠
牲
、
同
胞
愛
、
公
正
の
精
神
を

妨
げ
て
い
る
の
は
資
本
主
義
で
あ
っ
て
、
決
し
て
一
神
教
と
い
う
原
因

に
還
元
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
類
の
半
分
以
上
は
一
神

教
以
外
の
宗
教
的
伝
統
を
背
負
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
生
ま
れ
落
ち
る
。
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ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
民
主
化
の
阻
害
要
因
を
キ
リ
ス
ト
教
に
求
め
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、
民
主
主
義
は
第
三
世
界
全
体
の
課
題
で
あ
る
。
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
の
国
家
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
取
り
入
れ
た
ビ

ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
の
遺
産
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い

と
い
う

）
45
（

。

　

ア
ミ
ー
ン
の
み
る
と
こ
ろ
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
捨
て
上
部
構
造
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
の
議
論
に
囚
わ
れ
、

理
想
主
義
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
、
さ
ら
に
は
文
化
主
義
に
陥
り
、
結
果

と
し
て
西
洋
追
従
や
世
俗
主
義
を
目
の
敵
に
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
者
と
手
を
携
え
て
い
る
。
「
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
体
制
は
、
実
際
の
統

治
方
法
に
お
い
て
民
主
主
義
を
完
全
に
消
し
去
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
を

掲
げ
て
勝
利
し
た
政
党
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
名
の
下
で
権
力
と
決
定
権
を

牛
耳
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
明
ら
か
だ
」
。

ア
ミ
ー
ン
の
み
る
と
こ
ろ
、
体
制
と
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
の
対
話
が
「
権

力
奪
取
の
た
め
の
戦
術
的
な
動
き
に
な
る
の
は
必
至
」
で
あ
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
勢
力
の
「
過
激
派
」
と
「
穏
健
派
」
を
区
別
し
た
と
こ
ろ
で
、

穏
健
派
も
「
民
主
主
義
に
敵
対
的
」
で
あ
り
、
「
買
弁
勢
力
の
利
益
に

与
す
る
」
。
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
は
、
と
り
わ
け
「
第
四
世
界
」

に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
社
会
経
済
上
の
問
題
の
解
決
を
促
す
こ
と

が
最
重
要
課
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る

）
46
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
自
身
の
立
論
が
決
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム

の
優
越
性
を
訴
え
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
お

い
て
形
而
上
的
な
見
解
を
特
徴
づ
け
る
新
た
な
要
素
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
」
と
反
論
す
る

）
47
（

。
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
教
や
西
欧
キ
リ
ス
ト

教
史
と
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
の
関
係
を
整
理
す
る
こ

と
は
、
社
会
学
的
理
論
の
基
礎
と
な
る
類
似
点
と
相
異
点
を
洗
い
出
す

作
業
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ア
ド
ニ
ス
の
よ
う
な
「
文
化
主
義
」
と
は
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ガ
リ
ユ
ー
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ア
ミ
ー
ン
は

「
文
化
」
を
資
本
主
義
の
生
産
様
式
の
問
題
に
す
べ
て
還
元
し
て
し
ま

う
こ
と
で
「
文
化
」
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
。
「
二
十
世
紀
に
お

い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
を
腐
敗
さ
せ
た
最
大
の
原
因
は
、
世
界
の
あ

ら
ゆ
る
現
実
を
単
一
的
に
理
解
す
べ
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
た
傾
向
だ

と
思
う
」
。
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
第
一
に
物
質
や
技
術
、
精
神
面
の
進
歩
状

況
を
表
す
「
文
明
」
、
続
い
て
第
二
に
教
育
や
社
会
、
歴
史
を
通
じ
て

こ
の
文
明
の
実
現
さ
せ
る
た
め
の
「
市
民
性
」（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
、

そ
し
て
第
三
に
自
身
や
歴
史
、
現
実
に
対
す
る
共
同
体
の
展
望
の
下
で

個
人
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
活
動
の
中
で
培
わ
れ
る
「
文
化
」
の
区
別

が
必
要
だ
と
訴
え
る

）
48
（

。

　

文
明
を
育
む
基
盤
と
な
る
市
民
性
や
文
化
を
養
っ
て
い
く
上
で
国
民

対
話
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
に
と
っ
て
切
実
な
課
題
は
、

ア
ズ
ム
が
懐
疑
の
対
象
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
で

も
な
く
、
ア
ミ
ー
ン
が
不
可
能
と
断
定
す
る
国
家
と
イ
ス
ラ
ー
ム
穏
健

派
の
対
話
で
も
な
く
、
む
し
ろ
批
判
を
全
く
受
け
入
れ
な
い
権
威
主
義

体
制
の
中
で
決
定
権
を
有
す
る
集
団
の
独
善
的
な
態
度
で
あ
る
。



179　●　〈公募論文〉シリア現代思想における世俗主義と権威主義体制の結びつきの発見――岡崎弘樹

　

国
家
階
級
あ
る
い
は
国
家
を
支
配
し
恩
恵
を
受
け
る
最
大
の
勢

力
が
、
か
か
る
対
話
を
通
じ
て
国
益
を
実
現
す
る
気
が
な
い
。
彼

ら
は
外
国
勢
力
や
諸
国
と
結
び
つ
い
た
勢
力
は
別
と
し
て
、
イ
ス

ラ
ー
ム
勢
力
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
労
働
組
合
や
文
化
団
体

で
あ
ろ
う
と
、
い
か
な
る
社
会
的
な
勢
力
と
の
真
剣
な
対
話
を
拒

否
し
続
け
て
い
る

）
49
（

。

　

ア
ミ
ー
ン
と
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
意
見
が
食
い
違
う
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
人

と
シ
リ
ア
人
が
抱
え
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
状
況
と
い
う
背
景
も
あ

ろ
う

）
50
（

。
と
は
い
え
、
か
か
る
論
争
か
ら
ア
ミ
ー
ン
が
、
国
家
だ
け
で
は

な
く
自
ら
敵
視
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
を
の
っ
ぺ
り
と
し
た
一
枚
岩
と

し
て
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
、
対
話
の
不
可
能
性
を
断
言
し
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
「
権
力
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
」

（
プ
ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
）
を
意
識
し
て
「
恩
恵
を
受
け
る
最
大
の
勢
力
」
と

言
及
す
る
と
と
も
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
に
つ
い
て
も
各
地
で
周

辺
化
さ
れ
た
貧
困
層
、
各
国
の
中
間
層
や
富
裕
層
、
買
弁
勢
力
な
ど
多

様
な
人
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方
を
示
す
。
す
な
わ
ち
権
威
主

義
体
制
と
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
の
そ
れ
ぞ
れ
が
多
様
な
要
素
で
構
成

さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
複
合
形
態
は
決
し
て
静
態
的
な
も
の
で

は
な
く
、
同
じ
「
国
民
」
と
し
て
の
対
話
と
新
た
な
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
を
生
み
出
す
余
地
は
常
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ラ
ブ
民
族
主
義
時
代
の
過
度
な
世
俗
主
義
精
神
を
引
き
ず
っ
て
い

た
ア
ズ
ム
や
ア
ミ
ー
ン
の
世
代
に
は
殆
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
う
し
た

ガ
リ
ユ
ー
ン
の
議
論
は
、
後
の
世
代
に
い
っ
そ
う
リ
ア
ル
な
課
題
と
し

て
受
け
取
ら
れ
た
。
前
出
の
サ
ー
レ
ハ
は
、
反
体
制
派
の
共
産
主
義
組

織
に
加
わ
っ
た
が
ゆ
え
に
一
九
八
〇
年
か
ら
九
六
年
に
か
け
て
シ
リ
ア

国
内
の
複
数
の
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
た
。
十
四
年
間
を
過
ご
し
た
ア

レ
ッ
ポ
刑
務
所
で
は
、
家
族
の
も
と
へ
の
帰
還
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
確
認
の
欲
求
を
強
め
、
一
時
期
断
食
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
れ
ば
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
員
と
一
時
期
と
も
に
暮
ら
し
、
異

な
る
意
見
の
持
ち
主
を
尊
重
す
る
態
度
を
養
っ
た
と
い
う
。
ま
た
収
監

最
後
の
一
年
間
は
他
人
と
目
を
合
わ
す
こ
と
を
一
切
禁
じ
ら
れ
た
「
絶

対
的
監
獄
」
た
る
パ
ル
ミ
ラ
刑
務
所
で
恐
怖
の
中
の
恐
怖
を
味
わ
い
、

何
か
に
す
が
り
た
い
と
い
う
自
然
宗
教
的
な
経
験
を
し
た
と
も
想
起
す

る
。
こ
う
し
た
経
験
の
中
で
サ
ー
レ
ハ
は
、
獄
中
の
読
書
に
お
い
て
特

に
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
著
作
に
傾
倒
し
た
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
な
か
で
宗
教
批
判
は
あ
ま
り
重
要
性
を
も

ち
ま
せ
ん
で
し
た
〔
…
…
〕
当
時
ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ガ
リ
ユ
ー
ン
に

よ
る
世
俗
主
義
へ
の
批
判
が
広
ま
り
、
自
分
は
こ
の
立
場
に
近
い

と
感
じ
ま
し
た
。
世
俗
主
義
へ
の
自
己
批
判
と
噓
つ
き
以
外
の
何

者
で
も
な
い
権
威
主
義
体
制
へ
の
批
判
と
い
う
二
律
背
反
す
る
立
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場
を
止
揚
し
た
事
例
は
、
思
想
家
と
し
て
も
思
想
潮
流
と
し
て
も

ガ
リ
ユ
ー
ン
を
除
い
て
他
に
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
す

）
51
（

。

　

後
に
サ
ー
レ
ハ
は
、
ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義
体
制
が
イ
ス
ラ
エ
ル
と
同

じ
く
「
世
俗
主
義
の
擁
護
者
」
や
「
過
激
派
へ
の
防
波
堤
」
を
巧
妙
に

演
じ
、
あ
ら
ゆ
る
ロ
ー
カ
ル
な
弾
圧
や
暴
力
行
使
を
国
際
社
会
か
ら
黙

認
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
考
察
を
深
め
て
い
く
。
大
国

の
パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
ア
ラ
ブ
の
権
威
主
義
体
制
が
「
世
俗
の
側
」

と
し
て
手
を
携
え
、
「
対
テ
ロ
戦
争
」
の
名
の
下
で
安
全
保
障
上
の
イ

ス
ラ
ー
ム
主
義
を
駆
逐
し
な
が
ら
、
社
会
的
な
温
床
と
し
て
の
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
を
助
長
し
続
け
る
「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
に
陥
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る

）
52
（

。
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
世
俗
主
義
批
判
が
、
こ
う
し
た
宗

教
と
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
認
識
と
と
も
に
、
問
題
の
発
生
源
た
る

シ
リ
ア
の
国
民
対
話
の
可
能
性
を
示
す
思
想
的
方
向
性
に
も
い
ち
早
く

寄
与
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

 

（
お
か
ざ
き
・
ひ
ろ
き
／
ア
ラ
ブ
近
代
政
治
思
想
、
現
代
シ
リ
ア
文
化
研
究
）

注（
1
） 

た

と

え

ば

以

下

の

人

権

団

体

サ

イ

ト

を

参

照
。http://

w
hoiskillingciviliansinsyria.org/

（
2
） M

ajed, Ziad, Syrie, la révolution orpheline, Paris: A
ctes Sud, 2014, 

p. 12.

（
3
） 

こ
の
問
題
は
ア
ラ
ブ
紙
の
論
説
や
人
権
団
体
報
告
書
な
ど
で
多
々
指
摘
さ

れ

て

い

る

が
、

思

想

的

考

察

と

し

て

はṢāliḥ, Yas īn al- Ḥ
aj, Al-

Im
biriyaliyūn al-m

aqhūrūn 

〔
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
は
帝
国
主
義
者
〕, 

B
eirut: R

iad El-R
ayyes B

ooks, 2019

な
ど
を
参
照
。

（
4
） 

シ
リ
ア
の
思
想
家
は
論
考
に
お
い
て
、
シ
リ
ア
だ
け
で
は
な
く
ア
ラ
ブ
地

域
全
域
を
意
図
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
5
） 

ア
ズ
ム
は
ダ
マ
ス
カ
ス
大
学
哲
学
部
長
や
レ
バ
ノ
ン
、
米
国
で
の
教
歴
に

加
え
、
二
〇
〇
一
年
に
は
東
北
大
学
で
半
年
間
客
員
教
授
を
務
め
て
い
る
。

一
方
、
ガ
リ
ユ
ー
ン
は
定
年
退
職
ま
で
パ
リ
第
三
大
学
ア
ラ
ブ
研
究
科
教
授

で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
八
月
か
ら
二
〇
一
二
年
六
月
ま
で
シ
リ
ア
反
体

制
派
「
国
民
評
議
会
」
議
長
を
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
か
く
し
て
ガ
リ

ユ
ー
ン
は
国
際
世
論
に
お
い
て
政
治
家
と
誤
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
一
方
、

フ
ラ
ン
ス
の
ア
ラ
ブ
研
究
に
お
い
て
も
思
想
家
と
し
て
の
彼
の
業
績
に
つ
い

て
は
依
然
と
し
て
評
価
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
6
） 

な
お
、
ア
ズ
ム
と
ガ
リ
ユ
ー
ン
の
思
想
を
含
め
、
現
代
シ
リ
ア
思
想
の
全

体
像
に
迫
る
よ
う
な
研
究
は
い
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
ア
ラ

ブ
の
他
地
域
と
の
比
較
を
含
め
た
重
要
な
先
行
研
究
と
し
て
はK

assab, 
Elizabeth Suzanne, C

ontem
porary Arab Thought: C

ultural C
ritique in 

C
om

parative P
erspective, C

olum
bia U

niversity Press, 2009; 
Enlightenm

ent on the Eve of Revolution: The Egyptian and Syrian 
D

ebates, C
olum

bia U
niversity Press, 2019

を
参
照
。
な
お
本
論
で
主
と

し
て
扱
う
著
作
は
日
本
語
読
者
に
は
知
ら
れ
て
な
い
以
上
、
要
約
が
若
干
長

め
に
な
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
7
） A

l-A
zm

, Sadik, “A
 interview

 w
ith Sadik A

l-A
zm

” by G
hada 

Talham
i, Arab Studies Q

uarterly, Vol. 19-3, 1997, pp. 113-126.

（
8
） ʻA

zm
, Ṣādiq, A

l-, Al-N
aqd al-dhātī baʻd al-hazīm

a, D
am

ascus: D
ār 

M
andūḥ ʻA

dw
ān, 2007[1968]

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
）, p. 6; A

l-A
zm

, 
Sadik, Self-C

riticism
 After the D

efeat, A
l Saqi, 2012, p. 17.

（
9
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-dhātī..., p. 24; A

l-A
zm

, Self-C
riticism

..., p. 
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40.

（
10
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-dhātī..., pp. 29-32, p. 59; A

l-A
zm

, Self-
C

riticism
..., pp. 46-51, p. 85.

（
11
） Saab, H

assan, “The Spirit of R
eform

 in Islam
”, In Islam

ic Studies, 
03/1963, Vol. 2-1, pp. 17-39. 

な
お
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
ら
が
「
中

庸
」
の
精
神
を
重
ん
じ
た
の
は
確
か
だ
が
、
後
世
の
研
究
で
は
「
中
道
主
義

者
」
で
は
な
く
「
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
派
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
12
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-dhātī..., p. 87; A

l-A
zm

, Self-C
riticism

..., p. 
117.

（
13
） ʻA

zm
, A

l-, A
l-N

aqd al-dhātī..., p. 39, p. 92; A
l-A

zm
, Self-

C
riticism

..., p. 59, pp. 123-124.

（
14
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-fikr al-dīnī, p. 7, p. 16; A

l-A
zm

, C
ritique of 

Religious..., p. 10, p. 22.

（
15
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-fikr al-dīnī, p. 15; A

l-A
zm

, C
ritique of 

Religious..., p. 21.

（
16
） 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
桝
田
啓
三
郎
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
、
三
〇
一
頁
。

（
17
） 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
『
信
じ
る
意
志
』
福
鎌
達
夫
訳
、
日
本
教
文

社
、
二
〇
一
五
年
、
二
九
頁
。

（
18
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-fikr al-dīnī, p. 17, p. 53; A

l-A
zm

, C
ritique of 

Religious..., p. 24, p. 74.

（
19
） ʻA

zm
, A

l-, Al-N
aqd al-fikr al-dīnī, pp. 25-30; A

l-A
zm

, C
ritique of 

Religious..., pp. 35-42.
 

（20

） ʻA
zm

, A
l-, Al-N

aqd al-fikr al-dīnī, p. 31-35; A
l-A

zm
, C

ritique of 
Religious..., p. 44-49.

（
21
） Saab, H

assan, “C
om

m
unication betw

een C
hristianity and Isl ām

”, 
In M

iddle East Journal, 1964, Vol. 18-1, pp. 41-62.

（
22
） ʻA

zm
, A

l- , Al-N
aqd al-fikr al-dīnī, p. 44; A

l-A
zm

, C
ritique of 

Religious..., p. 61.

（
23
） 

ア
ド
ニ
ス
の
本
質
主
義
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
観
を
要
約
的
に
示
し
た
著
書
と

し
て
ア
ド
ニ
ス
、
フ
ー
リ
ア
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ヒ
ド
（
聞
き
手
）
『
暴
力
と

イ
ス
ラ
ー
ム
―
―
政
治
・
女
性
・
詩
人
』
片
岡
幸
彦
監
訳
、
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・

エ
フ
、
二
〇
一
七
年
を
参
照
。
ア
ド
ニ
ス
の
「
文
化
主
義
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
つ
い
て
はK

assab, C
ontem

porary Arab Thought, pp. 128-135

を
参
照
。

（
24
） A

l-A
zm

, Sadik, “O
rientalism

 and O
rientalism

 in R
everse ”, In Is 

Islam
 Secularizable?: C

hallenging Political and Religious Taboos, 
G

erlach Press, 2014, pp. 27-55.

（
25
） Ṣāliḥ, Y

ās īn al-Ḥ
āj, “A

l-H
az īm

at w
a al-daw

lat, ḥuzayrān 67 w
a 

daw
lat Ḥ

āfiẓ al-A
sad ”

〔
敗
北
と
国
家
、
六
七
年
六
月
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ
・

ア
サ
ド
の
国
家
〕, 4 Jun. 2017, https://w

w
w.aljum

huriya.net/.

（
26
） G

haliy ūn, B
urh ān, Bayān m

in ajli al-dīm
qrāṭiyya

〔
民
主
主
義
の
た

め
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
〕, B

eirut: A
l-M

arkaz al-thaq āf ī al- ʻarabī, 
2006[1974].

（
27
） G

haliy ūn, B
urh ān, A

l-W
aʻyu al-dhātī 

〔
自
意
識
〕, B

eirut: A
l-

M
u ’assasat al-ʻarabiyya lil-dir ās āt w

a al-nashr, 2nd edition, 1992, p. 5.

（
28
） G

haliy ūn, B
urh ān, N

aqd al-siyāsat: al-daw
lat w

a al-dīn, 
C

asablanca: M
arkaz al-thaq āf ī al-ʻarabī, 2004[1991]. 

な
お
本
論
で
は
、

仏
語
読
者
向
け
に
よ
り
簡
潔
明
解
に
書
き
直
し
たG

halioun, B
urhan, 

Islam
 et politique: la m

odernité trahie, Paris: La D
ecouverte, 1997

に

依
拠
す
る
。

（
29
） 

中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
五
二

頁
。

（
30
） G

halioun, Islam
 et politique, p. 18, pp. 20-21.

（
31
） G

halioun, Islam
 et politique, pp. 31-34.

（
32
） G

halioun, Islam
 et politique, pp. 40-42.

（
33
） 
佐
藤
次
高
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
家
と
王
権
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
な
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ど
を
参
照
。

（
34
） 

岡
崎
弘
樹
『
ア
ラ
ブ
近
代
思
想
家
の
専
制
批
判
―
―
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

と
〈
裏
返
し
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
の
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二

一
年
、
七
二
頁
。

（
35
） G

halioun, B
urhan, “Islam

ology C
om

es to the A
id of Islam

ism
”, In 

D
iogenes, Vol 57

（2

）, 2010, pp. 120-127.

（
36
） G

halioun, Islam
 et politique, pp. 44-45, p. 52.

（
37
） 

無
数
の
研
究
が
あ
る
が
、
要
約
と
し
て
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近

代
』
第
三
章
を
参
照
。

（
38
） G

halioun, Islam
 et politique, p. 63, pp. 74-75.

（
39
） G

halioun, Islam
 et politique, p. 80.

（
40
） G

halioun, Islam
 et politique, p. 90.

（
41
） G

halioun, Islam
 et politique, p. 135, p. 151, p. 251.

（
42
） G

halioun, Islam
 et politique, p. 160.

（
43
） A

l-A
zm

, Sadik, “The Im
portance of B

eing Earnest about Salm
an 

R
usdie ”, In Islam

 Subm
ission and D

isobedience, G
erlach Press, 2014, 

p. 7-57.

（
44
） 

ア
サ
ド
、
タ
ラ
ル
『
宗
教
の
系
譜
―
―
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
に
お
け

る
権
力
の
根
拠
と
訓
練
』
中
村
圭
志
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
二
三

六
、
二
四
〇
、
二
六
五
、
二
七
九
―
二
八
〇
頁
。

（
45
） A

m
īn, Sam

īr; G
haliy ūn, B

urh ān, Ḥ
iw

ār al-daw
lat w

a al-dīn 
〔
国
家

と
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
〕, B

eirut: A
l-M

arkaz al-thaq āf ī al- ʻarabī, 
1996, pp. 14-17.

（
46
） A

m
īn; G

haliy ūn, Ḥ
iw

ār al-daw
lat w

a al-dīn, p. 25, pp. 28-34, pp. 
83-84.

（
47
） A

m
īn; G

haliy ūn, Ḥ
iw

ār al-daw
lat w

a al-dīn, pp. 42-43.

（
48
） A

m
īn; G

haliy ūn, Ḥ
iw

ār al-daw
lat w

a al-dīn, p. 76, p. 110.

（
49
） A

m
īn; G

haliy ūn, Ḥ
iw

ār al-daw
lat w

a al-dīn, p. 127.

（
50
） 

ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
存
在
は
エ
ジ
プ
ト
で
は
あ
る
程
度
許
容
さ
れ
て
い
た

が
、
シ
リ
ア
で
は
一
九
八
〇
年
法
律
第
四
十
九
号
に
よ
っ
て
「
所
属
だ
け
で

死
刑
」
と
法
制
化
さ
れ
て
い
た
。
か
く
し
て
九
〇
年
代
に
お
い
て
エ
ジ
プ
ト

の
言
論
界
で
は
「
政
治
イ
ス
ラ
ー
ム
」
が
、
シ
リ
ア
で
は
「
独
裁
国
家
の
暴

力
性
」
が
最
た
る
議
題
と
な
っ
た
（K

assab, Enlightenm
ent on the Eve of 

Revolution, p. 83

）
。

（
51
） 

サ
ー
レ
ハ
、
ヤ
シ
ー
ン
・
ハ
ー
ジ
ュ
『
シ
リ
ア
獄
中
獄
外
』
岡
崎
弘
樹
訳
、

み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
一
七
八
―
一
七
九
頁
。

（
52
） 

当
問
題
に
関
す
る
代
表
的
な
考
察
と
し
てṢāliḥ, Al-Im

biriyaliyūn al-
m

aqhūrūn

が
詳
し
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

国
家
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
世
俗
主
義
、
権
威
主
義
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
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書
評　

『
ス
ミ
ス
の
倫
理
―
―
『
道
徳
感
情
論
』
を
読
む

』

（
竹
本
洋
著
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）

上
野
大
樹

　

日
本
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
研
究
は
、
主
に
経

済
学
部
の
社
会
思
想
史
・
経
済
学
史
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
一
世
紀
に
わ
た
る
重
厚
な
蓄
積
は
海
外
か
ら
も
注
目
を
集
め
、

水
田
洋 Adam

 Sm
ith ’s Library

（C
larendon Press, 2000

）
や
坂
本
達
哉
・

田
中
秀
夫
編Th

e Rise of Political Econom
y in the Scottish Enlightenm

ent

（Routledge, 2003

）
を
は
じ
め
、
国
際
的
に
も
影
響
力
あ
る
研
究
成
果
を

多
数
輩
出
し
て
き
た
。
欧
米
で
も
ス
ミ
ス
研
究
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙

研
究
は
近
年
急
速
に
数
を
増
や
し
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
と
は
違
っ
て
政
治

学
（
政
治
理
論
）
や
哲
学
、
あ
る
い
は
歴
史
学
と
し
て
の
思
想
史
と
い
っ

た
分
野
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
な
ど

の
例
は
あ
る
も
の
の
経
済
学
者
の
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
は
あ
ま
り
大
き
く
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
著
作
に
も
一
定

の
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。
近
年
の
海
外
で
の
研
究
で
は
『
道
徳
感
情
論
』
に

焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
相
対
的
に
『
国
富
論
』

の
存
在
感
が
大
き
か
っ
た
。
ス
ミ
ス
理
解
に
お
け
る
道
徳
哲
学
の
重
要
性

を
強
調
し
た
、
経
済
学
者
に
よ
る
新
書
（
堂
目
卓
生
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』

中
公
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
『
道
徳
感
情
論
』
の
邦

訳
書
も
続
々
と
登
場
し
て
、
ス
ミ
ス
と
い
え
ば
『
国
富
論
』
と
い
う
固
定

観
念
は
最
近
は
多
少
と
も
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
歴

史
を
遡
る
な
ら
ば
、
ス
ミ
ス
を
総
合
的
な
社
会
科
学
者
、
モ
ラ
ル
・
サ
イ

エ
ン
ス
に
も
と
づ
く
文
明
史
家
と
し
て
把
握
す
る
視
点
は
、
む
し
ろ
日
本

の
社
会
思
想
史
の
際
立
っ
た
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
最

近
で
は
野
原
慎
司
『
戦
後
経
済
学
史
の
群
像
―
―
日
本
資
本
主
義
は
い
か

に
捉
え
ら
れ
た
か
』
（
白
水
社
、
二
〇
二
〇
年
）
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

戦
間
期
か
ら
戦
中
に
か
け
て
の
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
者
、
戦
後
の
市
民

社
会
派
の
研
究
者
た
ち
は
、
ス
ミ
ス
を
狭
義
の
「
近
代
経
済
学
の
父
」
と

い
う
鋳
型
に
流
し
込
む
こ
と
な
く
、
長
期
の
文
明
史
的
な
視
座
を
提
供
す

る
モ
ラ
ル
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ァ
ー
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
注
力
し
て
き
た
。

大
河
内
一
男
や
高
島
善
哉
を
は
じ
め
、
『
道
徳
感
情
論
』
を
取
り
上
げ
た

重
要
な
研
究
は
す
で
に
戦
間
期
・
戦
中
期
か
ら
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
そ
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の
な
か
で
、
ス
ミ
ス
の
二
大
著
作
の
関
係
を
理
解
す
る
蝶
番
と
な
る
『
法

学
講
義
』
と
い
う
学
生
ノ
ー
ト
に
も
、
戦
後
の
早
い
時
期
か
ら
内
田
義
彦

や
水
田
洋
ら
に
よ
っ
て
詳
細
な
分
析
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。

　

半
ば
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究
動
向
の
な
か
で
は
、
十
八
世
紀
啓

蒙
思
想
の
到
達
点
に
し
て
経
済
学
を
含
む
近
代
社
会
科
学
の
最
大
の
源
流

と
し
て
、
ス
ミ
ス
が
多
少
と
も
偶
像
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
避
け
が
た
い
部

分
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
邦
訳
も
出
た
ニ
コ
ラ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
『
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
そ
の
時
代
』
（
永
井
大
輔
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
四
年
）
等

で
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
学
だ
け
で
な
く
道
徳
哲
学

の
分
野
で
も
、
た
と
え
ば
ヒ
ュ
ー
ム
と
の
関
係
で
ス
ミ
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
に
は
警
戒
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
戦
後

日
本
の
社
会
思
想
史
で
い
え
ば
、
ス
ミ
ス
自
身
に
よ
っ
て
多
分
に
デ
フ
ォ

ル
メ
さ
れ
て
い
た
重
商
主
義
者
像
を
歴
史
的
に
丁
寧
に
復
元
す
る
こ
と
で

第
一
級
の
研
究
成
果
を
あ
げ
た
小
林
昇
が
、
そ
の
代
表
格
で
あ
ろ
う
。
小

林
は
ス
ミ
ス
の
遡
及
的
な
学
的
歴
史
叙
述
、
つ
ま
り
道
徳
・
経
済
学
説
史

の
再
構
成
か
ら
批
判
的
距
離
を
と
り
、
極
端
な
ス
ミ
ス
賛
美
に
は
与
し
な

か
っ
た
。
他
方
で
、
野
原
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
ス
ミ
ス
解
釈
が
『
国

富
論
』
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で

も
、『
経
済
学
体
系
の
創
成
―
―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
』
（
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
の
著
者
・
竹
本
洋
が
、
本
新
著
で
ス
ミ

ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
に
焦
点
を
絞
り
、
ス
ミ
ス
に
内
在
し
な
が
ら
批
判

的
読
解
を
展
開
す
る
単
著
を
著
し
た
意
義
は
大
き
い
。
前
著
『
『
国
富
論
』

を
読
む
―
―
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
現
実
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）

で
も
、
決
し
て
外
在
的
批
判
の
み
に
終
始
し
な
い
ス
ミ
ス
経
済
学
の
詳
細

な
読
解
を
披
露
し
た
著
者
は
、
今
回
は
い
わ
ゆ
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題

と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
『
国
富
論
』
で
の
人
間
像
・
社
会
像
と
の
連
続
性

や
整
合
性
を
め
ぐ
る
問
い
に
も
随
所
で
目
配
り
し
な
が
ら
、
倫
理
学
者
と

し
て
の
ス
ミ
ス
の
全
体
像
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
特
筆
す
べ
き
は
、
前
著
に
も
共
通
す
る
優
れ
た
リ
ー
ダ
ビ
リ

テ
ィ
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
大
思
想
家
を
対
象
と
し
た
専
門
的
な
学

説
史
研
究
は
伝
統
的
に
ど
う
し
て
も
厳
め
し
い
文
体
に
な
り
が
ち
で
、
そ

れ
が
一
般
の
読
者
を
遠
ざ
け
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
本
書
の
リ
ー
ダ
ブ
ル
な
文
体
は
出
色
で
あ

る
。
こ
の
点
は
決
し
て
表
層
的
な
問
題
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
「
啓
蒙
」

の
本
質
に
か
か
わ
る
。
十
八
世
紀
思
想
は
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
『
人
間
本
性
論
』
、
ス
ミ
ス
の
二
大
著
作
の
よ
う
な
大
部
の
体
系
的

作
品
も
生
み
だ
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
随
筆
調
の
小
品
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

類
が
、
雑
誌
や
新
聞
の
よ
う
な
定
期
刊
行
物
と
と
も
に
言
論
空
間
に
お
い

て
か
つ
て
な
い
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
市
民
的
公
共

圏
と
そ
れ
を
母
体
と
す
る
公
論
の
形
成
に
も
与
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
り

わ
け
『
道
徳
感
情
論
』
は
、
た
い
へ
ん
な
大
作
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時

に
あ
く
ま
で
日
常
的
な
経
験
に
基
礎
を
置
き
な
が
ら
人
間
の
社
会
的
本
性

や
倫
理
・
習
俗
に
つ
い
て
着
実
に
論
じ
て
い
く
と
い
う
、
あ
る
種
の
通
俗

的
性
格
を
と
も
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
う
し
た
啓
蒙
期
の
著
作
を
軽
妙

な
文
人
的
文
体
で
解
き
ほ
ぐ
す
解
説
が
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
に
加
わ
っ
た
こ
と

は
（
頁
数
の
割
に
価
格
が
高
い
と
い
う
問
題
点
は
感
じ
る
も
の
の
）
価
値
が
あ
る
。

　

各
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
一
部
詳
し
く
見
て
お
き

た
い
。
目
次
を
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
と
お
り
、
ス
ミ
ス
倫
理
学
の
中
心
概
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四
八
頁
）
。
D
・
フ
ォ
ー
ブ
ズ
は
、
通
俗
的
ウ
ィ
ッ
グ
の
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

感
情
（
そ
れ
は
英
国
の
E 

U
離
脱
と
そ
れ
に
対
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
反
発

と
い
っ
た
現
代
的
事
象
に
も
通
底
す
る
）
に
対
し
て
、
懐
疑
的
ウ
ィ
ッ
グ
と

し
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
や
ス
ミ
ス
が
多
か
れ
少
な
か
れ
「
世
界
市
民
」
的
立
場

を
採
り
え
た
こ
と
を
重
視
す
る
が
、
そ
こ
で
の
世
界
は
た
か
だ
か
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
世
界
で
あ
っ
た
と
い
う
フ
ォ
ー
ブ
ズ
が
示
唆
す
る
だ
け
に
と
ど
ま

る
事
実
を
、
著
者
は
正
面
か
ら
指
摘
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
ス
ミ

ス
の
共
感
の
限
界
と
世
界
の
「
外
部
」
へ
の
傍
観
の
正
当
化
を
た
ん
に
道

徳
的
に
非
難
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
ス
ミ
ス
倫
理
学
の
特
徴
的
な
構
造
を

浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
の
布
石
と
し
て
機
能
す
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ

れ
は
自
己
規
制
や
男
性
的
な
尊
厳
を
中
核
と
し
た
徳
倫
理
の
重
視
で
あ
る
。

自
己
規
制
が
文
明
社
会
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
根
本
的
な
能
力
と
な
る

の
は
、
人
間
は
思
わ
ず
他
者
の
苦
難
や
喜
び
に
思
い
を
馳
せ
て
し
ま
う
共

感
す
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
他
人
や
社
会
か
ら
共
感
さ

れ
た
い
と
望
む
存
在
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
局
面
で
は
、
他
者
で

あ
る
観
察
者
が
主
導
権
を
握
り
、
主
体
は
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
は
基
本

的
に
受
動
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
ス
ミ
ス
の
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
概

念
に
注
目
す
る
（
七
九
―
八
三
頁
）
。
自
己
愛
に
よ
っ
て
肥
大
化
し
た
利
己

性
や
尊
大
さ
は
、
他
人
か
ら
見
れ
ば
自
分
も
多
数
の
群
集
の
一
人
に
過
ぎ

な
い
の
だ
と
い
う
自
ら
の
良
心
か
ら
の
忠
告
に
よ
っ
て
冷
却
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
癒
し
が
た
い
利
己
心
を
抑
え
て
く
れ
る
の
は
、
世
界
市
民
精

神
の
よ
う
な
普
遍
的
な
利
他
性
で
は
な
く
、
世
界
＝
世
間
か
ら
是
認
・
賞

賛
さ
れ
た
い
と
い
う
承
認
欲
求
で
あ
り
、
そ
う
し
た
他
者
の
視
線
を
内
面

化
し
て
自
ら
の
行
為
を
統
御
し
よ
う
と
す
る
自
己
規
律
の
能
力
だ
と
い
う

念
と
、
独
自
の
視
点
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
の
そ
の
変
奏
と
が
、
全
体
と
し

て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
道
徳
感
情
論
』
の
構
成
に

従
っ
て
順
を
追
っ
て
解
説
し
て
い
く
形
式
は
採
ら
ず
に
、
し
か
し
こ
の
一

冊
で
同
書
の
全
体
像
に
対
す
る
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
叙
述
と

な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
や
政
治
学
を
め
ぐ
る
専
門

的
な
研
究
史
の
観
点
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
焦
点
が
当
て
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
複
数
の
論
点
が
本
書
で
は
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
ス
ミ
ス
ら
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
倫
理
学
は
観
察
者
理

論
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
第
三
章
で
「
傍
観
」
の
問
題
と

し
て
ひ
ね
り
を
加
え
て
取
り
上
げ
、
ス
ミ
ス
の
い
う
公
平
な
観
察
者
な
い

し
中
立
的
観
察
者
と
い
う
設
定
の
ま
た
別
の
側
面
に
光
を
当
て
る
。
同
章

で
は
ま
ず
有
名
な
『
道
徳
感
情
論
』
冒
頭
の
「
美
し
い
人
間
理
解
の
章
句
」

（
七
二
頁
）
を
引
用
し
、
感
情
を
表
出
し
て
い
る
他
者
を
見
る
と
、
直
接

的
な
利
害
関
係
が
な
く
て
も
思
わ
ず
そ
の
人
に
感
情
移
入
し
て
し
ま
う
と

い
う
、
社
会
的
動
物
と
し
て
の
人
間
の
共
感
能
力
が
説
明
さ
れ
る
が
、
す

ぐ
さ
ま
そ
う
し
た
共
感
の
範
囲
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
、
ス
ミ
ス
の
テ
ク
ス

ト
に
即
し
て
詳
論
さ
れ
て
い
く
。
ス
ミ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
英
仏

の
覇
権
争
い
に
つ
い
て
は
、
英
国
人
の
反
仏
感
情
か
ら
距
離
を
置
い
て
そ

の
国
民
的
偏
見
や
商
業
上
の
嫉
妬
を
中
立
的
観
察
者
の
視
点
か
ら
指
摘
す

る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
で
の
出
来
事
と
な
る
と
、
そ
れ
が
い
か
に
悲
惨
で

同
情
に
値
す
る
災
厄
だ
っ
た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
共
感
作
用
が
及
ば
な

い
こ
と
を
冷
徹
に
指
摘
し
、
こ
れ
を
む
し
ろ
人
類
愛
の
感
情
や
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
の
限
定
的
性
格
の
例
証
と
す
る
（
七
四
―
六
頁
、cf. 

一
三
七
―
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例
え
ば
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
見
え
て
く

る
啓
蒙
思
想
内
部
の
文
明
社
会
に
対
す
る
複
数
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
か
か
わ

る
問
題
は
、
た
と
え
ばJane Rendall

やJoEllen D
eLucia

ら
に
よ
っ
て

盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
は
男
性
的
な
自
己
規
制
や
尊

厳
の
徳
を
重
視
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
を
未
開
社
会
の
徳
と
し
、

反
対
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
徳
の
涵
養
や
豊
か
な
感
情
表
現
の
機
会
を
も

た
ら
す
と
し
て
文
明
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
肯
定
し
た
の
が
ス
ミ
ス
だ
っ
た
の

か
、
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
っ
て
も
、
近
年M

aria Pia Paganelli

、

M
ichele Bee

、Ryan Patrick H
anley

ら
の
あ
い
だ
で
様
々
な
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
本
書
『
ス
ミ
ス
の
倫
理
』
は
、
道
徳
哲
学
者
ス
ミ
ス
へ

の
有
益
な
導
入
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
近
の
こ
う
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

啓
蒙
研
究
の
動
向
と
も
大
き
く
響
き
合
う
成
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。 

（
う
え
の
・
ひ
ろ
き
／
思
想
史
・
十
八
世
紀
研
究
）

こ
と
に
な
る
。

　

す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
著
者
の
ス
ミ
ス
に
対
す
る
近
す
ぎ
な
い
距

離
感
、
そ
れ
こ
そ
中
立
的
観
察
者
と
し
て
の
視
点
が
、
こ
う
し
た
指
摘
を

可
能
に
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
ス
ミ
ス
倫
理
学
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
的
性
格
に
対
す
る
分
析
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
ス
ミ
ス
を

賛
美
し
偶
像
化
し
て
し
ま
う
と
な
か
な
か
眼
に
と
ま
り
に
く
い
ポ
イ
ン
ト

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ス
ミ
ス
は
後
世
の
人
か
ら
文
明
社
会
の
旗
手
の

ご
と
く
に
遇
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
文
明
社
会
を
特
徴
づ
け
る
情
念
に

に
わ
か
に
は
馴
染
め
な
い
固
い
芯
の
よ
う
な
も
の
、
す
な
わ
ち
文
明
社
会

が
腫
れ
物
に
触
る
よ
う
に
し
て
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
み
込
も
う
と
し
て
い
る

〈
荒
々
し
い
も
の
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
が
あ
る
」
（
九
三
頁
）
。
ス
ミ
ス
自
身

は
「
文
明
社
会
で
は
「
英
雄
的
な
鋼
の
意
思
」
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
繊

細
な
感
受
性
」
が
生
み
出
す
「
思
い
や
り
や
洗
練
」
と
い
っ
た
い
わ
ば
柔

和
な
美
徳
が
尊
ば
れ
る
」
こ
と
を
理
解
し
つ
つ
も
、
何
事
に
も
動
じ
な
い

強
靭
な
自
己
規
律
の
発
揮
と
い
う
男
性
的
な
美
徳
観
か
ら
、
文
明
社
会
の

堕
落
に
対
す
る
危
惧
を
示
唆
し
て
も
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
「
当
事

者
の
苦
し
み
を
歎
き
、
受
け
た
危
害
に
対
し
て
憤
り
、
幸
運
を
共
に
喜
ぶ

と
い
う
ふ
う
に
、
当
事
者
の
感
情
に
た
い
し
て
観
察
者
が
抱
く
強
い
共
感
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
（
人
間
性
・
人
類
愛
）
に
対
し
て
、

こ
れ
を
「
女
性
の
美
徳
」
と
規
定
し
、「
男
性
の
美
徳
」
で
あ
る“generosity ”

と
対
置
す
る
と
こ
ろ
に
も
（
七
七
―
八
頁
）
、
ス
ミ
ス
の
徳
倫
理
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
的
構
成
は
明
白
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ヒ
ュ
ー
ム
の
文
明
社
会
観
と
比

べ
た
場
合
、
そ
こ
に
か
な
り
際
立
っ
た
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
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タ
ー
ル
研
究
を
さ
ら
に
深
め
た
武
田
千
夏
氏
が
満
を
持
し
て
刊
行
し
た
大

作
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
書
評
（G

érard G
engem

bre, Francia 

Recensio, 2, 2019

）
の
他
、
邦
語
で
は
コ
ン
ス
タ
ン
や
ス
タ
ー
ル
を
専
門
と

す
る
古
城
毅
氏
に
よ
る
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
組
ん
だ
書
評
（
「
十
九
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
、
代
議
制
、
社
会
エ
リ
ー
ト
、
女
性
を
巡
る
構
想
」
『
政
治
思
想
研
究
』

第
二
一
号
、
二
〇
二
一
年
）
が
あ
る
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

本
書
が
め
ざ
す
の
は
、
第
一
に
、
財
務
長
官
で
あ
っ
た
父
ネ
ッ
ケ
ル
や

近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
コ
ン
ス
タ
ン
、
ま
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
ギ
ゾ
ー
と

い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
自
由
主
義
思
想
家
と
目
さ
れ
る
思
想
家
の

陰
で
こ
れ
ま
で
や
や
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
の
あ
る
ス
タ
ー
ル

の
自
由
主
義
政
治
思
想
を
保
守
的
自
由
主
義
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ナ
ル
・
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
（com

m
unal liberalism

）
と
名
付
け
―
―
著
者
の
定
義
に
よ

れ
ば
、
地
方
の
行
政
的
義
務
に
参
与
す
る
こ
と
で
、
国
家
の
社
会
的
影
響

か
ら
市
民
の
倫
理
的
独
立
を
保
障
し
よ
う
と
い
う
立
場
（
一
一
頁
）
―
―
、

そ
の
独
自
性
を
彼
女
の
多
様
な
著
作
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
彼
女
の
政
治
思
想
が
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
政
治
と
思
想
に
影
響
を
与
え
続
け
、
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の
深

化
の
過
程
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
思
想
の
独
自
性
の
解
明
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
受
容
の
過
程

も
含
め
て
ス
タ
ー
ル
を
再
評
価
す
る
と
い
う
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
。

　

以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。
序
論
（
第
一
章
）
で
は
、

ス
タ
ー
ル
の
政
治
思
想
を
「
保
守
的
自
由
主
義
」
と
し
て
捉
え
、
多
く
の

要
素
を
共
有
す
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
と
の
比
較
が
試
み
ら
れ
る
。
バ
ー

ク
が
貴
族
政
的
要
素
を
残
す
イ
ギ
リ
ス
を
所
与
と
し
て
代
議
制
を
擁
護
し

　

書
評　

M
m

e de Staël and political liberalism
 in 

France

（C
hinatsu Takeda, Palgrave M

acm
illan, 2018

）

川
出
良
枝

　

本
書
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
政
権
、
さ
ら
に
は
復
古
王
政

期
に
か
け
て
作
家
・
思
想
家
・
歴
史
家
と
し
て
活
躍
し
た
ス
タ
ー
ル
（Anne 

Louise G
erm

aine N
ecker de Staël-H

olstein, 1766-1817

）
―
―
一
般
に
は
ス

タ
ー
ル
夫
人
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
―
―
の
政
治
思
想
の
研
究
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
で
博
士
号
を
取
得
後
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
等
で
ス
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た
の
に
対
し
、
ス
タ
ー
ル
が
革
命
政
権
に
よ
る
土
地
所
有
改
革
の
結
果
民

主
化
（
平
準
化
）
し
た
フ
ラ
ン
ス
を
所
与
と
し
て
自
由
な
社
会
の
実
現
を

模
索
し
た
点
で
、
両
者
に
は
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
鋭
い
指
摘
が

な
さ
れ
る
。

　

第
一
部
は
、
ス
タ
ー
ル
の
作
品
の
分
析
を
通
し
て
、
彼
女
の
政
治
的
自

由
主
義
を
時
代
順
に
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
二
章
で
は
、
革
命
勃
発
後
の
ス
タ
ー
ル
が
、
当
初
は
よ
り
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
共
和
主
義
に
接
近
し
た
も
の
の
、
立
憲
君
主
政
の
支
持
者
と
い
う
立

場
を
早
々
に
確
立
し
た
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
政
治
的
中
道
、

あ
る
い
は
「
節
制
・
穏
健
」
（m

oderation

）
の
価
値
の
擁
護
と
言
い
換
え

て
も
良
い
。
具
体
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
体
制
に
な
ら
い
貴
族
院
を
備
え

た
二
院
制
を
重
視
す
る
立
場
で
、
同
様
の
発
想
を
も
っ
た
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
お
よ
び
父
ネ
ッ
ケ
ル
と
の
比
較
も
な
さ
れ
る
。
第
三
章
は
、
ジ
ャ

ン
＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
賛
美
者
で
も
あ
っ
た
ス
タ
ー
ル
が
、
男
性
市

民
を
構
成
要
素
と
す
る
ル
ソ
ー
の
共
和
主
義
を
ど
う
受
け
と
め
た
か
を

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
切
り
口
か
ら
分
析
す
る
。

　

恐
怖
政
治
を
経
験
し
た
ス
タ
ー
ル
が
総
裁
政
府
期
に
い
か
な
る
政
治
観

に
到
達
し
た
か
を
分
析
す
る
の
が
第
四
章
で
あ
る
。
主
と
し
て
彼
女
の
最

初
の
革
命
論
『
現
下
の
状
況
』
が
分
析
の
対
象
と
な
る
。
著
者
に
よ
る
と
、

社
会
の
解
体
と
い
う
危
機
的
事
態
を
真
剣
に
受
け
止
め
た
ス
タ
ー
ル
は
、

地
方
政
治
へ
の
市
民
の
参
加
に
専
制
へ
の
歯
止
め
の
可
能
性
を
（
萌
芽
的

に
で
は
あ
れ
）
期
待
し
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
。

　

続
く
第
五
章
で
は
、
活
発
な
政
治
的
発
言
か
ら
離
れ
、
評
論
・
エ
ッ
セ

イ
・
本
格
的
小
説
と
、
精
力
的
に
文
学
作
品
を
刊
行
し
た
時
期
の
ス
タ
ー

ル
が
分
析
さ
れ
る
。
中
心
と
な
る
の
は
、
ス
タ
ー
ル
の
礼
節
（civilité

）

に
つ
い
て
の
見
方
の
変
化
の
分
析
で
あ
る
。
彼
女
自
身
が
、
貴
族
的
な
サ

ロ
ン
の
主
催
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
一
八
〇
〇
年
を
一

つ
の
境
と
し
、
サ
ロ
ン
で
女
性
が
政
治
に
影
響
を
行
使
す
る
こ
と
へ
の
期

待
は
断
念
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
サ
ロ
ン
に
お
け
る
礼
節
の
精
神
は
、
共

和
政
秩
序
に
お
け
る
会
話
術
に
基
礎
を
置
く
、
し
か
も
パ
リ
中
心
で
は
な

く
地
方
を
新
た
な
舞
台
と
す
る
新
た
な
礼
節
へ
と
変
容
し
な
が
ら
も
継
受

さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

王
政
復
古
期
に
刊
行
さ
れ
た
ス
タ
ー
ル
の
代
表
的
革
命
論
『
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
考
察
』
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
の
が
第
六
章
で
あ
る
。
革
命
期
の

ス
タ
ー
ル
の
立
場
と
比
較
し
つ
つ
、
彼
女
が
最
終
的
に
重
視
し
た
制
度
が
、

旧
来
型
の
貴
族
と
は
異
な
る
エ
リ
ー
ト
階
層
か
ら
な
る
世
襲
の
貴
族
院
や

イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
に
お
け
る
活
発
な
市
民
参
加
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
二
部
は
、
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
『
考
察
』
が
第
二
帝
政
期
に
至
る

ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
史
に
与
え
た
持
続
す
る
影
響
が
分
析
さ
れ
る
。

　

ま
ず
第
七
章
で
は
、
彼
女
の
世
襲
二
院
制
の
構
想
が
惹
起
し
た
様
々
な

反
響
を
考
察
し
、
第
八
章
で
は
、
ギ
ゾ
ー
と
レ
ミ
ュ
ザ
と
い
っ
た
自
由
主

義
陣
営
の
思
想
家
た
ち
と
ス
タ
ー
ル
が
比
較
さ
れ
る
。

　

続
く
第
九
章
で
は
、
自
由
主
義
政
治
家
バ
ラ
ン
ト
が
ス
タ
ー
ル
の
地
方

自
治
論
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
そ
の
著
『
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
貴
族
政
』
の

一
八
二
九
年
の
改
訂
版
に
お
い
て
、
本
格
的
な
コ
ミ
ュ
ナ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
と
し
て
完
成
さ
せ
た
経
緯
が
丹
念
に
分
析
さ
れ
る
。

　

著
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
地
方
自
治
を
重
視
す
る
自
由
主
義
思
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体
を
総
括
す
る
結
論
を
も
っ
て
完
結
す
る
。

　

本
書
が
精
緻
な
分
析
を
加
え
る
膨
大
な
研
究
対
象
に
つ
い
て
書
評
者
は

素
人
同
然
で
あ
り
、
見
当
違
い
で
あ
る
可
能
性
も
承
知
の
上
で
、
以
下
、

本
書
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
論
評
を
試
み
た
い
。

　

近
年
、
と
り
わ
け
政
治
思
想
研
究
の
分
野
で
ス
タ
ー
ル
に
注
目
し
た
優

れ
た
業
績
が
あ
い
つ
い
で
刊
行
さ
れ
た
。B. Fontana, G

erm
aine de Staël, 

2016

は
政
治
思
想
史
家
に
よ
る
本
格
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
、
と
り
わ
け

「
公
論
」
の
重
要
性
に
着
目
し
た
思
想
家
と
し
て
ス
タ
ー
ル
を
印
象
的
に
提

示
し
た
。
た
だ
し
著
者
は
そ
の
公
論
観
に
は
批
判
的
で
あ
る
（
本
書
九
―
一

〇
頁
）
。 A. C

raintu, A Virtue for C
ourageous M

inds, 2012

はm
oderation

と
い
う
政
治
的
徳
の
重
要
性
を
発
掘
し
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
コ
ン
ス

タ
ン
に
至
る
知
的
系
譜
―
―
ス
タ
ー
ル
も
重
要
な
一
翼
を
担
う
―
―
を
提

示
し
た
。
本
書
は
、
こ
の
研
究
と
基
本
的
問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
ま
た
、
工
藤
庸
子
『
評
伝　

ス
タ
ー
ル
夫
人
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
』
（
二
〇
一
六
年
）
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ー
ル
の
文
学
作
品
に
含
ま
れ
る

政
治
的
含
意
が
綿
密
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
近
年
あ
い
つ
い
で
刊
行
さ
れ
た
諸
研
究
と
比
較
し
た
場
合
、
本

書
が
出
色
で
あ
る
の
は
、
ス
タ
ー
ル
の
提
案
し
た
具
体
的
制
度
に
着
目
し
、

そ
れ
を
子
細
に
検
討
し
た
点
で
あ
る
。
立
憲
君
主
制
や
権
力
分
立
を
内
在

化
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
体
制
が
そ
の
発
想
の
源
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
を
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
ど
の
よ
う
に
定
着
さ
せ
る
か
に
関
し
て
、
教

条
的
に
で
は
な
く
柔
軟
に
模
索
し
た
の
が
ス
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
二
院
制

を
通
し
た
中
間
団
体
の
役
割
を
社
会
構
造
の
変
化
に
合
わ
せ
て
刷
新
し
よ

う
と
し
た
彼
女
の
議
論
を
き
め
こ
ま
か
く
追
跡
し
た
の
は
本
書
の
大
き
な

想
は
そ
の
後
も
着
々
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
重
要
な
系
譜
を
ト
ク

ヴ
ィ
ル
に
探
る
の
が
第
一
〇
章
で
あ
る
。
第
二
帝
政
期
（
さ
ら
に
は
第
三

共
和
政
期
）
を
扱
う
第
一
一
章
で
は
ス
タ
ー
ル
的
自
由
主
義
の
三
要
素
（
世

襲
貴
族
、
地
方
自
治
、
政
治
的
中
道
主
義
）
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
三
世
に
み
ら
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
や
一
八
六
〇
年
代
の
オ
ル
レ
ア

ン
派
自
由
主
義
者
の
主
張
が
分
析
さ
れ
る
。

　

第
三
部
は
、
歴
史
書
と
し
て
の
『
考
察
』
が
、
そ
の
後
の
歴
史
叙
述
に

与
え
た
影
響
が
考
察
さ
れ
る
。

　

第
一
二
章
は
左
派
の
歴
史
家
バ
イ
ユ
ー
ル
が
一
八
一
八
年
に
刊
行
し
た

『
考
察
』
論
駁
の
書
が
検
討
さ
れ
る
。
共
和
主
義
を
奉
じ
る
バ
イ
ユ
ー
ル

に
と
っ
て
、
革
命
と
は
絶
対
王
政
が
な
し
え
な
か
っ
た
中
央
集
権
を
正
し

く
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
間
団
体
の
維
持
に
腐
心
す
る
ス
タ
ー
ル
と

は
正
反
対
の
歴
史
認
識
が
提
示
さ
れ
る
。
当
然
、
名
誉
革
命
や
恐
怖
政
治

の
評
価
で
も
意
見
は
真
っ
二
つ
に
割
れ
る
。

　

一
八
一
八
年
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
の
時
期
に
、
『
考
察
』
が
穏
健
な

左
派
と
穏
健
な
右
派
を
接
近
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
様
を
描
く
第
一
三

章
に
続
き
、
第
一
四
章
は
四
八
年
以
降
の
『
考
察
』
受
容
が
扱
わ
れ
る
。

な
か
で
も
中
心
と
な
る
の
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
『
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
と

革
命
』
と
の
比
較
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
『
考
察
』
は
多
く
の
共
通
点

を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
一
〇
章
お
よ
び
続
く
第
一
五
章
と
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
と
ス
タ
ー
ル
の
比
較
は
本
書
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。

　

第
一
五
章
は
『
考
察
』
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
体
制
や
名
誉
革
命

へ
の
ス
タ
ー
ル
の
評
価
が
後
続
の
世
代
に
お
い
て
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た

か
を
キ
ネ
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
全
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を
析
出
し
、
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
に
つ
い
て
の
既
存
の
一
面
的
理
解
を
修

正
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
連
続
的
に
自
由
主
義
的
諸
理
念
の

系
譜
が
深
化
し
て
い
っ
た
か
に
み
え
る
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン

ス
の
場
合
、
革
命
に
よ
る
断
絶
と
そ
の
後
の
頻
繁
な
体
制
変
動
の
中
で
、

リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
を
奉
じ
る
諸
思
潮
は
複
雑
な
絵
柄
を
描
き
、
そ
の
全
容

は
容
易
に
は
捉
え
が
た
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い

て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
由
の
伝
統
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
そ
れ
を
と

も
に
重
視
し
、
二
つ
の
伝
統
を
架
橋
す
る
た
め
に
生
涯
を
通
し
て
情
熱
を

傾
注
し
た
ス
タ
ー
ル
の
存
在
は
、
本
書
を
含
む
近
年
の
研
究
の
活
況
ぶ
り

が
示
す
よ
う
に
確
か
に
再
評
価
に
値
す
る
。
ス
タ
ー
ル
を
媒
介
に
第
二
帝

政
期
（
さ
ら
に
は
第
三
共
和
政
期
）
に
至
る
ま
で
の
政
治
史
を
見
直
す
と
、

そ
こ
に
は
、
遡
っ
て
十
八
世
紀
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
一
つ
の
起
点
と
す

る
自
由
主
義
の
両
世
紀
に
わ
た
る
系
譜
の
輪
郭
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上

が
る
。
ス
タ
ー
ル
の
知
的
遺
産
は
、
ま
さ
に
本
書
が
説
得
的
か
つ
魅
力
的

に
示
し
た
よ
う
に
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
由
主
義
と
は
何
か
を
考

え
る
た
め
の
貴
重
な
導
き
の
糸
で
あ
ろ
う
。

 

（
か
わ
で
・
よ
し
え
／
政
治
学
・
政
治
思
想
史
）

貢
献
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
自
治
の
も
つ
意
義
の
大
き
さ
に

着
目
し
た
ス
タ
ー
ル
の
分
析
が
、
バ
ラ
ン
ト
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ナ
ル
・
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
と
し
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
経
緯
の
緻
密
な
分
析
（
第
九
章
）
は
、

本
書
の
白
眉
と
述
べ
て
良
い
。

　

次
に
ス
タ
ー
ル
の
思
想
の
意
義
を
解
明
す
る
と
同
時
に
、
没
後
に
お
け

る
そ
の
影
響
を
評
価
す
る
と
い
う
本
書
の
基
本
的
枠
組
み
に
つ
い
て
論
評

し
た
い
。
一
般
に
、
影
響
や
受
容
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
は
、
思
想
の
継

受
や
発
展
の
み
な
ら
ず
、
誤
読
、
歪
曲
、
批
判
、
黙
殺
ま
で
含
め
て
見
通

す
時
、
思
想
史
の
ド
ラ
マ
と
し
て
読
者
を
魅
了
す
る
。
他
方
、
思
想
家
の

評
価
を
目
的
と
す
る
場
合
、
同
時
代
や
近
い
将
来
に
お
い
て
は
読
み
取
ら

れ
な
か
っ
た
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
思
想
史
研
究
の
醍
醐
味
で
あ

る
。
そ
の
点
、
本
書
は
本
人
の
思
想
の
解
明
と
そ
の
後
の
受
容
の
過
程
と

の
関
係
が
少
々
単
線
的
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
受
容
・
影
響
の
部
分
の
議
論
が
充
実
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、

彼
女
の
思
想
の
分
析
の
部
分
は
分
量
も
控
え
め
で
、
文
学
作
品
へ
の
目
配

り
も
手
薄
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ル
の
思
想
の
本
質
が
自
由
主
義
で
あ
る
と
い

う
本
書
の
前
提
に
書
評
者
も
異
論
は
な
い
が
、
こ
の
枠
組
み
だ
け
に
彼
女

が
収
ま
る
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
影
響
を
論
じ
る
部
分
に
関
し
て
は
、

厳
密
な
意
味
で
ス
タ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
影
響
と
言
え
る
部
分
と
類
似

性
・
共
通
性
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
部
分
と
の
切
り
分
け
が
曖
昧
で
著
者
の

真
意
が
分
か
り
に
く
い
部
分
も
あ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
論
評
は
著
者
に
と
っ
て
は
す
で
に
織
り
込
み
済

み
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
の
意
図
は
、
お
そ
ら
く
は
ス
タ
ー
ル
が
触
媒
と

な
る
形
で
発
展
し
て
い
っ
た
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
主
義
の
一
潮
流
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ツ
の
主
要
な
経
済
思
想
は
、
以
下
の
五
つ
の
思
想
潮
流
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
。
（
1
）ド
イ
ツ
官
房
学
の
余
韻
を
残
し
つ
つ
も
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国

富
論
』
の
枠
組
み
を
受
容
し
、
学
界
の
主
流
を
形
成
し
た
「
ド
イ
ツ
古
典

派
」
、
（
2
）
文
学
・
芸
術
運
動
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
と
連
動
し
つ
つ
、

前
近
代
の
共
同
体
諸
組
織
の
維
持
と
再
活
性
化
を
主
張
し
た
ロ
マ
ン
主
義
、

（
3
）
保
護
貿
易
に
よ
る
後
発
国
の
産
業
化
と
中
小
自
作
農
の
政
治
参
加

を
主
張
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
、
（
4
）
労
働
者
を
運
動
主
体
と

し
て
資
本
主
義
を
批
判
し
た
初
期
社
会
主
義
と
初
期
マ
ル
ク
ス
、
（
5
）

フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
哲
学
体
系
の
一
部
と
し
て
の
経
済
論
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
（
4
）
は
「
わ
が
国
に
は
す
で
に
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が

あ
る
こ
と
も
あ
り
」
「
折
に
触
れ
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
」
（
ⅱ
頁
）
と

さ
れ
、
（
5
）
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
み
「
解
題
2
」
で
言
及
さ
れ
る

に
と
ど
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
主
要
部
分
は
、
以
下
の
三
部
か
ら

構
成
さ
れ
る
。

第
Ⅰ
部　

ド
イ
ツ
古
典
派
（
第
一
章
～
第
四
章
）

第
Ⅱ
部　

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
（
第
五
章
～
第
七
章
、
補
論
）

第
Ⅲ
部　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
（
第
八
章
～
第
一
〇
章
）

　

第
Ⅰ
部
で
考
察
さ
れ
る
「
ド
イ
ツ
古
典
派
」
と
は
、
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』

に
よ
っ
て
定
礎
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
を
受
容
・
継
承
し
た
ド

イ
ツ
の
経
済
学
者
た
ち
で
あ
り
、
「
ド
イ
ツ
古
典
派
」
と
い
う
呼
称
は
イ

ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
の
継
承
者
と
し
て
の
性
格
に
由
来
し
て
い
る
。「
ド

イ
ツ
古
典
派
」
の
最
大
の
特
徴
は
、
重
商
主
義
、
重
農
主
義
に
対
す
る
ス

　

書
評　

『
19
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
経
済
思
想 

 
 

―
―
ド
イ
ツ
古
典
派
、
ロ
マ
ン
主
義
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト

』

（
原
田
哲
史
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）

平
子
友
長

　

十
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
経
済
思
想
史
研
究
は
、
日
本
で
は
こ
れ
ま
で

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
（
お
よ
び
関
連
す
る
ド
イ
ツ
初

期
社
会
主
義
）
を
対
象
と
す
る
研
究
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で

本
書
は
、
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
経
済
思
想
の
全
体
像
を
考
察
し
た
日
本
で
初

め
て
の
研
究
書
で
あ
る
。
著
者
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
前
半
ド
イ
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ミ
ス
学
説
の
優
位
性
を
承
認
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
下
労
働
お
よ
び

支
配
労
働
に
基
づ
く
ス
ミ
ス
価
値
論
を
拒
否
し
て
「
客
観
的
使
用
価
値
」

に
基
づ
く
価
値
論
を
主
張
し
た
点
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
諸
財
の
価
値
は

そ
れ
が
人
間
の
諸
目
的
に
手
段
と
し
て
役
立
つ
「
有
用
性
」
に
よ
っ
て
決

ま
り
、
か
つ
こ
の
「
有
用
性
」
は
各
個
人
の
主
観
的
な
判
断
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
国
家
・
社
会
・
共
同
体
を
構
成
す
る
人
間
集
団
の
立
場
か
ら

諸
財
の
有
用
性
の
ラ
ン
ク
付
け
が
客
観
的
に
規
定
さ
れ
う
る
と
主
張
し
た
。

労
働
価
値
説
で
は
な
く
価
値
＝
使
用
価
値
説
を
主
張
し
た
か
れ
ら
の
理
論

は
「
旧
ド
イ
ツ
使
用
価
値
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
「
ド

イ
ツ
古
典
派
」
最
後
の
完
成
者
K
・
H
・
ラ
ウ
に
よ
っ
て
「
種
類
価
値

G
attungsw

erth

」
と
「
具
体
的
価
値
」
を
区
別
す
る
価
値
論
と
し
て
理

論
化
さ
れ
た
。

　

「
種
類
価
値
」
と
は
、
財
の
量
を
捨
象
し
て
そ
の
種
類
の
み
を
考
察
し

た
場
合
、
そ
の
財
が
社
会
（
ま
た
は
国
家
）
全
体
に
対
し
て
持
つ
有
用
性

の
程
度
を
評
価
し
決
定
さ
れ
る
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
具
体
的

価
値
」
と
は
、
特
定
の
個
人
が
あ
る
財
の
一
単
位
を
ど
れ
ほ
ど
欲
し
て
い

る
の
か
と
い
う
主
観
的
な
有
用
性
を
意
味
す
る
。
「
種
類
価
値
」
は
、
人

間
の
生
活
に
と
っ
て
最
も
切
実
な
要
求
を
満
た
す
財
に
最
大
の
価
値
を
与

え
、
そ
こ
か
ら
順
次
必
要
性
の
度
合
い
が
低
下
す
る
順
に
価
値
の
ラ
ン
ク

付
け
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ラ
ウ
ら
が
使
用
価
値
の
客
観
的
価
値
ラ
ン
ク

付
け
を
重
視
す
る
理
由
に
は
、
市
場
に
よ
る
価
格
決
定
に
対
す
る
鋭
い
批

判
が
あ
っ
た
。
自
由
競
争
が
引
き
起
こ
す
「
市
場
の
失
敗
」
を
最
小
限
に

食
い
止
め
る
た
め
に
か
れ
ら
は
市
場
と
は
独
立
に
決
定
さ
れ
る
「
客
観
的

使
用
価
値
」
の
ラ
ン
ク
付
け
に
よ
っ
て
市
場
の
偶
然
性
を
規
制
し
よ
う
と

試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ラ
ン
ク
付
け
を
行
う
主
体
は
政
府
に
求
め
ら
れ

た
か
ら
、
こ
こ
か
ら
国
家
に
よ
る
市
場
に
対
す
る
介
入
を
正
当
化
す
る
理

論
が
据
え
ら
れ
た
が
、
他
方
で
、
彼
ら
は
市
場
へ
の
直
接
的
な
介
入
政
策

に
は
あ
く
ま
で
も
慎
重
で
あ
っ
た
。
「
ド
イ
ツ
古
典
学
派
」
と
命
名
さ
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ラ
ウ
の
「
種
類
価
値
」
論
を
継
承
し
つ
つ
社
会
問
題

の
解
決
の
た
め
に
市
場
に
対
す
る
国
家
の
社
会
政
策
的
介
入
を
積
極
的
に

主
張
し
た
の
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
で
あ
っ
た
。

　

著
者
は
、
「
ド
イ
ツ
古
典
学
派
」
の
「
客
観
的
使
用
価
値
」
に
よ
る
市

場
批
判
の
学
説
史
的
意
義
を
、
メ
ン
ガ
ー
の
限
界
効
用
理
論
を
準
備
し
た

先
行
理
論
と
し
て
評
価
す
る
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
ラ
ー
ら
の
見
解
を
紹
介
し
つ

つ
、
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
、
現
代
経
済
学
に
お
け
る
「
社
会
資
本
」
論

（
宮
本
憲
一
）
、
「
社
会
的
共
通
資
本
」
論
（
宇
沢
弘
文
）
あ
る
い
は
公
共
経

済
学
に
お
け
る
「
メ
リ
ッ
ト
財
」
論
の
先
駆
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
」
、
特
に
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー

と
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
の
思
想
と
理
論
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ

て
い
る
。
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
敗
北
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
強
行
さ
れ
た

「
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
」
に
よ
っ
て
農
奴
制
が
有
償

廃
止
さ
れ
、
都
市
の
ツ
ン
フ
ト
も
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
直
接
の
結

果
は
、
自
立
経
営
の
で
き
な
い
零
細
農
民
の
大
量
発
生
と
ツ
ン
フ
ト
の
保

護
を
は
ず
さ
れ
た
手
工
業
者
の
貧
困
化
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
法
を
モ
デ
ル

に
遂
行
さ
れ
た
法
の
近
代
化
は
所
有
権
を
絶
対
化
し
、
諸
個
人
を
ア
ト
ム

化
し
、
貧
民
を
保
護
す
る
制
度
を
持
た
な
か
っ
た
。
資
本
主
義
的
近
代
化

が
も
た
ら
す
社
会
問
題
に
対
し
て
、
中
世
以
来
の
伝
統
的
秩
序
で
あ
る
領

主
制
と
ツ
ン
フ
ト
制
度
に
よ
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
し
た
思
想
運
動
が
「
ド
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て
こ
そ
再
評
価
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
と
、
著
者
は
主
張
す
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
を
論
じ
る
第
Ⅲ
部
は
、
日
本
に
お
け
る
リ
ス

ト
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
小
林
昇
の
仕
事
の
継
承
と
批
判
を
軸
に
展
開
さ
れ

て
い
る
。
著
者
は
、
主
著
と
さ
れ
る
『
政
治
経
済
学
の
国
民
的
体
系
』
で

は
な
く
『
農
地
制
度
論
』
を
基
軸
と
し
て
リ
ス
ト
の
全
体
系
を
理
解
す
べ

き
と
主
張
し
た
小
林
の
視
座
と
方
法
を
高
く
評
価
す
る
。
リ
ス
ト
の
経
済

学
は
、
後
発
国
の
産
業
化
に
必
要
と
さ
れ
る
保
護
貿
易
主
義
と
国
民
国
家

の
安
定
的
な
市
民
を
確
保
す
る
た
め
の
自
作
農
の
創
出
と
保
護
を
二
つ
の

柱
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
リ
ス
ト
は
自
分
の
理
論
が
適
用
可
能
な
地

域
を
「
温
帯
」
の
比
較
的
「
大
き
な
」
国
民
の
み
と
み
な
し
、「
農
業
状
態
」

か
ら
「
農
・
工
業
状
態
」
へ
、
「
農
・
工
業
状
態
」
か
ら
「
農
・
工
・
商

業
状
態
」
へ
と
い
う
「
ふ
た
つ
の
移
行
期
」
に
保
護
貿
易
は
要
請
さ
れ
る

と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
リ
ス
ト
は
、
後
発
国
の
産
業
化
の
た
め
に
は
「
自

然
」
に
よ
っ
て
自
力
工
業
化
の
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
「
熱
帯
」
諸

国
を
自
然
資
源
確
保
の
た
め
に
植
民
地
化
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
他
方

で
、
国
内
で
自
作
農
に
な
る
道
を
阻
ま
れ
た
零
細
農
民
の
た
め
に
近
隣
の

諸
地
域
を
植
民
地
と
し
て
確
保
す
べ
き
こ
と
も
主
張
し
た
。
リ
ス
ト
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
西
部
開
拓
」
史
を
モ
デ
ル
と
し
、
ド
イ
ツ

も
ま
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
以
東
の
ド
ナ
ウ
河
流
域
の
東
欧
、
バ
ル
カ
ン
半
島
か

ら
ト
ル
コ
全
土
を
ド
イ
ツ
人
農
民
の
自
作
農
化
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
べ

き
「
植
民
地
」
と
し
て
要
求
し
た
。
こ
う
し
て
リ
ス
ト
は
、
後
発
国
の
工

業
化
過
程
に
随
伴
す
る
拡
張
主
義
（
「
熱
帯
」
お
よ
び
「
後
背
地
」
へ
向
か
う
）

に
警
鐘
を
な
ら
す
批
判
的
参
照
軸
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。
著
者
は
、
一
九

四
五
年
以
前
の
日
本
帝
国
主
義
（
資
源
を
求
め
て
の
南
方
「
進
出
」
、
自
作
農

イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
」
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
聖
職
者
、
貴
族
、
市

民
を
自
由
な
社
会
を
構
成
す
る
三
身
分
と
見
な
し
、
貴
族
に
土
地
所
有
と

農
業
に
よ
っ
て
社
会
を
存
続
さ
せ
る
機
能
を
、
市
民
に
勤
勉
に
よ
っ
て
社

会
に
動
的
な
活
力
を
与
え
る
機
能
を
託
し
、
両
者
が
「
競
合
的
均
衡
」
を

維
持
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
の
調
和
的
持
続
を
構
想
し
た
。
聖
職
者
は
両

身
分
の
上
位
に
立
ち
両
者
の
均
衡
に
、
と
り
わ
け
精
神
的
に
貢
献
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
両
身
分
に
お
け
る
最
貧
困
者
（
零
細
小

作
農
と
都
市
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
の
利
害
を
代
弁
し
、
か
れ
ら
の
社
会
的

地
位
の
向
上
に
配
慮
す
る
役
割
が
託
さ
れ
た
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
」
は
、
封
建
制
へ
の
回
帰
を

主
張
す
る
反
動
的
保
守
で
は
な
く
、
「
過
去
へ
の
後
戻
り
は
不
可
能
」
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
「
近
代
の
内
部
に
あ
り
つ
つ
近
代
を
そ
の
内
部
か

ら
批
判
す
る
」（
一
八
二
頁
）「
改
革
的
保
守
主
義
」（
一
〇
四
頁
）
で
あ
っ
た
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
専
制
主
義
を
批
判
し
「
言
論
の
自

由
」
と
二
院
制
議
会
を
要
求
す
る
な
ど
、
か
れ
ら
の
基
本
的
政
治
姿
勢
は

分
権
主
義
で
あ
っ
た
。
「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
」
の
今
日
的
意
義
と
し

て
著
者
が
最
も
重
視
す
る
点
は
、
近
代
の
経
済
学
が
「
計
算
的
理
性
」
に

よ
る
「
一
世
代
的
な
利
潤
の
極
大
化
」
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を

鋭
く
批
判
し
、
国
民
経
済
を
「
現
在
世
代
」
の
み
な
ら
ず
「
不
在
世
代
」

（
「
過
去
の
世
代
」
と
「
来
た
る
世
代
」
）
の
立
場
を
も
考
慮
し
て
構
想
す
べ
き

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
と
将
来
の
人
々
に
対
す
る
配

慮
を
組
み
込
ん
だ
「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
」
の
政
治
・
経
済
理
論
は
、

経
済
成
長
の
み
を
追
求
す
る
結
果
、
環
境
破
壊
と
貧
富
格
差
を
拡
大
し
、

自
然
と
人
間
の
持
続
的
な
共
生
関
係
を
危
機
に
陥
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
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新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
熱
帯
雨
林
の
乱
伐
な
ど

に
よ
る
野
生
動
物
と
人
間
と
の
接
触
機
会
の
増
大
と
大
量
の
人
間
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
移
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
産
業
革
命
以
降
資
本
主

義
が
も
た
ら
し
た
地
球
温
暖
化
は
、
動
植
物
の
絶
滅
、
未
来
世
代
の
生
存

の
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
極
端
な
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
、
経
済
の

金
融
化
と
I 

T
化
の
進
行
は
実
体
経
済
へ
の
寄
与
を
も
た
ら
さ
な
い
無
数

の
「
ブ
ル
シ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ブ
」
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
深
刻
な

事
態
を
背
景
に
資
本
主
義
的
市
場
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
批
判
が
一
斉
に
噴

き
出
し
て
き
た
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
の
特
徴
で
あ
る
。
本
書
の
魅
力
は
、

後
発
国
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
た
ち
が
資
本
主
義
的
近
代
化
と
対
決
す
る
中

で
展
開
し
た
資
本
主
義
批
判
が
、
多
く
の
点
で
現
代
資
本
主
義
批
判
の
論

理
を
先
駆
的
に
提
起
し
て
い
た
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。

資
本
主
義
以
前
の
前
近
代
的
共
同
体
的
関
係
が
な
お
強
靭
な
生
命
力
を

持
っ
て
い
た
時
点
で
資
本
主
義
と
遭
遇
し
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
批
判
的
洞

察
を
鋭
利
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
前
近
代
的
共
同
体
を

背
景
と
し
て
構
想
さ
れ
た
資
本
主
義
批
判
に
は
、
「
保
護
と
奉
仕
」
「
家
父

長
制
」
な
ど
社
会
集
団
内
部
の
垂
直
的
関
係
を
許
容
す
る
社
会
規
範
が
随

伴
し
て
い
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
性
の
多
様
性
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
・

マ
タ
ー
な
ど
の
社
会
運
動
を
経
験
し
た
現
代
の
資
本
主
義
批
判
は
、
社
会

集
団
内
部
の
垂
直
的
関
係
を
許
容
し
な
い
。
こ
こ
に
近
代
史
の
不
可
逆
的

進
化
が
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
も
こ
の
点
に
十
分
自
覚
的
で
あ
る
。

 

（
た
い
ら
こ
・
と
も
な
が
／
社
会
思
想
史
）

創
設
の
た
め
の
満
州
「
移
民
」
）
の
歴
史
、
現
代
中
国
の
「
一
帯
一
路
」
政

策
（
南
ア
ジ
ア
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
及
ぶ
）
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
、
ウ
イ
グ
ル
な

ど
中
国
辺
境
諸
地
域
へ
の
大
量
の
漢
族
中
国
人
の
移
民
政
策
な
ど
を
社
会

科
学
的
に
分
析
す
る
さ
い
に
、
リ
ス
ト
理
論
が
批
判
的
参
照
軸
と
し
て
有

効
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

高
度
経
済
成
長
が
終
焉
し
、
公
害
問
題
を
は
じ
め
経
済
成
長
第
一
主
義

の
矛
盾
が
露
呈
し
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
小
林
は
リ
ス
ト
の
経
済
思
想

も
「
G 

N 

P
主
義
に
仕
え
る
」
も
の
と
し
て
批
判
し
つ
つ
、
「
地
球
資
源

の
限
界
と
環
境
汚
染
の
問
題
」
に
直
面
す
る
現
代
の
経
済
学
は
、
「
単
な

る
商
取
引
上
の
交
換
価
値
の
増
大
」
で
は
な
く
「
大
衆
の
合
意
に
も
と
づ

き
社
会
的
価
値
基
準
に
も
と
づ
い
て
決
定
さ
れ
た
」
「
真
の
必
需
品
」
（
二

六
五
頁
）
の
観
点
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
に
い
た
っ

た
。
小
林
は
こ
れ
を
リ
ス
ト
批
判
と
し
て
お
こ
な
う
の
み
で
あ
っ
た
が
、

著
者
は
リ
ス
ト
を
十
九
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
の
多
様
な
経
済
思
想
の
脈
絡

の
中
で
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
「
社
会
的
価

値
基
準
」
に
基
づ
く
財
の
評
価
に
対
し
て
は
「
ド
イ
ツ
古
典
学
派
」
の
「
客

観
的
使
用
価
値
」
論
が
、
成
長
第
一
主
義
が
も
た
ら
す
環
境
破
壊
に
対
し

て
は
「
不
在
世
代
」
に
配
慮
し
た
世
代
間
倫
理
を
経
済
思
想
の
原
理
と
し

た
ミ
ュ
ラ
ー
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
非
生
産

力
主
義
」
的
経
済
思
想
の
連
綿
と
し
た
歴
史
は
、
ま
さ
に
「
脱
成
長
」
の

経
済
学
が
要
請
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
科
学
へ
の
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
と
、

著
者
は
主
張
す
る
。

　

紙
数
が
尽
き
て
い
る
の
で
、
本
書
に
対
す
る
批
判
的
コ
メ
ン
ト
は
一
つ

に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。
二
〇
一
九
年
十
二
月
以
降
全
世
界
を
襲
っ
た
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を
専
攻
す
る
米
国
の
研
究
者
ポ
ー
ル
・
バ
ー
ケ
ッ
ト
と
ジ
ョ
ン
・
ベ
ラ

ミ
ー
・
フ
ォ
ス
タ
ー
の
論
文
お
よ
び
著
作
で
あ
っ
た
の
は
、
興
味
深
い
転

回
で
あ
る
。
「
物
質
代
謝
の
亀
裂m

etabolic rift

」
を
マ
ル
ク
ス
の
理
論

に
内
在
す
る
最
重
要
点
の
ひ
と
つ
と
す
る
バ
ー
ケ
ッ
ト
お
よ
び
フ
ォ
ス

タ
ー
の
主
張
は
多
方
面
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
を

結
び
つ
け
る
論
考
が
次
々
と
登
場
し
て
き
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
と

は
い
え
、
バ
ー
ケ
ッ
ト
と
フ
ォ
ス
タ
ー
が
マ
ル
ク
ス
（
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
）

の
論
説
を
恣
意
的
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
す
る
こ
と
で
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
マ
ル

ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
重
要
課
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る

と
い
う
対
抗
的
批
判
も
、
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
問
題
系

の
前
景
化
に
と
も
な
っ
て
「
再
台
頭
」
し
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

本
書
『
大
洪
水
の
前
に
』
に
お
い
て
斎
藤
幸
平
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

を
前
に
し
て
、
「
物
質
代
謝
の
亀
裂
論
」
を
「
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
に

い
ま
一
度
立
ち
返
り
、
よ
り
体
系
的

0

0

0

0

0

で
、
よ
り
包
括
的
な
形

0

0

0

0

0

0

0

で
マ
ル
ク
ス

の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
資
本
主
義
批
判
を
再
構
成
」
（
同
書
一
〇
頁
、
強
調
は

斎
藤
、
以
下
同
様
）
す
る
契
機
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
だ

け
で
な
く
、
「
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
批
判
の
真
の
狙
い
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

と
い
う
視
点
を
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は

0

0

0

0

、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い

0

0

」
（
一
二
頁
）
と
い
う
、
強
度
を
有
す
る
テ
ー
ゼ
を
証
明
し
よ
う
と

す
る
。
そ
の
た
め
に
斎
藤
は
、
新
M 

E 

G 

A
を
も
と
に
、
『
資
本
論
』
を

は
じ
め
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
主
要
な
諸
テ
ク
ス
ト
か
ら
膨
大
な
抜
粋
ノ
ー

ト
（
と
く
に
自
然
科
学
に
関
す
る
そ
れ
ら
）
に
至
る
ま
で
緻
密
に
検
討
し
つ
つ
、

論
を
展
開
し
て
い
く
。

　

第
一
部
は
『
パ
リ
・
ノ
ー
ト
』
か
ら
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
ま
で
を
取

　

書
評　

『
大
洪
水
の
前
に
―
―
マ
ル
ク
ス
と
惑
星
の
物
質
代
謝

』

（
斎
藤
幸
平
著
、
堀
之
内
出
版
、
二
〇
一
九
年
）

崎
山
政
毅

　

マ
ル
ク
ス
の
思
想
が
自
然
の
限
界
を
無
視
し
た
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
主
義
」

つ
ま
り
社
会
的
側
面
に
限
定
さ
れ
た
生
産
力
至
上
主
義
で
あ
る
、
と
決
め

つ
け
る
思
考
は
、
緻
密
な
検
討
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
生
き
延
び
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
惰
性
的
思
考
に
抗
し
、
既
存
社
会
主
義
体
制
崩
壊
後
の
「
マ

ル
ク
ス
は
死
ん
だ
」
と
い
う
濁
音
の
合
唱
の
さ
な
か
に
批
判
の
声
を
挙
げ

た
の
が
、
政
治
経
済
学
研
究
の
実
践
的
領
野
と
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
社
会
学
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言
う
。
こ
の
（
奇
妙
な
目
的
論
的
）
価
値
認
識
の
下
で
物
象
化
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
商
品
交
換
を
前
提
と
し
て
、
私
的
労
働
の
「
生
産

物
〔
…
…
〕
は
純
粋
に
社
会
的
力
（
価
値
）
を
付
与
さ
れ
〔
…
…
〕
こ
の
純

粋
に
社
会
的
な
力
を
物
が
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
物
』
は
『
物
象
』

に
転
化
す
る
」
（
一
二
七
頁
）
。
そ
こ
に
私
的
生
産
者
同
士
の
関
係
が
物
象

的
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
「
人
格
の
物
象
化
」
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が

「
具
体
的
に
」
説
明
さ
れ
る
際
に
、
交
換
過
程
論
の
以
下
の
読
み
が
「
物

象
の
人
格
化
」
の
説
明
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
「
商
品
が
首
尾
よ
く
交
換

さ
れ
る
た
め
に
は
、
商
品
所
持
者
た
ち
は
市
場
に
お
い
て
商
品
の
担
い
手

と
し
て
互
い
に
関
わ
り
合
い
、
お
互
い
を
『
商
品
所
有
者
』
と
し
て
承
認

し
な
い
と
い
け
な
い
」
（
一
二
九
～
一
三
〇
頁
）
。
斎
藤
に
あ
っ
て
は
、
物

象
に
よ
る
支
配
の
漸
次
的

0

0

0

貫
徹
が
進
み
、
主
体
性
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
（
一
三
〇
頁
）
。
こ
こ
で
叙
述
は
労
働
過
程
へ
と
回
帰
す
る
。
そ
の

際
、
人
格
の
み
で
な
く
物
の
世
界
に
ま
で
物
象
化
に
よ
る
「
素
材
的
世
界

の
変
容
」
が
広
が
っ
て
い
く
と
し
、
こ
の
「
素
材
」
が
「
形
態
」
（
経
済

学
的
規
定
を
受
け
取
る
諸
形
態
）
と
の
間
で
弁
証
法
的
に
展
開
す
る
、
と
斎

藤
は
言
う
。
「
素
材
的
世
界
」
の
変
容
は
自
然
的
に
も
社
会
的
に
も
「
物

象
化
し
た
物
質
代
謝
の
問
題
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
資
本
主
義

的
生
産
に
よ
る
物
質
代
謝
の
変
容
・
攪
乱
」
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
資
本
の

価
値
増
殖
に
お
い
て
人
間
お
よ
び
人
間
を
含
む
自
然
あ
る
い
は
環
境
の
破

壊
に
向
か
っ
て
突
き
進
む
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
危
機
認
識
が
物

象
化
論
と
つ
な
げ
ら
れ
る
。
斎
藤
が
物
象
化
論
か
ら
導
出
す
る
も
っ
と
も

ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
性
は
、
マ
ル
ク
ス
が
環
境
危
機
の
原
因
を
「
人
間
と
自

然
の
歴
史
貫
通
的
な
相
互
作
用
に
対
す
る
経
済
的
形
態
規
定
の
う
ち
に
見

り
上
げ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
疎
外
」
概
念
が
対

象
と
な
っ
て
お
り
、
疎
外
を
哲
学
的
観
念
に
と
ど
め
お
こ
う
と
す
る
姿
勢

は
誤
り
で
「
哲
学
か
ら
の
訣
別
」
が
あ
る
と
し
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
「
人

間
と
自
然
と
の
関
係
の
歴
史
的
変
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
」

（
六
九
頁
）
と
そ
の
鍵
概
念
と
し
て
の
「
物
質
代
謝
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
斎
藤
は
マ
ル
ク
ス
の
同
時
代
に
お
け
る
自
然
科
学
研
究
の
文
脈

に
即
し
て
「
物
質
代
謝
」
の
概
念
史
を
追
う
。
そ
の
過
程
で
、
ユ
ス
ト
ゥ

ス
・
フ
ォ
ン
・
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
と
マ
ル
ク
ス
と
の
間
に
存
在
す
る
と
さ
れ
て

き
た
「
緊
密
な
関
係
性
」
の
影
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き

た
テ
ク
ス
ト
（
共
産
主
義
者
同
盟
の
同
志
ロ
ー
ラ
ン
ト
・
ダ
ニ
エ
ル
ス
が
『
ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
』
と
題
し
て
出
版
し
よ
う
と
し
て
い
た
草
稿
）
か
ら
マ
ル
ク
ス

が
受
け
取
り
展
開
さ
せ
た
「
物
質
代
謝
」
論
が
詳
細
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
を
飛
躍
台
と
し
て
斎
藤
は
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
を
読
み
解
き
、「
資

本
の
物
象
化
の
も
と
で
被
る
労
働
過
程
の
変
容
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
人

間
と
自
然
の
物
質
代
謝
の
亀
裂
を
分
析
す
る
」
と
い
う
課
題
が
分
析
的
に

果
た
さ
れ
る
の
が
『
資
本
論
』
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

　

第
二
部
で
は
、
『
資
本
論
』
を
基
軸
と
し
て
「
物
質
代
謝
」
論
が
詳
細

に
論
じ
ら
れ
る
。
第
三
章
は
、
労
働
過
程
論
を
導
入
部
に
置
い
て
、
「
歴

史
貫
通
的
な
物
質
代
謝
と
し
て
の
労
働
過
程
」
が
抽
象
的
な
「
単
純
な
契

機
」
だ
と
し
て
（
一
一
四
～
七
頁
）
、
『
資
本
論
』
の
よ
り
深
い
理
論
的
展

開
の
駆
動
力
が
経
済
的
形
態
規
定
に
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
土

台
と
し
て
「
価
値
論
」
と
「
物
象
化
論
」
が
措
か
れ
る
。
斎
藤
は
、
価
値

と
は
私
的
労
働
の
も
と
で
の
「
社
会
的
総
労
働
の
適
切
な
配
分
」
の
た
め

に
「
必
要
と
さ
れ
た
純
社
会
的
属
性
に
ほ
か
な
ら
」
（
一
二
三
頁
）
な
い
と
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に
沿
っ
て

0

0

0

0

意
識
的
な
生
産
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
〇
三
頁
）
と

い
う
「
エ
コ
社
会
主
義
の
基
本
原
則
」
（
同
上
）
が
根
付
い
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
部
は
第
二
部
ま
で
と
は
異
な
る
。
と
い
う
の
は
第
五
章
「
エ
コ
ロ

ジ
ー
ノ
ー
ト
と
物
質
代
謝
論
の
新
地
平
」
が
第
二
部
ま
で
の
論
調
を
引
き

継
い
で
い
る
の
に
対
し
て
、
第
六
章
と
第
七
章
は
違
う
次
元
で
の
論
述
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
評
者
は
第
五
章
を
思
想
史
研
究
の
成
果
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
の

0

0

本
書
で
の
白
眉
と
見
て
お
り
、
と
く
に
カ
ー
ル
・
フ
ラ
ー
ス
を
め
ぐ

る
探
究
に
称
賛
を
贈
り
た
い
。
こ
こ
で
斎
藤
は
、
従
来
見
落
と
さ
れ
て
き

た
も
の
が
、
一
八
六
八
年
以
降
の
マ
ル
ク
ス
思
想
の
深
化
を
象
る
、
飛
び

抜
け
て
重
要
な
問
題
の
凝
集
体
だ
っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

み
ご
と
で
あ
る
。
第
六
章
「
利
潤
、
弾
力
性
、
自
然
」
に
お
い
て
は
、
利

潤
率
低
下
の
法
則
を
め
ぐ
る
近
年
の
論
争
の
批
判
的
紹
介
が
な
さ
れ
る
の

と
併
行
し
て
、
「
資
本
の
弾
力
的
な
〔
諸
〕
力
能
」
と
い
う
叙
述
を
槓て

こ桿

と
し
た
「
弾
力
性
」
概
念
の
展
開
な
ど
、
多
焦
点
化
し
た
叙
述
が
な
さ
れ

る
。
斎
藤
は
、
世
界
規
模
で
の
資
本
の
運
動
が
人
間
と
自
然
の
物
質
代
謝

に
「
弾
力
性
」
を
破
る
「
『
修
復
不
可
能
な
亀
裂
』
を
引
き
起
こ
」
（
二
七

八
頁
）
し
、
持
続
可
能
な
発
展
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
（
同
上
）
。
そ
う

し
た
破
壊
的
運
動
が
「
惑
星
規
模
の
〔
…
…
〕
致
命
的
な
危
機
に
陥
る
」（
二

八
八
頁
）
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
「
環
境

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
に
よ
る
「
階
級
闘
争
と
い
う
問
題
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
」（
同
上
）
。
第
五
章
ま
で
の
論
調
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
、「
政

治
」
が
看
て
取
れ
よ
う
。
ま
た
、
第
七
章
で
は
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス

の
間
の
理
論
的
懸
隔
が
論
じ
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
リ
ー
ビ
ッ
ヒ
を
介
し

出
」
（
一
五
六
頁
）
す
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
資
本
と
自
然
の
間

に
素
材
的
弾
力
性
が
媒
介
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
乖
離
・
亀
裂
が
生
ま
れ
」

（
同
上
）
る
こ
と
で
あ
り
、
等
価
交
換
に
お
い
て
商
品
価
値
が
そ
の
自
然

的
属
性
と
乖
離
す
る
こ
と
が
「
持
続
可
能
な
生
産
に
と
っ
て
の
基
準
に
な

ら
な
い
こ
と
」
（
一
五
七
頁
）
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。

　

第
四
章
は
、
抜
粋
ノ
ー
ト
群
を
「
『
資
本
論
』
完
成
に
向
け
た
マ
ル
ク

ス
の
血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
と
と
も
に
、
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
晩
年

に
む
け
て
ど
の
よ
う
な
理
論
的
発
展
を
と
げ
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
知
る

た
め
の
多
く
の
手
が
か
り
が
刻
ま
れ
て
い
る
」
（
一
五
九
頁
）
テ
ク
ス
ト
の

集
合
体
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
傍
流
の
も
の
と
し
て
あ

つ
か
わ
れ
て
き
た
近
代
農
業
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
リ
ー
ビ
ッ
ヒ

お
よ
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
の
著
書
か
ら
の
抜
粋
の
精
緻
な
読

解
を
介
し
て
、
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
主
義
」
な
る
「
批
判
」
が
的
外
れ
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
農
業
を
め
ぐ
っ
て
は
、
示
唆
に
富
み

多
岐
に
わ
た
る
数
多
の
知
見
や
論
点
が
斎
藤
の
真
摯
な
読
解
を
つ
う
じ
て

呈
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
礎
を
な
す
マ
ル
ク
ス
の
思
考
は
「
持
続
可
能
な

農
業
観
」
（
二
〇
四
頁
）
な
の
だ
と
斎
藤
は
述
べ
る
。
そ
し
て
「
資
本
蓄
積

へ
の
際
限
の
な
い
欲
求
が
、
人
間
が
自
然
と
の
合
理
的
で
、
持
続
可
能
な

関
わ
り
合
い
を
取
り
結
ぶ
こ
と
を
妨
げ
る
」
（
一
九
九
頁
）
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
最
終
的
に
は
素
材
的
世
界
の
限
界
〔
＝
縫
合
不
能
な
物
質
代
謝
の
亀
裂
―
―

崎
山
〕
に
衝
突
し
、
深
刻
な
環
境
危
機
を
引
き
起
こ
す
」
（
同
上
）
。
斎
藤

が
強
調
す
る
の
は
、
『
資
本
論
』
は
か
か
る
危
機
に
対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
批
判
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
独
自
の
素
材
的
制
限
を
持
つ
外
的
自
然
に

人
間
の
生
存
が
本
質
的
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
社
会
は
そ
の
制
限

0

0

0

0
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主
義
批
判
を
遂
行
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
り
、
一
定
の
意
義
は
あ
る
だ

ろ
う
。
だ
が
『
資
本
論
』
が
商
品
論
つ
ま
り
〈
価
値
の
系
〉
に
批
判
の
礎

を
据
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
批
判
は
〈
使
用
価
値
の
系
〉
に
終
始

し
て
は
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
資
本
蓄
積
論
へ
の
批
判
的
視
座
の
欠
落
で

あ
る
。
資
本
蓄
積
論
は
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
「
否
定
の
否
定
」

を
は
じ
め
本
源
的
蓄
積
に
か
ん
す
る
叙
述
を
無
批
判
に
称
揚
す
る
こ
と
は

で
き
な
い

）
2
（

。
第
五
に
、
利
子
生
み
資
本
論
へ
の
言
及
が
全
く
な
く
、
ど
の

よ
う
に
し
て
現
下
の
資
本
主
義
を
規
定
す
る
の
か
が
根
本
的
に
曖
昧
で
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
最
終
章
で
の
呼
び
か
け
「
マ
ル
ク

ス
に
帰
れ
！
」
に
評
者
も
応
え
た
く
思
う
。
反
復
味
読
に
値
す
る
俊
秀
の

作
品
を
心
か
ら
歓
迎
し
た
い
。

 

（
さ
き
や
ま
・
ま
さ
き
／
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
思
想
史
・
現
代
資
本
主
義
分
析
）

注（
1
） 

井
上
康
・
崎
山
政
毅
『
マ
ル
ク
ス
と
商
品
語
』（
社
会
評
論
社
、
二
〇

一
七
年
）
第
二
部
参
照
。

（
2
） 

井
上
・
崎
山
『
マ
ル
ク
ス
と
《
価
値
の
目
印
》
と
い
う
誤
謬
』（
社
会

評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）
第
一
部
参
照
。

て
「
『
社
会
的
な
物
質
代
謝
』
と
『
自
然
的
な
物
質
代
謝
』
の
『
連
関
』

の
分
析
」
と
い
う
理
論
的
跳
躍
を
獲
得
し
た
の
に
対
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス

は
「
自
然
弁
証
法
」
に
端
的
な
、
「
法
則
」
の
百
科
事
典
的
認
識
（
加
藤

正
の
言
を
借
り
れ
ば
「
た
ん
な
る
形
式
論
」
）
の
獲
得
に
あ
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
両
者
の
「
差
異
」
は
従
来
語
ら
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
が
決
定

的
齟
齬
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
ま
で
明
確
に
述
べ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

斎
藤
は
大
い
な
る
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

本
書
の
内
容
に
賛
同
す
る
と
こ
ろ
大
だ
が
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
五
点
の
み
論
じ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
斎
藤
は
「
形
態
」
を
基
軸

に
措
い
て
い
な
が
ら
、
理
由
は
ま
っ
た
く
不
明
だ
が
、
価
値
形
態
に
つ
い

て
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
評
者
は
価
値
を
め
ぐ
る
理
論
的
探
究
は
、

価
値
論
で
は
な
く
商
品
論
の
圏
域
で
遂
行
さ
れ
る
べ
き
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だ
と
考
え
る

）
1
（

。
商

品
リ
ン
ネ
ル
が
商
品
上
衣
に
自
ら
を
等
置
す
る
形
態
Ⅰ
（
簡
単
な
価
値
形

態
）
で
は
、
商
品
上
衣
に
表
わ
さ
れ
た
具
体
的
有
用
労
働
（
素
材
！
）
が

そ
の
ま
ま
に
し
て
（
現
物
形
態
＝
使
用
価
値
で
）
、
対
象
化
さ
れ
た
抽
象
的

人
間
労
働
の
実
現
形
態
に
な
る
。
こ
こ
で
圧
倒
的
な
転
倒
が
す
で
に
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
交
換
過
程
論
ま
で
先
走
る
必
要
は
な
い
。
第
二
に
「
物
象

化
」
が
漸
次
的
な
過
程

0

0

0

0

0

0

と
し
て
把
握
さ
れ
た
上
で
、
「
近
代
的
主
体
性
」

の
形
成
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
た
い
。
初
版
序
文

の
「
こ
こ
で
諸
人
格
が
問
題
に
な
る
の
は
、
た
だ
彼
ら
が
経
済
的
諸
範
疇

の
担
い
手
で
あ
る
限
り
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
で
、
「
主
体
性
」
の
問
題

は
否
定
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
首
尾
よ
く
商
品
交
換
が
な
さ
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め
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商
品
所
有
者
同
士
の
相
互
承
認
な
る
も
の
は
首
肯
し
難
い
。

第
三
に
、
「
素
材
」
の
一
貫
し
た
前
景
化
は
〈
使
用
価
値
の
系
〉
で
資
本
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立
大
学
の
無
料
化
で
あ
っ
た
り
国
民
皆
保
険
制
度
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
富
裕
層
へ
の
増
税
や
環
境
規
制
の
強
化
な
ど
で
あ
っ
て
、
国
家
官
僚
主

導
の
計
画
経
済
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
ら
が
求
め

て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
福
祉
の
拡
充
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
属
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
運
営
を
自
分
た
ち
が
担
っ
て
い
く
自
主
的
な
協
同
で
あ

る
。
過
激
な
体
制
変
革
の
失
敗
の
経
験
に
学
び
な
が
ら
、
新
た
な
シ
ス
テ

ム
へ
の
模
索
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
著
者
は
、
ミ
ル
思
想
が
も
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

広
く
一
般
の
読
者
に
も
伝
え
、
現
代
社
会
を
考
え
る
有
効
な
視
角
を
提
供

す
る
こ
と
が
、
ミ
ル
研
究
者
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
本
書
を
世

に
問
う
て
い
る
。

　

実
際
、
最
終
章
「
六　

ミ
ル
の
思
想
か
ら
現
代
を
考
え
る
」
で
は
、「
論

証
の
な
い
推
測
の
領
域
で
の
筆
者
の
推
論
」
（
一
五
六
頁
）
と
断
り
つ
つ
も
、

あ
え
て
大
胆
に
、
ミ
ル
な
ら
ば
「
次
の
よ
う
に
い
う
で
あ
ろ
う
」
（
一
六

三
頁
）
と
踏
み
込
ん
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
疑
問
か
ら
、
民
主
主

義
社
会
で
の
マ
ス
コ
ミ
の
果
た
す
役
割
、
ア
メ
リ
カ
の
保
護
貿
易
政
策
、

少
子
高
齢
化
問
題
、
人
間
中
心
主
義
と
環
境
破
壊
、
原
発
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
、
知
育
偏
重
教
育
批
判
と
全
人
格
的
教
育
の
必
要
性
、
多
数
者
の
専

制
と
大
衆
迎
合
的
風
潮
ま
で
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
、

ミ
ル
思
想
の
有
効
性
を
一
般
の
読
者
に
伝
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
学
史

研
究
は
、
研
究
対
象
と
す
る
学
説
が
歴
史
的
文
脈
の
中
で
い
か
な
る
意
味

を
も
っ
て
い
た
か
を
探
究
し
再
構
成
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
現
代
社
会
を
相

対
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
役
割
だ
が
、
し
か
し
、
と
も
す
れ
ば
そ
こ
で
終

わ
っ
て
し
ま
っ
て
、
現
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
学
説
が
ど
う
切
り

　

書
評　

『
J
・
S
・
ミ
ル
社
会
主
義
論
の
展
開 

 
 

―
―
所
有
と
制
度
、
そ
し
て
現
代

』

（
安
井
俊
一
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
九
年
）

立
川 

潔

　

資
本
主
義
に
よ
っ
て
超
大
国
と
い
う
地
位
を
築
い
た
ア
メ
リ
カ
。
そ
の

直
近
二
回
の
大
統
領
選
挙
で
、
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
が
若
者
を
中
心
に

平
然
と
語
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
経
済
格
差
の
拡
大
と
自
然
環
境
の

破
壊
に
対
し
て
、
資
本
主
義
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
果
た
し
て
解
を
示
し
う

る
の
か
と
い
う
疑
念
が
広
が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
の
要
求
は
、
公
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そ
れ
ま
で
の
功
利
主
義
、
自
由
主
義
、
経
験
主
義
が
投
げ
捨
て
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
思
想
を
「
半
面
の
真
理
」
と
し
て
吸
収
す
る

こ
と
で
、
い
っ
そ
う
豊
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
半
面
の
真
理
」

を
総
合
す
る
方
法
は
、
社
会
や
歴
史
の
発
展
の
多
様
性
の
認
識
に
基
づ
く

と
と
も
に
、
歴
史
社
会
に
は
未
解
決
の
問
題
が
あ
り
う
る
こ
と
の
承
認
を

も
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
び
と
が
自
由
に
考
え
様
々
な

意
見
を
述
べ
合
い
、
社
会
的
矛
盾
や
未
解
決
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
努

力
す
る
こ
と
が
、
人
間
社
会
を
発
展
さ
せ
る
原
動
力
」
（
六
六
頁
）
と
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
体
制
の
選
択
の
基
準
は
功
利
性
原
理
に
お
か
れ
る
と
と

も
に
、
「
幸
福
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
要
素
の
一
つ
」
で
あ
る
個
性
の
自

由
な
発
展
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
体
制
の
選
択
は
未
解
決

の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
の
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
実
験
を
通
じ
た
科
学
的
な
判
断
を
尊
重
す
る
経
験
主

義
に
立
脚
す
る
こ
と
が
説
得
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

続
く
「
四　

ミ
ル
の
社
会
主
義
論
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
た

体
制
選
択
の
基
準
が
、
『
経
済
学
原
理
』
第
三
版
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
諸

論
文
に
お
け
る
社
会
主
義
論
か
ら
、
「
ミ
ル
の
社
会
主
義
論
の
結
論
を
示

し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
「
遺
稿
」
」
ま
で
―
―
『
経
済
学
原
理
』
第
三

版
で
加
え
ら
れ
た
第
四
編
第
七
章
「
労
働
階
級
の
将
来
の
見
通
し
」
を
除

い
て
―
―
一
貫
し
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
の
「
労
働
階
級
の
将
来
の
見
通
し
」
を
加
え
た
こ
と
で
「
ミ
ル
の
体
制

論
に
方
法
論
的
な
問
題
が
生
じ
た
」
こ
と
を
著
者
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ミ
ル
は
、
将
来
の
体
制
選
択
は
未
解
決
の
問
題
で
あ
り
実
験
を
通

じ
た
科
学
的
な
判
断
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
こ

結
ば
れ
て
い
る
の
か
具
体
的
に
言
及
せ
ず
、
社
会
へ
の
働
き
か
け
が
希
薄

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
自
戒
の
念
を
込
め
て
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
点
で
著
者
の
努
力
は
極
め
て
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
試
み
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

ミ
ル
思
想
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
主
張
し
て
い
る
著
者
が
、
と
り
わ

け
強
調
す
る
の
が
社
会
主
義
論
で
あ
り
、
著
書
の
中
核
は
「
三　

若
き
ミ

ル
の
思
想
形
成
」
と
「
四　

ミ
ル
の
社
会
主
義
論
」
に
あ
る
。
そ
こ
で
ミ

ル
思
想
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
そ
の
思
想
が
ミ
ル

の
社
会
主
義
論
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
著
者
独
自
の
ミ
ル
の
社
会
主
義
論
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
「
三　

若
き
ミ
ル
の
思
想
形
成
」
で
は
、
ミ
ル
が
様
々
な
思
想
と

真
摯
に
向
き
合
い
格
闘
す
る
こ
と
で
「
所
有
と
制
度
」
を
判
断
す
る
基
準

を
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
明
晰
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
父

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
の
英
才
教
育
か
ら
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
経
て
、
ミ
ル
の

思
想
的
特
質
で
あ
る
、
功
利
主
義
、
自
由
主
義
、
経
験
主
義
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
精
神
の
危
機
を
契
機
に
ロ
マ
ン
主
義
や
社

会
主
義
な
ど
の
新
思
想
を
吸
収
す
る
こ
と
で
、
ミ
ル
は
、
知
的
陶
冶
だ
け

で
は
な
く
感
情
の
陶
冶
の
重
要
性
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
「
理
想
を
求
め
る

ア
ー
ト
を
自
発
的
に
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
幸
福
」
（
三
五
頁
）
が

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
自
由
と
自
発
性
が
幸
福
の
主
要
な
要
素
で
あ
る

こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
私
有
財
産
制
度
が
唯
一
で
は
な

く
、
社
会
主
義
や
共
産
主
義
な
ど
体
制
の
多
様
性
に
目
を
開
い
て
い
く
。

著
者
が
と
り
わ
け
強
調
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
思
想
に
よ
っ
て
、
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ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
著
者
に
よ
れ
ば
、
体
制
選
択
は
未
決
の
問
題
で
あ
り
、
社
会

主
義
論
の
目
的
は
「
人
び
と
が
制
度
の
選
択
を
す
る
た
め
に
参
考
に
な
る

原
理
を
提
示
す
る
」（
九
九
頁
）
比
較
体
制
論
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
革
命
家
」
（
四
三
頁
）
ハ
リ
エ
ッ
ト
は
、
フ
ラ

ン
ス
二
月
革
命
に
触
発
さ
れ
て
「
現
体
制
の
弊
害
の
是
正
の
た
め
に
は
フ

ラ
ン
ス
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
モ
デ
ル
と
し
た
共
産
主
義
的
な
体
制
変

革
が
急
務
と
考
え
た
」
（
一
一
一
頁
）
。
ミ
ル
は
彼
女
に
同
意
し
、
「
私
有
制

か
ら
労
働
者
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
体
制
移
行
が
予
測
さ
れ
て
い
る
」

節
を
第
三
版
で
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
「
こ
の
予

測
は
、
体
制
の
問
題
を
未
解
決
と
し
、
実
験
や
経
験
の
知
識
を
生
か
し
て

体
制
の
選
択
を
人
び
と
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
ミ
ル
の
「
所
有
論
」
の
思
想

と
矛
盾
す
る
」
（
一
一
九
頁
）
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
は
た
し
て
第
七
章
「
労
働
階
級
の
将
来
の
見
通
し
」
の
叙
述

は
ミ
ル
の
思
想
と
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
著
者
も
主
張
さ
れ
る
よ

う
に
「
ミ
ル
は
労
働
者
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
歴
史
的
必
然
性
を
認

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
（
一
二
三
頁
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
章
は
、

体
制
の
選
択
は
未
決
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
矛
盾
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
著
者
が
言
う
よ
う
に
、
体
制
の
選
択
に
は
、

実
験
を
通
じ
た
科
学
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ミ
ル
は
、
労

働
者
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
、
平
和
的
に
、
さ
ら
に
個
人
企
業
や
労
資

の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
の
競
争
の
下
で
労
働
者
が
知
的
道
徳
的
な
資
質

を
陶
冶
し
な
が
ら
雇
用
関
係
の
廃
絶
を
展
望
す
る
「
高
貴
な
実
験
」（C

W
, 

III, 791

）
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー

の
章
で
は
「
私
有
財
産
制
か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
経
て
、
最
終
的
に

は
現
体
制
が
労
働
者
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
体
制
へ
と
変
革
す
る
こ
と

が
短
絡
的
に
予
測
さ
れ
て
い
る
」
（
七
九
―
八
〇
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
ミ
ル
の
思
想
と
そ
れ
と
は
違
う
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
思
想
が
混
在
し
て
い
る

こ
と
の
帰
結
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
体
制
論
の
未
決
（
所
有
論
）
と
体
制

変
革
（
「
将
来
の
見
通
し
」
の
章
）
と
い
う
矛
盾
し
た
文
脈
が
同
じ
書
物
に

現
れ
、
ミ
ル
の
方
法
論
か
ら
み
て
論
証
が
不
十
分
で
科
学
性
に
乏
し
い
論

文
が
ミ
ル
の
思
想
と
し
て
公
表
さ
れ
た
」
（
八
〇
頁
）
と
主
張
す
る
。
本

書
は
一
般
の
読
者
を
対
象
と
し
た
本
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ハ
リ

エ
ッ
ト
の
ミ
ル
思
想
へ
の
影
響
」
と
い
う
専
門
的
な
問
題
を
大
き
く
取
り

上
げ
て
い
る
の
は
、
著
者
が
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
思
想
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
ミ

ル
の
思
想
が
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
惧
の
念
を
強
く
抱
い
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
著
者
の
立
場
を
確
認

し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
労
働
階
級
の
将
来
の
見
通
し
」
は
社
会
動
学

の
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
方
法
的
に
は
逆
の
演
繹
法
が
適
用
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
社
会
現
象
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
た
め

に
、
ま
ず
経
験
法
則
を
導
い
て
そ
れ
を
人
間
性
の
法
則
、
エ
ソ
ロ
ジ
ー
、

ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
ソ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
科
学
性
が

担
保
さ
れ
な
い
と
い
う
議
論
が
『
論
理
学
体
系
』
で
主
張
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
章
で
は
そ
の
検
証
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
変
革
が

「
短
絡
的
に
予
測
さ
れ
て
」
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
未
完
成

な
エ
ソ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
検
証
の
不
在
を
問
題
と
す
れ
ば
、
動
態
を
対
象
と

す
る
第
四
編
全
体
、
と
り
わ
け
「
停
止
状
態
論
」
に
も
同
様
の
批
判
が
及
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シ
ョ
ン
の
設
立
を
可
能
に
す
る
会
社
法
の
改
革
を
求
め
る
文
脈
の
中
で
、

「
社
会
改
良
の
理
論
は
、
そ
の
価
値
が
実
験
的
検
証
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
は
ど
れ
も
、
こ
の
検
証
を
受
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、

む
し
ろ
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（C

W
, III, 903

）
と
述
べ
て
「
労
働
者

の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
を
「
実
験
的
検
証
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
実
験
的
検
証
こ
そ
著
者
が
強
調
す
る
ミ
ル
の
経
験
主
義
の
不
可

欠
な
環
で
あ
ろ
う
。
「
人
び
と
が
制
度
の
選
択
を
す
る
た
め
に
参
考
に
な

る
原
理
」
は
た
ん
に
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
労
働
者
の
知
的
道
徳
的
な

進
歩
を
育
む
実
践
を
通
じ
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ミ
ル
は
考
え

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

「
遺
稿
」
は
著
者
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
革
命
的
な
体
制
変
革
を
め
ざ

す
大
陸
の
社
会
主
義
者
の
動
向
を
み
て
人
間
の
自
由
へ
の
脅
威
」
（124

）

と
感
じ
て
書
か
れ
た
草
稿
で
あ
っ
て
、
漸
進
的
な
社
会
主
義
を
す
べ
て
網

羅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
通
じ
た
雇
用
関
係
廃
絶
の
道
は
主
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
本
家
と
労
働
者
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
「
産

業
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
）
か
ら
純
粋
な
協
同
組
合
型
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

へ
の
移
行
の
可
能
性
は
依
然
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
（C

W
, V, 743

）
こ

と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ミ
ル
は
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
「
高
貴
な
実
験
」

と
し
て
晩
年
に
お
い
て
も
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

近
代
社
会
の
人
間
関
係
は
、
と
も
す
る
と
封
建
的
な
支
配
従
属
的
な
身

分
関
係
か
ら
脱
し
て
対
等
な
人
間
関
係
に
な
っ
た
と
観
念
さ
れ
て
き
た
。

経
済
学
は
対
等
な
人
間
関
係
を
想
定
し
て
市
場
で
の
取
引
を
論
じ
て
き
た
。

あ
た
か
も
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
の
転
換
が
完
了
し
、
対
等
な
人
間
関
係

が
形
成
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ミ
ル
は
、
近
代
社
会
の
基

本
的
な
人
間
関
係
で
あ
る
雇
用
関
係
や
男
女
関
係
が
け
っ
し
て
対
等
な
関

係
で
は
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
「
命
令
服
従
の
関
係
」
に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
を
誠
実
に
告
発
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
「
平
等

な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
（C

W
, X

X
I, 294

）
―
―
当
時
の
本
国
と
植
民
地

の
支
配
・
保
護
関
係
は
是
認
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が

―
―
に
変
換
す
る
た
め
に
現
実
へ
の
働
き
か
け
を
「
実
験
や
経
験
の
知
識

を
生
か
し
て
」
一
貫
し
て
お
こ
な
っ
て
き
た
。
ミ
ル
は
た
ん
な
る
理
論
家

で
は
な
く
実
践
的
な
理
論
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ミ
ル
思
想
の

魅
力
の
ひ
と
つ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
論
述
か
ら
評
者
が
著
者
の
ミ
ル
思
想
の
と
ら
え
方
に
反
対
し
て

い
る
と
即
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
。
む
し
ろ
、
ミ

ル
は
体
制
の
選
択
を
未
決
と
し
、
あ
く
ま
で
実
験
を
通
じ
た
科
学
的
な
判

断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
経
験
主
義
に
立
脚
し
て
い
た
と
い
う
主

張
に
全
面
的
な
賛
意
を
示
し
た
い
。
評
者
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
『
原
理
』

第
四
編
第
七
章
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
叙
述
は
、
科
学
的
判
断
を
行
う

た
め
の
「
実
験
的
検
証
」
と
し
て
著
者
の
強
調
さ
れ
る
ミ
ル
思
想
に
矛
盾

な
く
包
摂
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
冒
頭
に
記

し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
自
主
的
な
協
同
の
取
り
組
み
も
、
そ
の
失
敗
を
も
含

め
て
、
ミ
ル
の
い
う
「
高
貴
な
実
験
」
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

（
た
ち
か
わ
・
き
よ
し
／
経
済
学
史
）
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は
現
代
に
お
け
る
ラ
ス
キ
の
思
想
の
可
能
性
で
あ
る
。

　

こ
の
四
人
は
、
一
般
的
に
は
、
「
『
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
者
』
グ
リ
ー
ン

お
よ
び
ボ
ザ
ン
ケ
の
二
人
対
『
新
自
由
主
義
者
』
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
と
『
多
元

主
義
者
』
ラ
ス
キ
の
二
人
」
と
い
う
「
対
立
図
式
」
で
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
本
書
が
ま
ず
序
章
で
指
摘
す
る
の
は
、
本
書
が
対
象
と

す
る
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
四
人
の
思
想
家
の
場
合
も
含
め
、
国
家
・

社
会
と
個
人
と
の
関
係
性
を
問
い
直
し
「
理
想
的
市
民
像
」
を
模
索
す
る

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
が
活
発
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

普
通
選
挙
の
漸
次
的
実
現
の
な
か
で
、
政
治
的
無
関
心
が
拡
が
る
一
方
、

社
会
立
法
の
増
大
に
よ
り
国
家
権
力
が
拡
大
し
た
状
況
が
あ
っ
た
。

　

本
書
は
そ
の
う
え
で
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
岐
路
に
立
た
さ

れ
て
い
る
現
代
の
状
況
を
見
据
え
な
が
ら
、
自
由
主
義
と
社
会
主
義
・
共

産
主
義
と
の
あ
い
だ
で
揺
れ
た
ラ
ス
キ
の
思
想
の
射
程
に
特
に
注
目
す
る
。

彼
の
思
想
を
「
反
乱
の
義
務
」
を
核
と
す
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
と
し

て
読
み
直
す
こ
と
が
、
現
代
的
意
義
を
も
つ
彼
の
思
想
の
一
貫
し
た
問
題

関
心
を
明
ら
か
に
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
本
書
は
、
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
と
し
て
ラ
ス
キ
思
想
を
再
読
す
る
に
は
、
「
抵
抗
の

権
利
／
義
務
」
「
反
乱
の
義
務
」
と
い
っ
た
観
念
を
中
心
に
「
明
白
な
批

判
的
継
承
関
係
」
に
あ
る
、
先
行
す
る
三
人
の
思
想
家
を
踏
ま
え
る
こ
と

が
必
要
だ
と
考
え
る
。
か
く
し
て
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て
ラ
ス

キ
の
思
想
的
先
達
と
な
る
グ
リ
ー
ン
、
ボ
ザ
ン
ケ
、
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
思
想

が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
、
第
四
章
か
ら
第
六
章

で
は
、
そ
う
し
た
思
想
に
対
す
る
ラ
ス
キ
の
批
判
的
継
受
の
諸
相
が
考
察

さ
れ
る
。

　

書
評　

『
市
民
の
義
務
と
し
て
の
〈
反
乱
〉 

 
 

―
―
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
系
譜

』

（
梅
澤
佑
介
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）

平
石 

耕

　

本
書
は
、
T
・
H
・
グ
リ
ー
ン
、
B
・
ボ
ザ
ン
ケ
、
L
・
T
・
ホ
ブ
ハ

ウ
ス
、
H
・
J
・
ラ
ス
キ
と
い
う
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
半
ば
に

か
け
て
活
躍
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
思
想
家
四
人
を
中
心
に
取
り
上
げ
、

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
観
点
か
ら
そ
の
思
想
的
系
譜
を
辿
り
直
そ
う
と

す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
と
り
わ
け
本
書
が
示
そ
う
と
す
る
の
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に
形
成
さ
れ
、
無
意
識
の
う
ち
に
従
わ
れ
て
き
た
「
稼
働
中
の
シ
ス
テ
ム
」

で
あ
る
「
社
会
制
度
の
集
合
体
」
に
、「
理
想
的
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
一

般
意
志
」
な
い
し
そ
の
具
現
と
し
て
の
「
実
在
意
志
」
を
み
た
。
そ
れ
は
、

権
利
の
み
な
ら
ず
「
反
乱
の
義
務
」
を
も
「
権
利
承
認
テ
ー
ゼ
」
の
枠
内

で
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
並
行
し
て
ボ
ザ
ン
ケ
は
、
「
職
業
」
を

中
心
に
「
社
会
の
中
で
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
共
通
善
へ
の
独
特
の
貢

献
、
す
な
わ
ち
自
分
の
『
立
場
』
」
を
自
覚
し
、
責
任
感
を
も
っ
て
そ
の

役
目
を
果
た
す
こ
と
に
「
理
想
的
市
民
像
」
を
み
た
。
そ
れ
は
、
各
人
の

責
任
感
を
そ
こ
な
う
国
家
の
慈
善
を
却
け
る
一
方
で
、
選
挙
権
の
さ
ら
な

る
拡
大
に
は
消
極
的
で
あ
る
よ
う
な
あ
る
種
保
守
的
な
立
場
に
つ
な
が
っ

た
。

　

第
三
章
で
は
、
こ
の
ボ
ザ
ン
ケ
を
痛
烈
に
批
判
し
、
い
く
つ
か
の
点
で

ラ
ス
キ
の
議
論
を
先
取
り
し
た
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
が
、
実
は
そ
の
歴
史
観
に
お

い
て
ラ
ス
キ
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
両
者
の
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
観
の
違
い
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

ホ
ブ
ハ
ウ
ス
は
た
し
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
（
観
念
論
）
に
お
け

る
「
存
在
」
と
「
当
為
」
と
の
同
定
お
よ
び
「
共
通
自
我
」
と
い
う
「
唯

一
の
意
志
」
の
前
提
を
批
判
し
た
。
加
え
て
、
「
市
民
の
公
的
責
任
感
」

の
醸
成
に
つ
な
が
る
と
み
て
、
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
社
会
立
法
の
実

現
や
選
挙
権
の
拡
大
、
諸
集
団
へ
の
権
限
委
譲
を
積
極
的
に
支
持
し
た
。

そ
こ
に
は
自
由
の
完
全
な
保
障
に
は
制
度
を
超
え
た
市
民
の
「
精
神
」
が

必
要
だ
と
い
う
あ
る
種
の
「
能
動
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
観
が
あ
っ
た
。

　

た
だ
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
の
場
合
、
こ
う
し
た
市
民
が
求
め
る
べ
き
権
利
は
、

「
個
人
の
意
識
」
で
も
「
社
会
的
承
認
」
で
も
な
く
、
「
調
和
に
向
か
っ
て

　

ま
ず
第
一
章
で
は
、
グ
リ
ー
ン
が
、
「
抵
抗
の
権
利
」
と
は
区
別
さ
れ

た
「
抵
抗
の
義
務
」
の
議
論
を
提
示
し
て
い
た
点
が
特
に
強
調
さ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
後
半
に
民
主
主
義
的
な
諸
制
度
が
自
明
と
な
る

な
か
で
国
家
に
服
従
す
る
政
治
的
義
務
の
根
拠
を
問
う
た
グ
リ
ー
ン
は
、

一
方
で
、
服
従
の
根
拠
を
被
治
者
の
同
意
に
求
め
、
そ
の
同
意
調
達
の
根

拠
を
、
国
家
が
被
治
者
個
々
人
の
「
道
徳
的
完
成
」
と
い
う
「
共
通
善
」

を
部
分
的
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
た
。
ま
た
権
利
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
成
立
す
る
に
は
社
会
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
す
る
と
い
う
「
権
利

承
認
テ
ー
ゼ
」
の
理
解
に
立
ち
、
抵
抗
権
思
想
に
も
つ
な
が
る
自
然
権
理

論
を
批
判
し
た
。
だ
が
他
方
で
、
「
永
遠
意
識
」
を
核
と
す
る
人
間
論
を

展
開
し
た
グ
リ
ー
ン
は
、
「
外
面
的
行
為
に
の
み
関
わ
る
」
「
法
的
義
務
」

と
「
内
面
的
な
動
機
か
ら
生
ず
る
」
「
道
徳
的
義
務
」
と
を
峻
別
し
、
国

家
が
「
共
通
善
」
を
実
現
で
き
て
い
る
か
否
か
の
判
断
を
被
治
者
個
々
人

に
認
め
た
。
そ
れ
は
、
社
会
的
承
認
が
な
く
と
も
国
家
に
「
抵
抗
」
す
る

「
義
務
」
が
個
々
人
に
生
じ
う
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
う
し
て
グ
リ
ー

ン
は
、
「
抵
抗
の
義
務
」
を
自
覚
す
る
よ
う
な
能
動
的
な
主
体
た
る
「
知

的
愛
国
者
」
を
「
忠
実
な
臣
民
」
と
対
置
し
、「
理
想
的
市
民
像
」
と
し
た
。

　

第
二
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
グ
リ
ー
ン
思
想
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
側
面
が
、

ボ
ザ
ン
ケ
で
は
見
失
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
と
は
い
え
ボ
ザ
ン
ケ

は
い
わ
ゆ
る
国
家
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
国
家
を
「
生
の
究
極
的

目
的
」
と
せ
ず
、
そ
の
役
割
も
「
共
同
体
の
機
関
と
し
て
最
善
の
生
に
必

要
な
外
的
条
件
を
維
持
す
る
機
能
」
に
限
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、「
一
般
意
志
」
や
「
共
通
自
我
」
を
め
ぐ
る
ル
ソ
ー

の
議
論
を
批
判
的
に
継
受
し
た
ボ
ザ
ン
ケ
は
、
歴
史
過
程
の
な
か
で
徐
々
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み
た
ラ
ス
キ
は
、
市
民
の
「
自
発
性
」
や
「
創
意
」
を
喚
起
す
る
た
め
に
、

「
権
力
の
広
範
な
配
分
」
が
必
要
だ
と
も
考
え
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
ラ
ス
キ
の
理
解
は
マ
ル
ク
ス
主
義
時
代
に
も
一
貫
し
て
い
た
。

第
五
章
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
世
界
恐
慌
の
余
波
の
な
か
で
改
め

て
階
級
関
係
の
重
要
性
に
気
づ
か
さ
れ
た
ラ
ス
キ
は
、
国
家
を
「
階
級
関

係
を
維
持
す
る
た
め
の
資
本
家
の
道
具
」
と
み
な
し
、
国
家
の
「
法
学
的

側
面
」
、
と
く
に
そ
れ
が
現
実
に
行
使
す
る
力
の
側
面
に
着
目
す
る
よ
う

に
な
る
も
の
の
、
や
は
り
「
道
徳
的
価
値
判
断
に
基
づ
く
国
家
行
動
の
吟

味
」
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
、
「
資
本
家
の
善
意
」

に
頼
っ
て
は
「
権
力
の
広
範
な
配
分
」
は
不
可
能
と
み
た
ラ
ス
キ
は
、
ま

ず
「
階
級
な
き
社
会
」
の
実
現
が
必
要
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
の
「
階
級
な
き
社
会
」
の
実
現
は
、
し
か
し
、「
権
力
の
広
範
な
配
分
」

に
よ
る
能
動
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
実
現
を
伴
わ
な
け
れ
ば
「
思
慮
な

き
服
従
」
に
帰
結
し
か
ね
な
い
。
第
六
章
が
そ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
ラ

ス
キ
晩
年
の
「
計
画
民
主
主
義
」
論
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
懸
念
の
な
か

で
、
基
幹
産
業
の
国
有
化
や
社
会
保
障
の
整
備
と
い
う
「
計
画
社
会
」
の

実
現
と
、
そ
の
計
画
の
市
民
に
よ
る
絶
え
ざ
る
点
検
・
批
判
と
い
う
「
分

権
化
」
と
を
抱
き
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
構
想
で
あ
っ
た
。

　

終
章
で
は
、
以
上
の
議
論
が
改
め
て
要
約
さ
れ
、
ラ
ス
キ
の
試
み
が
今

で
も
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
が
簡
単
に
指
摘
さ
れ
る
。

　

以
上
が
評
者
の
み
る
本
書
の
概
略
で
あ
る
。
以
下
、
三
点
に
し
ぼ
っ
て

コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
本
書
が
、
①
近
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史

に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
展
開
、
②
ラ
ス
キ
思
想
に
お
け
る
一

進
歩
す
る
歴
史
」
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
考
え
た
。
歴
史
に
合
理
性
を

み
る
こ
う
し
た
「
楽
観
的
な
歴
史
観
」
は
ラ
ス
キ
に
は
な
く
、
む
し
ろ
ホ

ブ
ハ
ウ
ス
が
ボ
ザ
ン
ケ
と
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
彼

は
「
不
服
従
」
や
「
反
乱
の
義
務
」
に
重
要
な
地
位
を
与
え
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
グ
リ
ー
ン
思
想
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
側
面
を
は
か
ら
ず

も
継
承
し
た
の
が
、
第
四
章
以
降
で
検
討
さ
れ
る
ラ
ス
キ
で
あ
っ
た
。
そ

の
ラ
ス
キ
は
、
一
般
的
に
は
、
主
権
の
相
対
化
を
は
か
る
初
期
の
政
治
的

多
元
主
義
→
社
会
の
調
整
役
と
し
て
国
家
を
重
視
す
る
一
九
二
〇
年
代
半

ば
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義
→
一
九
三
〇
年
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
接
近
と

変
節
を
重
ね
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
だ
が
本
書
は
、
そ
う
し
た
変
節
の
底

で
ラ
ス
キ
が
一
貫
し
て
大
衆
民
主
主
義
の
病
理
と
し
て
の
被
治
者
の
「
思

慮
な
き
服
従
」
に
取
り
組
み
、
「
反
乱
の
義
務
」
を
核
と
す
る
「
能
動
的

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
を
理
想
と
し
た
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
第
四
章
に
よ
れ
ば
、
多
元
主
義
時
代
・
フ
ェ
ビ
ア
ン
主
義

時
代
の
ラ
ス
キ
は
、
一
貫
し
て
グ
リ
ー
ン
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
法
学
的
」

観
点
と
「
道
徳
的
」
観
点
と
の
区
別
を
意
識
し
、
主
権
と
強
制
力
と
を
も

つ
国
家
の
事
実
と
し
て
の
優
越
性
を
「
法
学
的
」
観
点
か
ら
は
認
め
つ
つ

も
、「
道
徳
的
」
観
点
に
お
い
て
は
国
家
と
他
の
集
団
と
を
同
等
視
し
、「
法

的
正
義
」
に
依
拠
す
る
国
家
行
動
を
つ
ね
に
「
道
徳
的
正
義
」
の
観
点
か

ら
吟
味
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
ラ
ス
キ
に
と
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が

「
自
由
」
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
市
民
と
し
て
の
個
人
の
「
義
務
」
で
あ
っ

た
。
そ
の
際
に
判
断
の
最
終
的
な
基
点
に
据
え
ら
れ
た
の
は
「
他
者
の
経

験
に
よ
っ
て
は
代
替
さ
れ
な
い
『
個
人
』
の
経
験
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
一

方
で
、
国
家
権
力
の
拡
大
が
人
々
に
「
思
慮
な
き
服
従
」
を
う
む
傾
向
を
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貫
性
の
再
評
価
、
③
現
代
社
会
に
対
す
る
批
判
的
考
察
と
い
う
三
つ
の

テ
ー
マ
を
同
時
に
扱
っ
て
い
る
た
め
に
、
全
体
と
し
て
の
目
的
や
意
義
が

分
か
り
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
本
書
が
扱
う
四
人
の
思
想
家
に
は

そ
れ
な
り
に
個
別
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
①
と
②
の
あ

い
だ
の
叙
述
の
バ
ラ
ン
ス
は
も
う
少
し
考
慮
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

　

次
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
思
想
史
の
方
法
論
上
の
問
題
で
あ
る
。
本
書

は
序
章
で
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
と
し
て
の
四
人
の
政
治
思
想
が
、
現

代
政
治
理
論
で
重
視
さ
れ
る
「
『
自
由
』
や
『
国
家
』
と
い
っ
た
概
念
の

プ
リ
ズ
ム
」
を
通
し
た
「
後
ろ
向
き
」
の
政
治
思
想
史
研
究
の
な
か
で
、

誤
解
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
き
た
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
本
書
も
ま
た
、

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
い
う
「
プ
リ
ズ
ム
」
を
通
し
た
「
後
ろ
向
き
の
」

思
想
史
と
言
え
な
い
か
。

　

こ
の
点
で
気
に
な
っ
た
の
は
、
各
章
冒
頭
で
な
さ
れ
る
歴
史
的
背
景
の

説
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
概
説
書
を
参
照
し
て
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
思
想
家
自
身
の
同
時
代
認
識
と
ど
こ
ま
で
同
一
で
あ
る
か
は
必
ず

し
も
十
分
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
書
で
考
察
さ
れ

る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
枠
組
み
や
視
座
が
、
現
代
政
治
理
論
に
お
け

る
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
異
同
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
分
析
さ

れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
序
章
で
T
・
H
・
マ
ー
シ
ャ
ル
以
降

の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
が
概
観
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
惜
し
い
。

　

最
後
に
三
点
目
と
し
て
、
ラ
ス
キ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
中
核
を

な
す
人
間
観
の
不
明
瞭
さ
を
指
摘
し
た
い
。
ラ
ス
キ
は
常
に
「
『
個
人
』

の
経
験
」
に
も
と
づ
く
「
道
徳
的
」
観
点
か
ら
の
国
家
行
動
の
吟
味
（
「
反

乱
」
）
を
重
視
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
『
個
人
』
の
経
験
」
と
は
何
か
。

　

本
書
第
四
章
に
よ
れ
ば
、ラ
ス
キ
は
、
高
次
の
自
我
を
重
視
す
る
グ
リ
ー

ン
や
ボ
ザ
ン
ケ
の
人
間
論
を
受
け
入
れ
ず
に
「
人
格
の
全
体
性
」
を
重
視

す
る
一
方
で
、
「
最
善
の
自
己
」
や
「
良
心
」
に
つ
い
て
肯
定
的
に
語
り
、

し
か
も
、
「
衝
動
」
や
「
欲
望
」
も
重
視
し
た
。
そ
の
意
味
を
も
う
少
し

分
析
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
ラ
ス
キ
が
な
ぜ
「
思
慮
な

き
服
従
」
を
批
判
し
「
反
乱
」
を
権
利
の
み
な
ら
ず
義
務
と
み
な
し
た
か

を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
ラ
ス
キ
の
現
代
的
意
義
を
明
瞭
に
し
た
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
や
は
り
魅
力

に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
書
の
根
底
に
、
現
代
に
お
け
る
民
主
主
義

と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
の
関
係
に
対
す
る
鋭
い
関
心
が
控
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史
の
終
わ
り
』
へ
の
言
及

か
ら
始
め
る
本
書
は
、
冷
戦
終
結
に
よ
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

が
勝
利
し
た
よ
う
に
見
え
つ
つ
も
多
く
の
社
会
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
「
人
民
に
よ
る
自
己
統
治
」
を
理
念
と
す
る
民
主
主
義
国
に
お
い

て
も
、
市
民
が
そ
う
し
た
社
会
問
題
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
、

責
任
を
も
っ
て
解
決
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
そ

の
意
味
で
「
能
動
的
市
民
」
を
生
み
出
せ
て
い
な
い
状
況
を
指
摘
す
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
丸
山
眞
男
以
来
、
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
で
つ

ね
に
問
わ
れ
て
き
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
イ
ギ
リ

ス
政
治
思
想
史
と
い
う
専
門
を
超
え
て
、
広
く
公
衆
に
訴
え
か
け
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 

（
ひ
ら
い
し
・
こ
う
／
政
治
思
想
史
）
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リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
イ
メ
ー
ジ
へ
の
批
判
で
あ
る
。

　

前
者
に
対
し
て
は
、
黎
明
会
の
形
成
と
そ
こ
に
お
け
る
日
本
の
「
知
識

人
」
と
朝
鮮
お
よ
び
中
国
の
「
知
識
人
」
と
の
活
発
な
交
流
と
連
携
と
い

う
事
実
を
も
っ
て
、
こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
、
日
本
の
み
な
ら
ず
朝

鮮
・
中
国
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
真
の
意
味
で
の
「
知
識
人
」
が

誕
生
し
た
時
期
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
打
ち
だ
す
。
後
者
に
対
し
て
は
、

「
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
高
野
岩
三
郎

を
例
に
、
天
皇
制
に
疑
問
な
い
し
批
判
的
立
場
を
唱
え
る
姿
勢
で
一
貫
す

る
よ
う
な
、
社
会
主
義
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
「
オ
ー

ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
が
も
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
二

つ
の
テ
ー
ゼ
を
二
部
構
成
で
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
の
が
、
本
書
の
趣

旨
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
ず
、
第
一
部
は
日
本
知
識
人
と
中
国
知
識
人
と
の
交
流
が
具
体
的
に

記
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
内
容
は
す
べ
て
に
お
い
て
、
日
中
「
知
識
人
」
の

間
に
お
け
る
「
連
帯
」
の
機
運
の
醸
成
と
そ
の
衰
退
に
よ
る
「
離
反
」
の

過
程
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
吉
野
作
造
と
中
国
知
識
人
と
の
交
流
が
キ
リ
ス
ト
教
を
め

ぐ
る
「
連
帯
」
と
「
離
反
」
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
吉
野
が
中
華
留
日
Y 

M 

C 

A
を
つ
う
じ
て
中
国
人
と

の
交
流
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
日
中
関
係
の
悪

化
の
な
か
で
、
吉
野
が
世
話
役
の
新
人
会
と
李
大
釗
が
世
話
役
の
少
年
中

国
学
会
が
、
学
生
を
主
体
と
し
て
科
学
的
精
神
に
も
と
づ
き
理
想
社
会
を

創
造
す
る
と
い
う
類
似
の
目
標
を
か
か
げ
て
五
四
運
動
を
機
に
企
画
さ
れ
、

そ
の
両
者
の
間
で
提
携
す
る
機
運
の
形
成
さ
れ
た
過
程
が
描
か
れ
る
。
し

　

書
評　

『
大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
精
神
史 

 
 

―
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
知
識
人
」
の
誕
生

』

（
武
藤
秀
太
郎
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）

恒
木
健
太
郎

　

本
書
の
目
的
は
序
論
に
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
大
正
期

を
明
治
期
と
昭
和
初
期
と
の
端
境
に
あ
る
知
識
人
の
活
動
の
沈
滞
期
と
み

な
す
か
の
よ
う
な
丸
山
眞
男
の
議
論
へ
の
批
判
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

大
正
期
に
青
年
時
代
を
送
り
自
由
主
義
を
好
み
な
が
ら
も
天
皇
を
敬
愛
す

る
反
共
産
主
義
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
小
熊
英
二
に
よ
る
「
オ
ー
ル
ド
・
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陳
や
毛
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
啓
発
さ
れ

社
会
主
義
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
層
が
広
範
に
存
在
し
た
日
本
と
、
列
強

の
半
植
民
地
的
状
態
に
お
か
れ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
「
救
国
」
の
手
段
と
し

て
う
け
い
れ
た
中
国
と
の
差
異
が
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
堀
江
帰
一
の
銀
行
論
・
自
由
貿
易
論
の
張
公
権
へ
の
影
響

が
論
じ
ら
れ
る
。
大
正
期
の
代
表
的
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
と
さ
れ
る
堀
江
は
、

当
時
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
中
国
に
流
通
す
る
貨
幣
の
統
一
の
た
め
に
、
通
貨

発
行
権
の
「
集
中
主
義
」
を
主
張
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
中
国
銀
行
の
中

央
銀
行
化
と
そ
の
独
立
性
の
強
化
や
そ
の
経
営
情
報
の
公
開
の
徹
底
も
提

案
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
実
施
に
努
め
た
の
が
、
堀
江
の
教
え
子
で
あ
り

彼
を
幣
制
改
革
顧
問
と
し
て
中
国
に
招
聘
し
た
張
公
権
で
あ
っ
た
。
堀
江

は
日
本
の
国
産
奨
励
運
動
や
満
洲
政
策
に
批
判
的
で
、
上
田
貞
次
郎
や
石

橋
湛
山
と
同
じ
く
自
由
貿
易
主
義
的
「
小
日
本
主
義
」
を
提
唱
し
た
。
し

か
し
、
張
は
日
本
の
満
洲
政
策
へ
の
対
抗
か
ら
師
の
理
念
を
放
棄
し
、
中

国
で
の
国
産
奨
励
運
動
を
率
先
し
て
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
自
由

貿
易
主
義
の
理
念
の
挫
折
を
意
味
し
て
い
た
。

　

第
五
章
で
は
今
井
嘉
幸
と
李
大
釗
の
間
に
あ
る
「
ア
ジ
ア
主
義
」
の
同

床
異
夢
的
性
格
が
論
じ
ら
れ
る
。
北
洋
法
政
学
堂
第
一
期
生
で
あ
る
李
大

釗
に
と
っ
て
、
吉
野
以
上
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
日
本
人
教
師
は
今
井

嘉
幸
で
あ
っ
た
。
李
と
今
井
は
交
流
を
深
め
る
な
か
で
、
中
国
に
お
け
る

領
事
裁
判
権
の
撤
廃
や
「
省
制
」
に
よ
る
地
方
自
治
の
実
現
と
い
う
点
で

認
識
の
一
致
を
み
て
い
た
。
一
方
で
、
今
井
の
主
張
す
る
よ
う
な
日
本
主

導
の
「
大
亜
細
亜
主
義
」
に
対
し
て
、
李
は
中
国
侵
略
の
口
実
で
は
な
い

か
と
批
判
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
両
者
は
五
・
三
〇
事
件
に
い
た
る
ま

か
し
、
中
国
少
年
学
会
で
高
ま
る
反
キ
リ
ス
ト
教
的
言
説
に
吉
野
は
苦
悩

し
、
吉
野
の
惜
し
み
な
い
中
国
人
留
学
生
へ
の
援
助
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
中
両
国
の
「
知
識
人
」
の
間
に
共
同
連
携
へ
の
意
欲
が
失
わ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
福
田
徳
三
と
中
国
知
識
人
と
の
間
で
の
「
共
感
」
と
「
反

感
」
の
諸
相
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
政
治
学
者
吉
野
と
並
ぶ
傑
出
し
た

黎
明
会
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
経
済
学
者
福
田
の
言
説
は
、

中
国
人
に
も
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
彼
は
日
本
の
対
華

二
十
一
ヵ
条
要
求
を
英
米
の
「
対
外
資
本
主
義
」
（
「
資
本
的
侵
略
主
義
」
）

と
同
一
の
も
の
と
し
て
批
判
し
、
そ
の
除
去
を
黎
明
会
結
成
の
目
的
で
あ

る
と
述
べ
、
こ
の
点
は
共
感
を
呼
ん
だ
。
一
方
で
、
彼
は
「
日
本
を
世
界

の
嚮
導
者
の
地
位
迄
も
進
む
る
」
こ
と
を
提
言
し
、
折
に
ふ
れ
日
本
か
ら

中
国
を
見
下
す
よ
う
な
発
言
を
し
て
反
発
と
不
信
を
招
い
た
。
し
か
し
、

無
政
府
主
義
を
批
判
し
政
府
の
役
割
を
重
視
す
る
点
で
、
彼
の
議
論
は
胡

適
に
刺
激
を
与
え
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
胡
は
そ
の
モ
デ
ル
を
福
田
の
批

判
し
続
け
た
ア
メ
リ
カ
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
が
。

　

第
三
章
で
は
河
上
肇
と
中
国
知
識
人
の
間
の
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
の
相

違
が
論
じ
ら
れ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
福
田
と
並
ぶ
経
済
学
者
と
さ
れ
た

河
上
は
、
聖
書
に
影
響
を
受
け
て
以
来
マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
倒
し
て
な
お

も
「
科
学
的
真
理
」
と
と
も
に
「
宗
教
的
真
理
」
が
あ
る
と
い
う
立
場
を

堅
持
し
て
い
た
が
、
こ
の
河
上
を
受
容
し
た
の
が
李
大
釗
・
陳
啓
修
・
毛

沢
東
で
あ
る
。
李
は
「
物
心
両
面
の
改
造
」
と
い
う
点
で
河
上
に
共
感
し

て
い
た
が
、
河
上
の
「
人
類
同
胞
主
義
の
理
想
」
の
よ
う
な
「
宗
教
的
真

理
」
は
経
済
決
定
論
的
な
見
方
か
ら
認
め
な
か
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
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個
人
主
義
国
家
の
観
点
か
ら
「
不
合
理
」
と
み
な
し
冷
や
や
か
な
態
度
を

と
っ
て
い
た
小
泉
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
よ
う
な
社
会
改
良
主
義
に
も
共

感
す
る
一
方
で
皇
室
に
も
愛
国
心
に
も
否
定
的
だ
っ
た
彼
が
そ
れ
ら
の
肯

定
へ
と
転
換
し
た
の
は
、
一
つ
に
福
澤
諭
吉
の
影
響
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の

転
換
の
中
身
と
は
、
個
人
が
「
報
国
」
と
い
う
「
私
情
」
に
殉
ず
る
こ
と

の
肯
定
で
あ
っ
た
。
彼
は
戦
後
に
当
時
の
皇
太
子
（
明
仁
上
皇
）
の
教
育

係
と
し
て
御
進
講
を
行
う
が
、
そ
こ
で
は
立
憲
君
主
が
道
徳
的
役
割
を
担

う
人
格
者
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
「
人

間
天
皇
」
像
の
強
調
は
三
島
由
紀
夫
か
ら
、
神
話
化
さ
れ
た
文
化
と
し
て

の
「
幻
想
天
皇
」
を
取
り
払
っ
た
、
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
八
章
で
は
高
橋
誠
一
郎
が
与
え
た
戦
後
文
化
・
教
育
行
政
へ
の
影
響

が
彼
の
一
貫
す
る
「
協
同
」
理
念
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
。
重
商
主
義

研
究
の
泰
斗
で
あ
り
文
化
・
教
育
行
政
に
も
深
く
関
わ
っ
た
高
橋
の
根
底

に
は
、「
個
人
主
義
」
か
ら
「
協
同
主
義
」
へ
の
道
、
と
い
う
理
念
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、「
自
由
民
間
の
友
愛
な
る
結
合
」
＝
「
人
と
人
の
温
い
結
合
」

が
成
立
し
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
「
資
本
な
き
共
同
経
済
」
へ
到
達
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
慶
應
義
塾
の
宿
舎
で
消
費
組
合
に
深
く
関
わ
っ
た

高
橋
は
、
大
正
期
に
消
費
組
合
の
漸
次
的
な
発
展
に
「
協
同
主
義
」
へ
の

展
開
を
期
待
し
た
。
関
東
大
震
災
後
か
ら
戦
争
へ
と
向
か
う
日
本
の
言
論

統
制
は
、
彼
を
浮
世
絵
蒐
集
へ
と
収
縮
・
撤
退
せ
し
め
る
。
し
か
し
戦
後

に
彼
は
文
部
大
臣
と
し
て
復
活
す
る
。
個
人
の
発
達
を
基
礎
と
し
た
「
協

同
主
義
」
の
理
念
は
、
教
育
勅
語
を
不
磨
の
大
典
と
み
な
さ
ぬ
彼
の
答
弁

に
つ
な
が
り
、
教
育
基
本
法
制
定
に
お
い
て
画
期
的
意
義
を
も
た
ら
し
た
。

　

以
上
の
議
論
を
へ
て
、
結
論
で
は
次
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
大
正
デ

で
共
闘
関
係
を
続
け
た
。
革
命
家
李
大
釗
の
礎
を
築
い
た
の
は
、
今
井
の

教
え
だ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
共
産
党
に
対
し
て
否
定
的
だ
っ
た
今
井
は
、

中
国
人
へ
の
献
身
的
な
支
援
は
続
け
た
が
、
直
弟
子
で
あ
る
李
大
釗
に
つ

い
て
は
触
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　

第
六
章
で
は
胡
適
と
朝
河
貫
一
の
「
民
主
」
を
め
ぐ
る
交
流
が
論
じ
ら

れ
る
。
新
文
化
運
動
の
旗
手
で
あ
っ
た
胡
が
同
じ
く
知
米
派
の
国
際
的
知

識
人
で
あ
っ
た
朝
河
と
出
会
っ
た
の
は
、
一
九
一
七
年
六
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
以
来
、
胡
は
歴
史
研
究
に
お
け
る
「
封
建
制
度
」
概
念
導
入
の

是
非
を
め
ぐ
る
議
論
で
朝
河
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
日
本
の
日
露

戦
争
以
降
の
対
外
侵
略
的
姿
勢
へ
の
批
判
と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
を
み

て
い
た
。
た
だ
し
、
胡
に
お
い
て
当
初
は
西
洋
化
の
基
礎
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
て
い
た
日
本
文
化
が
、
日
中
戦
争
後
に
は
「
封
建
」
の
残
滓
と
し

て
近
代
化
の
足
か
せ
と
し
て
解
釈
し
直
さ
れ
、
そ
の
議
論
が
米
国
世
論
の

日
本
攻
撃
へ
の
誘
導
に
使
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
日
米
戦
争
の
回
避
に

努
め
た
朝
河
は
複
雑
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両

者
は
最
後
「
民
主
」
を
実
現
し
な
い
祖
国
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
。

　

以
上
、
第
一
部
が
日
中
「
知
識
人
」
の
「
連
帯
」
と
「
離
反
」
の
過
程

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
第
二
部
は
戦
後
ま
で
活
躍
し
た

大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
戦
後
民
主
主
義
に
い
た
る
ま
で
の
首
尾
一
貫
し
た

思
想
と
そ
の
果
た
し
た
役
割
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

第
七
章
で
は
小
泉
信
三
と
天
皇
制
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
。
リ
カ
ー

ド
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
経
済
学
史
で
は
知
ら
れ
る
小
泉
だ
が
、
そ
の
皇

室
観
は
転
変
を
遂
げ
て
い
る
。
大
逆
事
件
に
お
い
て
道
徳
律
と
個
人
の
良

心
と
の
相
反
を
意
識
し
、
そ
の
道
徳
律
を
下
賜
す
る
君
主
国
家
の
存
在
を
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モ
ク
ラ
シ
ー
期
は
日
中
思
想
交
流
史
上
に
お
い
て
空
前
絶
後
の
時
代
で

あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
日
中
に
お
い
て
、
社
会
的
影
響
力
を
も
っ
た
知
識

人
同
士
の
密
接
な
交
流
は
み
ら
れ
な
い
（
両
国
の
学
術
交
流
は
一
九
八
〇
年

代
以
降
そ
の
規
模
を
増
し
て
は
い
る
が
）
。
し
か
し
、こ
の
大
正
期
の
日
中
「
知

識
人
」
の
統
一
戦
線
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
自
由
主
義
と
い
う
西
洋
思
想

に
端
を
発
し
た
対
立
や
個
々
の
政
治
的
立
場
の
相
違
に
よ
り
「
分
裂
」
を

き
た
し
「
周
縁
化
」
し
て
い
く
。
中
国
で
は
五
四
運
動
後
の
分
裂
、
日
本

で
は
黎
明
会
の
終
焉
で
あ
る
。
と
く
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
内
部
で
の
分
裂

と
日
中
双
方
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
は
、
日
中
「
知
識
人
」
の
交

流
を
途
絶
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
こ
の
大
正
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト

の
遺
産
は
、
日
本
に
お
い
て
は
象
徴
天
皇
制
や
教
育
基
本
法
に
み
ら
れ
る

戦
後
民
主
主
義
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
機
能
す
る
。
彼
ら
「
オ
ー

ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
は
反
マ
ル
キ
ス
ト
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
主
義

の
理
念
を
否
定
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
天
皇
制
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
対
し
て
も
冷
淡
で
あ
っ
た
。

　

本
書
は
最
後
、
五
四
運
動
一
〇
〇
周
年
記
念
大
会
で
の
習
近
平
の
演
説

を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
先
進
的
な
青
年
知
識
人
」
を
先
鋒
と
す
る
「
偉

大
な
愛
国
革
命
運
動
」
で
あ
っ
た
と
す
る
習
の
評
価
に
対
し
て
、
五
四
運

動
を
に
な
っ
た
知
識
人
た
ち
が
「
民
主
」
「
科
学
」
の
旗
印
の
も
と
で
国

家
の
枠
組
み
を
こ
え
た
普
遍
的
理
念
を
志
向
し
て
い
た
「
公
共
知
識
人
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
昨
今
の
日
本
に
お
い
て
も
「
知
識
人
」
は

「
健
全
な
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
な
議
論

が
こ
こ
十
年
ほ
ど
左
右
問
わ
ず
み
ら
れ
た
が
、
安
易
に
「
愛
国
」
の
枠
に

と
ど
ま
ら
ず
普
遍
性
に
棹
差
す
視
点
の
重
要
性
を
現
今
の
日
中
対
立
に
即

し
て
訴
え
る
本
書
の
姿
勢
に
、
私
は
賛
同
す
る
。
本
書
の
実
証
内
容
は
、

と
く
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
大
正
期
か
ら
第
二
次
世

界
大
戦
期
ま
で
の
日
中
の
学
術
交
流
の
（
個
別
で
は
な
く
）
総
体
に
つ
い
て
、

重
要
な
知
見
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
本
書
が
残
し
て
い
る
課
題
と
疑
問
を
数
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

（
1
）
「
東
ア
ジ
ア
」
に
お
け
る
知
識
人
の
誕
生
、
と
い
う
か
ら
に
は
朝
鮮

半
島
と
台
湾
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
が
、
朝
鮮
の
留
学
生
に
序
論
で
触
れ

た
程
度
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
手
付
か
ず
で
あ
る
。
（
2
）
吉
野
・

福
田
・
河
上
の
中
国
側
で
の
学
問
的
評
価
が
い
か
に
も
表
層
的
に
み
え
る

が
、
も
っ
と
深
い
学
問
史
的
な
論
点
は
な
い
の
か
（
堀
江
・
今
井
・
朝
河
に

つ
い
て
の
論
評
と
は
対
照
的
）
。
（
3
）
小
泉
が
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
共
感
し

て
い
た
こ
と
が
高
橋
の
「
協
同
主
義
」
と
と
も
に
強
調
さ
れ
て
お
り
、
両

者
が
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
だ
け
で
あ
っ
て
社
会
主
義
の
理
念
に
は
肯
定

的
だ
っ
た
こ
と
を
持
っ
て
「
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
イ
メ
ー
ジ

か
ら
外
れ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
社
会
改
良
と
暴

力
革
命
の
う
ち
前
者
を
と
っ
た
と
い
う
点
で
い
え
ば
や
は
り
「
保
守
」
で

あ
ろ
う
し
、
反
共
産
主
義
と
い
う
「
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
外
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
（
4
）
こ
の
時
期
の
日
中
交
流

の
遺
産
は
戦
後
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
た
の
か
（
あ
る
い
は
受
け
継

が
れ
な
か
っ
た
の
か
）
。
こ
れ
ら
に
応
え
る
新
た
な
研
究
が
出
て
く
る
こ
と

を
、
評
者
は
心
待
ち
に
し
た
い
と
思
う
。

 

（
つ
ね
き
・
け
ん
た
ろ
う
／
経
済
学
史
・
思
想
史
）
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し
れ
な
い
。

　

本
書
は
と
く
に
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
の
時
期
を

「
戦
後
思
想
の
胎
動
と
形
成
」
の
時
期
と
し
て
焦
点
化
す
る
。
「
旧
世
界
」

の
崩
壊
と
「
新
世
界
秩
序
」
を
掲
げ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
対
決
、
そ
し
て

「
国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
」
に
対
抗
す
る
「
中
立
主
義
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

「
戦
後
思
想
」
が
何
を
課
題
と
し
、
何
を
賭
け
金
と
し
て
い
た
か
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
点
に
本
書
の
ね
ら
い
が
あ
る
。
本
書
の
特
徴
と
し
て
次
の

三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
に
世
代
的
な
限
定
で
あ
る
。
本
書
で
扱
わ
れ
る
人
物
は
、
三
木
清

（
一
八
九
七
年
生
）
、
花
田
清
輝
（
一
九
〇
九
年
生
）
、
竹
内
好
（
一
九
一
〇
年
生
）
、

武
田
泰
淳
（
一
九
一
二
年
生
）
、
荒
正
人
（
一
九
一
三
年
生
）
、
丸
山
眞
男
（
一

九
一
四
年
生
）
と
、
十
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
、
一
九
一

〇
年
代
の
半
ば
ま
で
の
生
ま
れ
で
あ
る

）
2
（

。
一
九
三
一
年
の
満
洲
事
変
の
時

期
に
す
で
に
知
的
成
熟
を
終
え
、
時
局
を
批
判
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

た
世
代
で
あ
る
三
木
を
上
限
と
す
る
が

）
3
（

、
基
本
的
に
は
青
春
時
代
に
す
で

に
戦
争
の
時
期
を
迎
え
、
治
安
維
持
法
違
反
で
逮
捕
さ
れ
る
な
ど
、
言
論

や
学
問
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
世
代
に
あ
た
る
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
思
想

や
学
問
の
出
発
点
は
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
対
決
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

逆
に
、
同
じ
く
「
戦
後
思
想
」
の
担
い
手
と
な
る
日
高
六
郎
（
一
九
一

六
年
生
）
、
堀
田
善
衛
（
一
九
一
八
年
生
）
、
加
藤
周
一
（
一
九
一
九
年
生
）

ら
一
九
一
〇
年
代
後
半
の
生
ま
れ
と
な
る
と
、
公
的
な
知
的
舞
台
に
登
場

す
る
の
は
基
本
的
に
一
九
四
五
年
の
敗
戦
後
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
日

本
の
帝
国
主
義
に
直
接
的
な
「
抵
抗
」
を
経
験
し
た
世
代
が
、
本
書
の
対

　

書
評　

『
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
冷
戦
の
は
ざ
ま
で 

 
 

―
―
戦
後
思
想
の
胎
動
と
形
成 1930-1960

』

（
三
宅
芳
夫
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）

宇
野
重
規

　

本
書
は
三
木
清
、
竹
内
好
、
武
田
泰
淳
、
丸
山
眞
男
ら
を
中
心
に
、
日

本
の
戦
後
思
想
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
日
本
の
戦
後
思
想

を
包
括
的
に
問
い
直
す
労
作
の
刊
行
が
続
い
て
い
る

）
1
（

。
敗
戦
か
ら
七
十
年

以
上
、
冷
戦
の
終
焉
か
ら
も
三
十
年
以
上
が
過
ぎ
た
現
在
、
「
戦
後
思
想
」

が
い
よ
い
よ
歴
史
的
な
研
究
対
象
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
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へ
の
対
抗
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
意
味
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
米
ソ
の
冷

戦
構
造
が
確
立
す
る
な
か
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
は
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
両
端
」

に
お
け
る
、
い
わ
ば
「
緩
衝
地
帯
」
で
あ
っ
た
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
共
産
主

義
を
「
封
鎖
」
す
る
た
め
の
「
前
線
基
地
」
と
し
て
、
冷
戦
終
結
ま
で
軍

事
政
権
が
維
持
さ
れ
た
韓
国
、
台
湾
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
と
違
い
、「
緩

衝
地
帯
」
の
日
本
で
は
、
一
定
程
度
の
市
民
的
自
由
と
議
会
制
民
主
主
義

の
制
度
が
許
容
さ
れ
た
と
著
者
は
説
く
。
こ
の
点
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

い
て
、
ギ
リ
シ
ア
、
ト
ル
コ
、
西
ド
イ
ツ
な
ど
と
比
較
し
て
の
フ
ラ
ン
ス

の
位
置
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
」

へ
の
対
抗
と
し
て
の
「
中
立
主
義
」
が
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
を

比
較
す
る
際
の
重
要
な
参
照
軸
と
な
る
。

　

本
書
の
第
三
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
知
識
人
を
分
析
す
る
際
の
、
独
自

の
概
念
的
枠
組
み
で
あ
る
。
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
、
「
共
和
主
義
」
、
「
多
元

的
社
会
主
義
」
と
い
っ
た
概
念
の
強
調
は
、
著
者
が
戦
後
思
想
の
何
を
重

視
し
、
何
を
知
的
遺
産
と
し
て
継
承
し
よ
う
か
と
い
う
ね
ら
い
を
浮
き
上

が
ら
せ
て
い
る
。

　

ま
ず
本
書
で
は
埴
谷
雄
高
や
武
田
泰
淳
の
政
治
思
想
を
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

に
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義

を
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
系
譜
に
お
い
て
再
評
価
し
て
い

る
点
に
特
色
が
あ
る
。
日
本
の
戦
後
思
想
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
個
人
」

や
「
主
体
的
個
人
」
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
本
書
で
は
「
主
体
」
と
「
個
人
」
、

そ
し
て
「
実
存
」
の
関
係
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
独
我
論
批
判
と

他
者
性
の
導
入
を
主
題
化
し
、
さ
ら
に
他
者
へ
の
倫
理
や
植
民
地
批
判
へ

と
議
論
の
射
程
を
広
げ
て
い
る
。
日
本
の
戦
後
思
想
の
担
い
手
に
お
け
る

象
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
の
特
徴
は
、
日
本
の
「
戦
後
思
想
」
を
考
え
る
上
で
、
同
時
代
の

フ
ラ
ン
ス
思
想
と
の
比
較
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
く
に
ジ
ャ
ン
＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
重
要
な
参
照
点
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
興
味
深
い
議
論
の
立
て
方
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に

日
本
の
戦
後
思
想
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
二
十
世
紀
日
本
の
知
識
人
と
、

フ
ラ
ン
ス
知
識
人
と
の
間
に
、
あ
る
種
の
平
行
関
係
や
相
互
影
響
を
見
出

す
こ
と
が
可
能
で
あ
る

）
4
（

。

　

近
代
的
な
高
等
教
育
の
整
備
に
よ
っ
て
「
知
識
人
」
が
輩
出
さ
れ
る
一

方
、
そ
の
「
知
識
人
」
が
国
家
や
政
治
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
役
割
を
担
っ

た
点
に
お
い
て
両
国
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
全
盛
期
が
一
九
三
〇
年
代
か

ら
六
〇
年
代
と
い
う
の
も
、
両
国
は
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
主

義
の
影
響
力
が
大
き
く
、
自
ら
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な
ら
な
い
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を
強
く
意
識
し
て
知
的
形
成
を
行
い
、

そ
れ
と
の
対
抗
や
連
帯
を
自
ら
の
知
的
課
題
と
考
え
た
知
識
人
が
多
い
こ

と
も
、
両
国
に
共
通
し
て
い
る
。

　

本
書
も
ま
た
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
両
端
」
の

思
想
家
た
ち
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、「
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
」と
「
共

産
主
義
運
動
」
に
対
す
る
批
判
的
な
距
離
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
、
本
書
が
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
家
・
研
究
者
を
検
討
の
対
象
か

ら
は
ず
し
た
結
果
で
も
あ
り
、
む
し
ろ
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
を
中
心
に
日

本
の
「
戦
後
思
想
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
視
座
自
体
が
問
わ
れ
る

べ
き
か
も
し
れ
な
い

）
5
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
「
国
際
冷
戦
レ
ジ
ー
ム
」
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植
民
地
批
判
の
濃
淡
の
分
析
を
含
め
、
あ
る
意
味
で
、
本
書
全
体
の
分
析

の
思
想
的
基
盤
と
な
る
の
が
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

「
多
元
（
主
義
）
的
社
会
主
義
」
は
と
く
に
久
野
収
を
念
頭
に
置
い
た

言
葉
で
あ
る
が
、
「
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
」
や
「
共
産
主
義
運
動
」
に

対
抗
し
た
戦
後
思
想
の
議
論
の
一
つ
の
焦
点
と
し
て
、
本
書
は
こ
れ
に
注

目
す
る
。
と
く
に
第
十
二
章
で
は
、
戦
後
民
主
主
義
論
の
第
一
世
代
で
あ

る
丸
山
眞
男
と
、
第
二
世
代
と
も
い
え
る
松
下
圭
一
を
比
較
検
討
す
る
に

あ
た
っ
て
、
労
働
運
動
と
地
域
民
主
主
義
が
、
抵
抗
の
基
盤
と
し
て
の
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
、

こ
の
「
多
元
的
社
会
主
義
」
を
、
日
本
の
戦
後
思
想
の
も
っ
と
稔
り
あ
る

知
的
遺
産
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
や
「
多
元
的
社
会
主
義
」
が
積
極
的
な
意
味
合
い

で
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、
問
題
含
み
な
の
が
、
「
共
和
主
義
」
と
い
う
用

語
で
あ
ろ
う
。
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
の
言
葉
で
あ
る
が
、
本
書

に
お
い
て
著
者
は
、
文
字
通
り
の
共
和
国
の
思
想
と
し
て
こ
の
言
葉
を
用

い
て
い
る
。
そ
の
上
で
著
者
は
、
し
ば
し
ば
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
る
丸
山

眞
男
と
竹
内
好
が
、
実
は
規
範
的
モ
デ
ル
と
し
て
「
共
和
主
義
的
民
主
主

義
」
を
共
有
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
本
書
、
二
五
頁
）
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
戦
争
直
後
の
丸
山
は
抽
象
的
な
個
人
を
批
判
し
、
む

し
ろ
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
」
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
そ
の
場
合
の
「
ジ
ャ
コ
バ

ン
」
モ
デ
ル
と
は
、
封
建
的
な
中
間
団
体
の
解
体
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
た

国
家
と
個
人
を
社
会
契
約
に
よ
っ
て
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
が

そ
の
よ
う
な
個
人
の
同
意
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
個
人
主
義

も
ま
た
「
国
民
」
と
い
う
政
治
的
共
同
体
に
媒
介
さ
れ
る
限
り
で
認
め
ら

れ
る
（
二
二
三
頁
）
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
政
治
的
共
同
体
か
ら
離
脱
す
る

個
人
主
義
は
、
あ
る
べ
き
近
代
か
ら
の
逸
脱
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
丸

山
の
「
近
代
」
像
と
、
竹
内
の
「
国
民
」
像
と
の
距
離
が
実
は
意
外
と
近

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
書
の
仮
説
で
あ
る
。
従
来
の
丸
山
―

竹
内
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
に
一
石
を
投
じ
、
さ
ら
に
は
日
本
の
戦
後
思

想
を
め
ぐ
る
見
取
り
図
を
書
き
換
え
る
可
能
性
を
秘
め
た
主
張
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
各
章
の
詳
細
を
紹
介
す
る
だ
け
の
紙
幅
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、

評
者
の
関
心
か
ら
い
く
つ
か
の
論
点
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
本
書
に
お
け
る
三
木
清
の
意
外
な
重
要
性
で
あ
る
。
普
通
、

日
本
の
「
戦
後
思
想
」
と
い
う
場
合
、
三
木
清
が
そ
の
冒
頭
を
飾
る
こ
と

は
多
く
な
い
は
ず
だ
。
終
戦
直
後
に
獄
死
し
、
文
字
通
り
の
意
味
で
「
戦

後
思
想
」
の
担
い
手
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
別
に
し
て
も
、

西
田
幾
多
郎
門
下
と
し
て
出
発
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
師
事
し
、
戦
前
に
多

く
の
著
書
を
刊
行
し
て
哲
学
界
を
リ
ー
ド
し
、
昭
和
研
究
会
に
も
関
与
し

た
三
木
の
知
的
遺
産
が
、
「
戦
後
思
想
」
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た

か
は
自
明
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
で
は
、
三
木
が
過
小
評
価
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
が
あ
ら
た
め
て
強
調
さ
れ
る
。

　

本
書
に
お
い
て
三
木
は
、
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

存
在
論
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
論
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に

あ
た
っ
て
鍵
を
握
っ
た
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
思
想
的
展
開
こ
そ
が
、
本
書
に
お
け
る
「
戦
後
思
想
」
の
基
調
を
形

成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
三
木
は
そ
の
後
の
議
論
の
ベ
ー
ス
セ
ッ

タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
三
章
で
武
田
泰
淳
と
竹
内

好
を
論
じ
る
際
の
重
要
な
参
照
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
、
必
ず
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注（
1
） 

山
本
昭
宏
『
戦
後
民
主
主
義
―
―
現
代
日
本
を
創
っ
た
思
想
と
文
化
』

（
中
公
新
書
、
二
〇
二
一
年
）、
森
政
稔
『
戦
後
「
社
会
科
学
」
の
思
想

―
―
丸
山
眞
男
か
ら
新
保
守
主
義
ま
で
』（
N 

H 

K
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）、

清
水
靖
久
『
丸
山
眞
男
と
戦
後
民
主
主
義
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
九
年
）
な
ど
。

（
2
） 

例
外
的
な
の
は
松
下
圭
一
（
一
九
二
九
年
生
）
で
あ
る
が
、
松
下
は
丸

山
と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。

（
3
） 

序
章
で
は
渡
辺
一
夫
（
一
九
〇
一
年
生
）
と
林
達
夫
（
一
八
九
六
年
生
）

に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
） 

同
様
な
視
点
か
ら
の
研
究
と
し
て
、
松
本
礼
二
『
知
識
人
の
時
代
と
丸

山
眞
男
―
―
比
較
20
世
紀
思
想
史
の
試
み
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
。

（
5
） 

丸
山
眞
男
ら
の
「
近
代
主
義
」
知
識
人
を
、
宇
野
弘
蔵
ら
の
「
マ
ル
ク

ス
主
義
」
知
識
人
と
対
抗
的
に
、
し
か
し
同
時
代
的
に
捉
え
た
研
究
と
し

て
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
E
・
バ
ー
シ
ェ
イ
『
近
代
日
本
の
社
会
科
学
―
―

丸
山
眞
男
と
宇
野
弘
蔵
の
射
程
』
山
田
鋭
夫
訳
、
N 

T 

T
出
版
、
二
〇
〇

七
年
が
あ
る
。

し
も
強
調
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
書
に
お
い
て
西
田
幾
多
郎
の
影
響
が
重

要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
の
「
戦
後
思
想
」
に

と
っ
て
西
田
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
興
味
深
い

論
点
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
点
、
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
や
は
り
、
丸
山
眞
男
で
あ
る
。
本
書

に
お
い
て
丸
山
は
、
と
く
に
第
三
部
に
お
い
て
か
な
り
の
比
重
を
置
い
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
に
は
著
者
独
特
な
も
の
が
あ
る
。
序
章

に
お
い
て
丸
山
は
ま
ず
、「
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
」
の
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
距
離

を
置
き
、
英
米
と
の
戦
争
に
批
判
的
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
リ
ベ
ラ

ル
」
だ
が
、
帝
国
や
天
皇
制
を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
反
体
制
」
的
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
著
者
の
解
釈
で
は
、
丸
山
は
戦
後
に
お
い
て
こ
の
「
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
か
ら
「
共
和
制
支
持
」
へ
と
転
じ
、
さ
ら
に
前
述
の
「
多

元
的
社
会
主
義
」
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
こ
と
な
る
。
こ
の
解
釈
の
妥
当

性
を
本
格
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
丸
山
理
解
を
め
ぐ
る
刺
激
的

な
問
題
提
起
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
日
本
の
「
戦
後
思
想
」
の
担
い
手
た
ち
を
幅

広
く
、
し
か
も
独
自
の
視
角
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
家
論
は
独
立
し
て
い
る
が
、
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
著
者
独
自
の
思

想
的
解
釈
が
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
解
釈
は
、
あ
ら
た

め
て
「
戦
後
思
想
」
の
再
評
価
と
再
論
争
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。 

（
う
の
・
し
げ
き
／
政
治
思
想
史
）
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め
ぐ
る
状
況
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
著
作
の
刊
行
が
あ

る
。
同
書
に
も
収
め
ら
れ
た
重
田
氏
の
先
駆
的
研
究
な
ど
を
通
じ
て
の
み

知
ら
れ
て
い
た
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
の
出
版
と
翻
訳
が
進

み
、
さ
ら
に
は
、『
性
の
歴
史
』
の
第
四
巻
刊
行
と
い
う
出
来
事
も
あ
っ
た
。

第
二
に
、
研
究
の
蓄
積
が
進
ん
だ
。
第
三
に
、
フ
ー
コ
ー
へ
の
関
心
に
も

変
化
が
あ
っ
た
。
統
治
や
新
自
由
主
義
に
関
す
る
フ
ー
コ
ー
の
著
述
が
掘

り
起
こ
さ
れ
る
と
と
も
に
、
フ
ー
コ
ー
自
身
が
新
自
由
主
義
に
親
和
的
だ

と
指
摘
す
る
議
論
も
増
え
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
一
冊
に
ま
と

め
ら
れ
た
論
考
を
通
読
し
て
印
象
的
な
の
は
、
著
者
の
議
論
が
過
去
か
ら

驚
く
ほ
ど
一
貫
し
て
お
り
、
か
つ
、
（
現
在
に
お
い
て
も
）
フ
ー
コ
ー
を
理

解
す
る
た
め
の
最
良
の
分
析
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

同
書
が
最
良
の
分
析
で
あ
る
所
以
は
、
規
律
権
力
、
生
権
力
、
生
政
治
、

統
治
等
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
七
〇
年
代
後
半
の
フ
ー
コ
ー
の
議
論

に
一
貫
し
た
見
通
し
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
書
は
フ
ー
コ
ー

の
取
り
組
み
を
「
近
代
国
家
の
系
譜
学
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
法
権
力
、

規
律
権
力
、
統
治
性
を
、
相
互
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
権
力
の
複
層

的
な
あ
り
方
と
み
な
す
。
権
力
の
複
層
性
と
い
う
理
解
に
よ
り
、
従
来
の

法
思
想
史
、
政
治
思
想
史
が
重
視
し
て
き
た
法
的
な
主
権
権
力
と
規
律
権

力
等
の
関
係
と
い
う
、
フ
ー
コ
ー
に
つ
き
ま
と
う
疑
問
が
明
快
に
解
消
さ

れ
る
。
加
え
て
、
規
律
か
ら
統
治
性
へ
の
フ
ー
コ
ー
の
関
心
の
移
行
、
ま

た
、
統
治
性
内
部
で
の
国
家
理
性
論
か
ら
自
由
主
義
的
統
治
へ
の
変
化
に

つ
い
て
、
説
得
力
あ
る
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

各
章
の
内
容
を
概
観
し
よ
う
。
第
Ⅰ
部
は
「
権
力
分
析
の
方
法
」
と
題

さ
れ
る
。
第
一
章
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
知
と
権
力
」
で
は
、

　

書
評　

『
フ
ー
コ
ー
の
風
向
き
―
―
近
代
国
家
の
系
譜
学

』

（
重
田
園
江
著
、
青
土
社
、
二
〇
二
〇
年
）

乙
部
延
剛

　

『
フ
ー
コ
ー
の
風
向
き
』
は
、
『
監
獄
の
誕
生
』
の
前
後
か
ら
七
〇
年
代

末
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
連
の
統
治
性
講
義
ま
で

の
時
期
の
フ
ー
コ
ー
に
つ
い
て
、
著
者
が
発
表
し
て
き
た
研
究
に
、
新
た

に
い
く
つ
か
の
論
考
と
コ
ラ
ム
が
付
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
ゆ
え
、
各
章
の
元
と
な
っ
た
研
究
は
、
古
い
も

の
で
は
一
九
九
六
年
に
遡
る
。
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
フ
ー
コ
ー
研
究
を
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神
医
学
が
犯
罪
者
予
備
軍
と
し
て
「
危
険
人
物
」
概
念
を
生
み
出
し
た
機

制
を
論
じ
る
。
犯
罪
傾
向
の
高
い
「
危
険
人
物
」
と
い
う
概
念
は
、
正
常

0

0

の
例
外

0

0

0

と
し
て
の
異
常
者
と
は
異
な
り
、
統
計
的
な
リ
ス
ク
評
価
の
も
と

で
、
正
常
か
ら
の
分
布

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
社
会
の
リ
ス
ク
を
総
体
と

し
て
把
握
す
る
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
『
監
獄
の
誕
生
』
で
分
析
さ
れ
た

個
人
の
規
律
と
は
異
な
る
方
向
性
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
こ

の
リ
ス
ク
概
念
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
つ
づ
く
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
さ
ら
に
論

じ
ら
れ
る
）
。

　

つ
づ
く
第
Ⅱ
部
「
近
代
国
家
の
系
譜
学
」
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性

研
究
、
と
り
わ
け
、
七
六
年
度
の
『
社
会
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
、

七
七
年
度
の
『
安
全
・
領
土
・
人
口
』
、
七
八
年
度
の
『
生
政
治
の
誕
生
』

と
い
う
、
三
つ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
が
集
中
的
に
論
じ

ら
れ
る
。
焦
点
と
な
る
の
は
、
法
権
力
や
規
律
権
力
と
の
関
係
で
の
統
治

性
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
生
権
力
の
概
念
を
提
示
し
た
『
性
の
歴
史
Ⅰ
』

出
版
後
の
こ
の
時
期
、
フ
ー
コ
ー
は
統
治
性
の
研
究
に
取
り
組
む
わ
け
だ

が
、
そ
れ
ら
は
講
義
や
断
片
的
な
講
演
録
と
し
て
以
外
に
は
著
作
と
し
て

の
み
発
表
さ
れ
、
ま
た
、
八
〇
年
以
降
は
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
講
義
に
お
い
て
も
、
の
ち
に
『
性
の
歴
史
』
二
巻
以
降
の
テ
ー
マ
と
な

る
「
自
己
の
統
治
」
へ
と
対
象
が
移
行
し
て
い
く
。
七
〇
年
代
後
半
の
短

期
間
に
終
わ
っ
た
統
治
性
へ
の
フ
ー
コ
ー
の
関
心
の
あ
り
方
を
理
解
し
に

く
い
所
以
で
あ
る
。

　

ま
ず
第
五
章
お
よ
び
第
六
章
で
は
、
七
六
年
度
講
義
『
社
会
を
防
衛
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
に
関
連
し
た
内
容
が
論
じ
ら
れ
る
。
七
六
年
度
講

義
は
、
一
見
す
る
と
他
の
著
作
や
講
義
群
か
ら
も
浮
い
た
存
在
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
知
と
権
力
の
捉
え
方
を
、
知
識
社
会
学
と
の
比
較
か

ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

　

第
二
章
「
生
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
新
し
い
権
利
」
で
は
、
フ
ー
コ
ー
が

提
起
し
た
生
政
治
の
観
点
を
、
法
や
権
利
と
の
関
連
か
ら
整
理
す
る
。
個

人
の
幸
福
と
国
家
の
力
の
管
理
を
包
含
す
る
生
政
治
は
、
集
団
の
レ
ベ
ル

で
は
人
口
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
個
人
の
正
常
性
を
対
象
と
し
て
機
能
す

る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
政
治
思
想
が
依
拠
し
て
き
た
、
法
―
主
権
的
な

モ
デ
ル
と
は
大
き
く
食
い
違
う
。
法
―
権
利
モ
デ
ル
に
と
っ
て
、
十
九
世

紀
は
議
会
主
義
と
自
由
主
義
に
よ
る
脱
政
治
化
の
時
代
だ
が
、
生
政
治
に

と
っ
て
は
む
し
ろ
権
力
が
伸
張
す
る
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

生
政
治
は
、
し
か
し
、
決
し
て
旧
来
型
の
法
―
主
権
モ
デ
ル
を
全
面
的

に
廃
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
詳
し
く
明
ら
か
に
さ
れ
る
の

が
続
く
第
三
章
「
近
代
権
力
の
複
層
性
」
で
あ
る
。
同
書
に
収
め
ら
れ
た

中
で
は
最
も
初
出
が
古
い
も
の
に
属
す
る
こ
の
論
考
は
、
『
監
獄
の
誕
生
』

の
丹
念
な
読
解
を
通
じ
て
、「
複
数
の
権
力
形
態
の
系
譜
学
」
と
し
て
『
監

獄
の
誕
生
』
以
降
の
フ
ー
コ
ー
の
作
業
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
著
者
は
身

体
刑
に
表
出
す
る
よ
う
な
法
―
主
権
的
な
権
力
と
、
規
律
権
力
を
、
別
種

の
秩
序
に
属
す
る
も
の
と
整
理
し
た
上
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
は
相

互
排
他
的
で
も
、
か
と
い
っ
て
無
関
係
で
も
な
く
、
複
層
的
な
権
力
を
形

成
し
て
い
る
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
規
律
権
力
が
主
流
化
す
る
時
代
に
は
、

法
権
力
は
い
わ
ば
「
植
民
地
化
」
さ
れ
る
が
、
か
と
い
っ
て
法
権
力
が
消

滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
存
続
し
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
四
章
「
一
九
世
紀
の
社
会
統
制
に
お
け
る
『
社
会
防
衛
』
と
『
リ
ス

ク
』
」
で
は
、
七
八
年
発
表
の
論
文
に
注
目
し
、
十
九
世
紀
以
降
の
法
精
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と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
、
ブ
ー
ラ
ン
ヴ
ィ
リ
エ
や
オ
ト
マ
ン

ら
に
よ
る
「
政
治
を
戦
争
と
し
て
語
る
」
言
説
は
、
そ
の
後
の
講
義
で
俎

上
に
載
せ
ら
れ
る
国
家
理
性
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
統

治
の
言
説
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
、
こ

う
し
た
戦
争
の
言
説
の
性
格
を
、
法
的
権
力
の
言
説
と
の
対
比
の
も
と
で

明
ら
か
に
す
る
。
法
的
権
力
の
言
説
に
お
い
て
は
、
合
意
に
基
づ
く
法
が

近
代
国
家
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
、
戦
争
の
言
説
は
、
国

家
の
法
を
、
過
去
の
戦
争
に
お
け
る
征
服
や
殺
戮
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
と

み
な
す
こ
と
で
、
現
在
の
国
家
の
秩
序
も
ま
た
、
過
去
よ
り
継
続
す
る
戦

闘
に
よ
っ
て
転
覆
し
う
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
フ
ー

コ
ー
に
よ
る
分
析
を
こ
え
て
、
様
々
な
政
治
的
立
場
か
ら
こ
の
よ
う
な
観

点
を
展
開
し
た
言
説
そ
の
も
の
に
あ
た
っ
て
、
特
質
に
迫
り
、
ま
た
、
戦

争
の
言
説
の
系
譜
に
ヒ
ュ
ー
ム
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

戦
争
の
言
説
の
探
求
は
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
政
治
思
想
史
の
主
流
で
あ
る

社
会
契
約
論
的
な
法
権
力
の
言
説
と
は
異
な
っ
た
水
脈
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
。
第
六
章
で
は
、
こ
の
試
み
の
政
治
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
の
可
能

性
を
検
討
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
文
脈
主
義
を
標
榜
す
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
学
派
以
降
、
社
会
契
約
論
的
な
言
説
を
中
心
と
し
た
近
代
政
治
思
想
史

像
が
再
審
に
付
さ
れ
て
お
り
、
著
者
も
ま
た
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
、
と

り
わ
け
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
る
「
古
来
の
国
制
」
論
の
研
究
と
フ
ー
コ
ー

の
取
り
組
み
の
交
錯
に
注
目
す
る
。
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
征
服
と
い
う
観

点
か
ら
法
と
国
制
を
論
じ
る
「
古
来
の
国
制
」
論
は
、
過
去
の
征
服
と
い

う
歴
史
か
ら
現
代
の
権
力
を
批
判
す
る
と
い
う
、
フ
ー
コ
ー
が
七
六
年
度

講
義
で
注
目
す
る
戦
争
の
言
説
と
、
同
種
の
構
造
を
備
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
両
者
の
比
較
を
通
じ
て
、
著
者
は
、
フ
ー
コ
ー
の
観
点
に
は
、
権

力
の
正
当
化
と
い
う
営
み
か
ら
距
離
を
置
き
、
む
し
ろ
、
様
々
な
知
や
言

説
の
移
り
変
わ
り
や
断
絶
に
注
目
す
る
ニ
ー
チ
ェ
的
な
態
度
が
「
古
来
の

国
制
」
論
よ
り
一
層
際
立
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

第
七
章
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
研
究
」
お
よ
び
第
八
章
「
戦

争
か
ら
統
治
へ
」
で
は
、
七
六
年
度
か
ら
七
九
年
度
の
講
義
に
つ
い
て
、

内
容
を
概
観
し
つ
つ
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
国
家
理
性
論
か
ら
自
由
主
義
と
い
う
、
統
治
性
の
内
部
で

の
移
行
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
統
治
を
、
主
権
（
法
）
、
規
律
と
と
も
に
、

「
権
力
の
共
存
・
複
合
に
よ
る
多
層
体
」
（
二
三
三
頁
）
を
構
成
す
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
る
。

　

つ
づ
く
第
八
章
で
は
、
一
連
の
統
治
性
講
義
に
至
る
過
程
と
、
そ
の
内

部
で
の
諸
テ
ー
マ
の
変
遷
が
明
快
に
跡
づ
け
ら
れ
る
。
七
五
年
度
講
義
『
異

常
者
た
ち
』
は
、（
第
四
章
に
関
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
）
社
会
全
体
に
と
っ

て
の
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
概
念
に
光
が
当
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は

個
人
を
対
象
と
す
る
「
規
律
」
と
切
り
分
け
ら
れ
な
い
ま
ま
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
続
く
七
六
年
度
で
は
、
法
的
な
権
力
の
言
説
に
対
抗
す
る
も
の
と

し
て
戦
争
の
言
説
が
注
目
さ
れ
る
が
、
戦
争
の
言
説
と
て
、
法
的
権
力
の

言
説
と
同
様
、
権
力
の
正
当
化
の
枠
組
み
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問

題
が
発
生
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
権
力
の
正
当
化
の
理
論
に
陥
ら
ず
、
権

力
関
係
を
分
析
す
る
新
た
な
枠
組
み
と
し
て
、
統
治
と
い
う
枠
組
み
が
導

入
さ
れ
た
と
著
者
は
説
く
。
そ
の
結
果
、
七
八
年
度
講
義
と
七
九
年
度
講

義
で
は
社
会
全
体
に
お
よ
ぶ
統
治
と
し
て
国
家
理
性
論
や
、
自
由
主
義
の

議
論
が
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
、
七
五
年
度
講
義
に
み
ら
れ
た
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著
者
の
視
座
が
透
徹
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
自
分
が
そ
の
視
座
を
理

解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
統
治
性
に
つ
い
て
情

報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
今
こ
そ
、
著
者
の
研
究
は
真
価
を
発
揮
す
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

　

で
は
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
、
政
治
・
社
会
思
想
研
究
は
著
者

の
研
究
、
そ
し
て
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
を
ど
う
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
政
治
・
社
会
思
想
史
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
書
で
著

者
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
言
説
の
掘
り
起
こ
し
と
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
政
治
思
想
史
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
フ
ー
コ
ー
が

寄
与
す
る
可
能
性
を
具
体
的
に
追
求
し
て
い
る
。
翻
っ
て
理
論
研
究
に
お

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ー
コ
ー
権
力
論
の
衝
撃
は
政
治
理
論
・
社

会
理
論
に
広
く
受
け
止
め
ら
れ
た
が
、
統
治
性
や
自
己
統
治
の
問
題
系
に

つ
い
て
は
未
だ
よ
く
消
化
し
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
も

そ
も
、
抽
象
的
な
概
念
の
分
析
と
規
範
の
正
当
化
を
中
心
的
課
題
と
す
る

理
論
研
究
は
、
フ
ー
コ
ー
が
避
け
た
一
般
理
論
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
い

え
る
。
政
治
理
論
・
社
会
理
論
自
身
の
あ
り
方
を
反
省
す
る
必
要
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
お
と
べ
・
の
ぶ
た
か
／
政
治
理
論
・
政
治
思
想
史
）

社
会
全
体
の
リ
ス
ク
と
い
う
観
点
が
改
め
て
場
所
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
終
部
に
あ
た
る
第
Ⅲ
部
「
新
自
由
主
義
の
統
治
性
」
で
は
、
フ
ー
コ
ー

が
七
九
年
度
講
義
で
触
れ
た
新
自
由
主
義
論
、
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
前

後
ド
イ
ツ
の
オ
ル
ド
自
由
主
義
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
競
争
秩

序
の
維
持
を
最
重
視
し
、
新
自
由
主
義
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
オ
ル
ド
自

由
主
義
論
の
解
明
を
通
じ
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
個
人
の
自
由
を
称
賛
す

る
か
に
み
え
る
新
自
由
主
義
も
ま
た
、
特
定
の
タ
イ
プ
の
生
の
み
を
肯
定

す
る
、
生
権
力
の
一
種
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
統
治

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
抵
抗
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
が
「
自
己
統
治
」
の
探

求
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
著
者
は
示
し
て
い
る
。

　

第
一
〇
章
「
「
そ
の
後
」
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
で
は
、
フ
ー
コ
ー

に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
新
自
由
主
義
へ
の
言
及
や
、
オ
ル
ド
派
お
よ
び
新
自

由
主
義
に
関
す
る
現
在
の
研
究
な
ど
と
突
き
合
わ
せ
て
、
新
自
由
主
義
の

あ
り
方
と
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
新
自
由
主
義
論
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て

考
察
が
深
め
ら
れ
る
。
近
年
で
は
、
フ
ー
コ
ー
と
新
自
由
主
義
の
間
に
一

定
の
親
和
性
を
見
出
し
た
上
で
、
フ
ー
コ
ー
が
新
自
由
主
義
を
支
持
し
て

い
た
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
同
章
に
付
さ
れ
た
コ
ラ

ム
で
著
者
は
そ
の
よ
う
な
単
純
化
さ
れ
た
見
方
を
退
け
て
い
る
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
権
力
の
重
層
性
と
い
う
観
点
か

ら
、
フ
ー
コ
ー
の
規
律
権
力
論
、
統
治
性
論
に
一
貫
し
た
視
座
を
提
供
し

て
く
れ
る
。
評
者
も
ま
た
、
今
回
再
録
さ
れ
た
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

の
統
治
性
研
究
」
等
の
著
者
の
研
究
初
出
時
に
読
ん
で
衝
撃
を
受
け
、
そ

こ
か
ら
フ
ー
コ
ー
の
統
治
性
研
究
に
つ
い
て
学
ん
で
来
た
も
の
の
一
人
だ

が
、
こ
の
た
び
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
研
究
を
再
読
す
る
と
、
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書
評　

『
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
思
想
史
』

（
井
上
弘
貴
著
、
青
土
社
、
二
〇
二
〇
年
）

佐
藤 

空

　

本
書
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
保
守
思
想
の
歴
史
を
概
説

し
た
も
の
で
あ
る
。
序
章
に
よ
れ
ば
、
「
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
の

主
流
」
は
、
国
の
伝
統
や
「
正
統
な
も
の
」
を
「
保
守
」
し
よ
う
と
し
て

き
た
と
い
う
よ
り
も
、
「
共
産
主
義
か
ら
ア
メ
リ
カ
と
西
洋
を
守
る
と
い

う
使
命
感
が
つ
ね
に
先
に
立
っ
」
て
い
た
（
二
三
頁
）
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ど
の
場
合
と
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
に
は
「
防
衛
す
べ
き
旧
体
制
が
あ
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
」
た
め
に
、
「
哲
学
や
理
念
」
が
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
に

な
り
、
「
ア
メ
リ
カ
の
建
国
の
父
祖
た
ち
へ
の
復
帰
が
語
ら
れ
る
場
合
で

さ
え
、
取
り
戻
さ
れ
る
べ
き
は
か
れ
ら
の
理
念
だ
っ
た
」
と
い
う
。
そ
し

て
、
「
リ
ベ
ラ
ル
、
あ
る
い
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
左
派
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
、

社
会
改
革
的
な
動
き
を
と
も
な
う
こ
と
に
も
し
ば
し
ば
な
っ
た
」
が
、「
そ

れ
は
、
き
わ
め
て
防
衛
的
な
色
合
い
を
帯
び
た
社
会
改
革
思
想
だ
っ
た
」

（
二
四
―
二
五
頁
）
。
ま
た
、
保
守
主
義
者
た
ち
は
「
支
配
階
層
と
そ
う
し

た
階
級
に
た
い
す
る
反
抗
と
い
う
視
点
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
」
と
い
う
（
二

八
頁
）
。
以
上
の
内
容
だ
け
で
も
、
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
に
固
有
の
状
況

が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
「
戦
後
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
主
流
を
成
し

て
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
の
基
本
思
想
で
あ
る
融
合
主
義
」
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
る
（
二
九
頁
）
。
「
融
合
主
義
」
と
は
「
三
脚
の
椅
子
」
と
も
表
現

さ
れ
、
そ
れ
は
伝
統
主
義
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
反
共
主
義
の
三
つ
の

混
合
体
で
あ
る
と
い
う
（
フ
ラ
ン
ク
・
S
・
マ
イ
ヤ
ー
の
場
合
に
は
、
最
初
の

二
つ
。
七
二
―
七
三
頁
）
。
第
三
章
で
は
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ク
リ
ス
ト
ル

ら
「
ネ
オ
コ
ン
第
一
世
代
」
、
第
四
章
で
は
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
そ

の
学
派
の
思
想
、
第
五
章
で
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
T
・
フ
ラ
ン
シ
ス
ら
「
主

流
か
ら
分
岐
し
た
、
ペ
イ
リ
オ
コ
ン
と
呼
ば
れ
る
保
守
主
義
の
潮
流
」
、

そ
し
て
第
六
章
で
は
ト
ラ
ン
プ
以
後
の
保
守
主
義
の
動
向
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
分
析
さ
れ
て
い
る
（
二
九
―
三
〇
頁
）
。

　

各
章
に
つ
い
て
の
内
在
的
な
批
評
は
評
者
の
能
力
を
超
え
る
が
、
「
保

守
」
思
想
の
特
徴
を
簡
潔
に
摘
出
し
、
ま
た
、
そ
の
時
代
的
変
遷
と
、
知

識
人
た
ち
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
分
類
し
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
点
は
、
漠
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ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
保
守
」
系
の
思
想
と
比
較
し
た
場
合
、
本
書
で
紹
介

さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
「
保
守
」
思
想
の
内
実
は
果
た
し
て
「
保
守
主
義
」

と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
自
他
と
も
に
「
保
守
」
の
名
で
呼
ん

で
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
正
し
く
、
他
に
呼
び
よ
う
が
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
自
身
が
複
数
回
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
い
る
よ

う
に
、
伝
統
主
義
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
保
守
主
義
の
内
実
を
重
視
し
な
か
っ

た
論
者
も
本
書
に
は
登
場
し
、
そ
の
場
合
、
本
書
は
む
し
ろ
反
共
主
義
、

反
リ
ベ
ラ
ル
も
し
く
は
ア
メ
リ
カ
の
思
想
的
起
源
に
こ
だ
わ
っ
た
論
者
た

ち
の
物
語
と
し
て
読
め
そ
う
で
あ
る
。

　

同
様
の
問
題
は
、
保
守
主
義
の
歴
史
一
般
を
考
え
た
場
合
に
も
指
摘
で

き
る
。
こ
れ
は
近
年
の
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
問
題
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
保
守
主
義
の
祖
」

と
長
年
、
呼
ば
れ
て
き
た
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
研
究
に
お
い
て
は
、

イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
歴
史
家
ら
に
よ
っ
て
、
「
バ
ー
ク
は
保
守
主
義

者
と
は
み
な
せ
な
い
」
と
い
う
解
釈
が
過
去
三
十
年
ほ
ど
の
間
に
有
力
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
幾
つ
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
が
、
簡
単
に
言
え

ば
、
思
想
史
解
釈
と
し
て
時
代
錯
誤
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
バ
ー
ク
は
抵

抗
権
、
革
命
権
等
を
場
合
に
よ
っ
て
許
容
す
る
な
ど
、
通
常
の
保
守
主
義

に
は
な
い
多
彩
な
思
想
が
見
出
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
保
守
主
義
と
い
う
思
想
が
そ
も
そ
も
何
を
指
す
の
か
、
時
代

と
国
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
り
曖
昧
だ
っ
た
と
い
う
事
実
が
指
摘
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
保
守
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
思
想
的
内
実
の
多

様
性
を
考
え
た
と
き
、
そ
れ
ら
に
保
守
主
義
と
い
う
名
前
を
一
様
に
与
え

る
こ
と
が
正
当
も
し
く
は
有
用
な
の
か
、
し
ば
し
ば
疑
問
で
あ
る
。
著
者

然
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
を
理
解
す
る
視

点
を
多
く
提
供
し
て
く
れ
る
。
思
想
的
特
徴
が
手
際
よ
く
要
約
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
解
説
さ
れ
る
各
人
物
の
歴
史
的
背
景
な
ど
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
点
も
有
益
で
あ
る
。
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
戦
後

ア
メ
リ
カ
の
「
保
守
主
義
者
」
た
ち
が
し
ば
し
ば
思
想
的
転
向
・
修
正
を

し
て
い
る
点
、
ま
た
、
保
守
派
同
士
で
の
対
立
が
散
見
さ
れ
る
点
で
あ
っ

た
。

　

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
誕
生
と
い
う
近
年
の
事
象
を
起
点
に
置
き
な
が
ら
、

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
を
振
り
返
ろ
う
と
し
て
い
る
点
も
本
書
の
特

徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歴
史
を
逆
か
ら
読
も
う
と
す
る
リ
ス
ク
あ
る
手
法

が
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
対
象
と
な
る
「
保
守
思
想
」
を
そ
の
時

代
の
文
脈
に
照
ら
し
て
分
析
し
て
お
り
、
各
章
は
時
代
ご
と
、
人
物
ご
と

の
手
堅
い
分
析
と
な
っ
て
い
る
。
対
象
に
対
す
る
共
感
や
嫌
悪
を
表
明
す

る
こ
と
な
く
、
客
観
的
な
姿
勢
で
解
説
し
よ
う
と
す
る
一
貫
し
た
姿
勢
も

美
点
と
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
レ
ー
ガ
ン
や
G
・
W
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
時
代
に
本
書
が
書

か
れ
て
い
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
構
成
と
内
容
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
と
想
像

し
た
く
な
る
。
両
政
権
時
代
に
お
け
る
政
治
と
「
保
守
」
思
想
の
関
係
に

つ
い
て
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
分
析
を
欲
す
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
と
新
自
由
主
義
と
の
関
係
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
両
者
が
混
同
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
こ
の
点
に

つ
い
て
解
説
が
あ
っ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

初
期
近
代
の
思
想
史
を
専
門
と
す
る
評
者
は
、
本
書
の
内
容
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
保
守
主
義
」
と
の
関
係
に
も
関
心
を
も
っ
た
。
例
え
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バ
ー
ク
に
特
徴
的
な
の
は
む
し
ろ
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
研
究
者
に
よ
っ

て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
生
活
様
式
」
や
「
意
見
」
の
思
想
で
あ

ろ
う
。
習
慣
や
「
偏
見
」
と
な
っ
た
人
び
と
の
生
活
様
式
や
意
見
は
、
例

え
そ
れ
が
誤
っ
て
い
よ
う
と
も
簡
単
に
変
え
ら
れ
な
い
。
政
治
が
無
理
に

そ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
由
は
妨
げ
ら
れ
専
制
が
生
ま
れ
る
。

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
』
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
章
は
誤
解
を

招
き
や
す
い
が
、
自
国
の
文
化
や
伝
統
そ
れ
自
体
を
至
上
の
も
の
と
し
て

讃
え
、
固
守
し
よ
う
と
す
る
の
は
バ
ー
ク
思
想
の
本
質
か
ら
程
遠
い
。
同

時
代
の
啓
蒙
思
想
家
と
同
様
、
過
去
の
宗
教
的
迫
害
と
圧
政
に
対
す
る
反

省
の
上
に
思
想
を
構
築
し
た
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
へ
の
迫
害
や
イ
ン
ド
人
に
対
す
る
圧
政
を
強
く
非
難
し
、
国
・

地
域
ご
と
の
宗
教
と
国
制
の
尊
重
を
訴
え
た
そ
の
思
想
は
、
む
し
ろ
複
数

の
「
伝
統
」
の
共
存
を
求
め
た
も
の
と
し
て
総
括
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

本
書
で
登
場
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
保
守
主
義
者
」
た
ち
は
類
似
の
思
想

を
自
ら
の
中
心
に
抱
い
た
だ
ろ
う
か
。
序
章
で
引
用
・
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
ラ
ッ
セ
ル
・
カ
ー
ク
の
『
保
守
主
義
の
精
神
』
は
「
バ
ー
ク
を
は
じ

め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
か
ら
抽
出
さ
れ

た
保
守
主
義
の
原
則
」
を
六
つ
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
「
自
然
法

に
た
い
す
る
信
念
」
、（「
狭
量
な
画
一
化
、
平
等
主
義
〔
…
…
〕
と
対
置
さ
れ
る
」
）

「
人
間
存
在
の
豊
か
な
多
様
性
」
、
「
抽
象
的
な
設
計
に
基
づ
い
て
社
会
を

再
構
築
し
よ
う
と
い
う
」
試
み
へ
の
懐
疑
、
「
社
会
は
変
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
も
賢
慮
あ
る
変
化
（prudent change

）
は
社
会
を

保
持
す
る
手
段
で
あ
る
」
な
ど
は
、
確
か
に
『
省
察
』
な
ど
に
あ
る
バ
ー

ク
思
想
だ
と
評
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
同
じ
く
カ
ー
ク
が
「
原
則
」
に
挙

に
よ
れ
ば
、
「
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
思
想
史
」
は
日
本
で
は
十
全
に
研
究

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
（
三
一
頁
、
二
七
七
―
二
八
〇
頁
）
、
こ
れ
は
他
の

多
く
の
保
守
思
想
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
思
想
に
「
保
守

主
義
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
（
そ
の
言
葉
で
通
常
、

想
定
さ
れ
る
も
の
と
は
）
非
常
に
異
な
っ
た
思
想
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

同
じ
よ
う
に
「
保
守
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
思
想
と
一
括
り
に
し
て
し
ま
う

こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
自
ら
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
し
ま
い
、
理

解
を
損
ね
る
こ
と
も
多
い
。
バ
ー
ク
を
歴
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
研

究
者
た
ち
の
懸
念
も
そ
こ
に
あ
る
。
殊
更
、
「
保
守
主
義
」
の
研
究
蓄
積

が
浅
い
日
本
の
状
況
で
は
、
思
想
史
研
究
者
で
さ
え
も
同
様
の
誤
謬
に
陥

り
が
ち
と
い
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
思
想
家
の
間
に
様
々
な
差
異
が
あ
る
の
は
当
然
で

あ
り
、
差
異
に
の
み
着
目
し
て
「
保
守
主
義
の
歴
史
な
ど
存
在
し
な
い
」

と
断
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
問
題
は
、
複
数
の
思
想
に
お
い
て
何
が

本
質
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
思
想
と
は
、
根
本
的

に
は
、
二
十
世
紀
の
代
表
的
な
「
保
守
主
義
者
」（
と
さ
れ
る
）
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ

ト
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
「
声
（voice

）
」
で
あ
ろ
う
。
「
声
」
と
は
（
評
者

な
り
に
定
義
し
直
せ
ば
）
、
自
ら
の
経
験
と
思
考
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
徴
を

持
っ
て
生
成
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

言
語
的
産
物
の
こ
と
で
あ
る
。
各

人
は
複
数
の
声
を
持
ち
う
る
し
、
そ
の
中
身
は
ひ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

同
時
に
し
ば
し
ば
類
似
す
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
「
声
」
の
多
様
性

を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
に
も
反
対
し
た
思
想
家
で
あ
ろ
う
。

バ
ー
ク
も
圧
政
か
ら
自
由
を
守
ろ
う
と
し
た
が
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
比

較
す
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
一
般
的
な
個
人
的
自
由
の
擁
護
に
近
か
っ
た
。
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守
主
義
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
様
々
な
思
想
の
比
較
と
異
同
の
検

討
は
、
欧
米
も
含
め
て
、
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
書
の
よ
う

な
研
究
が
数
多
く
出
る
こ
と
で
、
「
保
守
主
義
」
が
こ
れ
ま
で
よ
り
高
い

水
準
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
さ
と
う
・
そ
ら
／
社
会
思
想
史
）

げ
て
い
る
「
財
産
」
（property

）
、
「
秩
序
と
階
級
」
な
ど
の
重
要
性
に
つ

い
て
も
バ
ー
ク
は
述
べ
て
い
る
（
二
〇
―
二
二
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ー

ク
の
「
原
則
」
は
バ
ー
ク
思
想
の
要
約
と
し
て
は
的
外
れ
で
は
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
内
容
を
カ
ー
ク
が
正
確
に
理
解
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は

再
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
バ
ー
ク
思
想
と
は
必
ず
し
も
合

致
し
な
い
内
容
も
「
原
則
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
カ
ー
ク
の
掲
げ
た
「
原
則
」
は
バ
ー
ク
だ
け
で
な
く
「
さ

ま
ざ
ま
な
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
か
ら
抽
出
さ
れ
た
保
守
主
義

の
原
則
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
ほ
ど
、
保
守
主

義
と
名
づ
け
ら
れ
た
諸
思
想
は
共
通
項
を
有
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
前
出
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
バ
ー
ク
と
「
抽
象
的
な
設
計
に
基

づ
い
て
社
会
を
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
」
試
み
へ
の
懐
疑
を
共
有
し
て
い

る
。
だ
が
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
は
「
自
然
法
に
た
い
す
る
信
念
」
は
存

在
せ
ず
、
人
間
一
般
の
「
多
様
な
」
能
力
を
重
視
す
る
思
想
は
あ
る
も
の

の
、
そ
れ
は
「
生
活
様
式
」
な
ど
を
軸
と
す
る
バ
ー
ク
の
「
多
様
性
」
概

念
と
は
別
物
で
あ
る
。
本
書
に
登
場
す
る
論
者
に
は
、
十
八
世
紀
の
「
保

守
」
が
「
中
世
主
義
」
を
意
味
す
る
と
い
う
者
、
フ
ォ
ー
テ
ス
キ
ュ
ー
、

セ
ル
デ
ン
、
バ
ー
ク
に
「
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
保
守
的
な
伝
統
」

を
み
る
者
な
ど
が
い
る
が
（
八
一
頁
、
二
五
五
頁
）
、
い
ず
れ
も
現
在
の
思

想
史
研
究
の
精
査
に
耐
え
う
る
解
釈
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

異
な
っ
た
時
代
・
世
界
を
生
き
た
者
同
士
で
も
類
似
の
思
想
は
宿
り
う

る
。
だ
が
、戦
後
ア
メ
リ
カ
の
保
守
主
義
者
た
ち
の
「
声
」
が
「
反
共
」
、「
ア

メ
リ
カ
の
思
想
的
起
源
」
、
「
相
対
主
義
と
の
闘
い
」
を
要
点
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
バ
ー
ク
等
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
思
想
で
あ
ろ
う
。
「
保
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ま
え
が
き

　

序　

章　

戦
争
と
平
和
の
経
済
思
想

第
Ⅰ
部　

経
済
学
の
黎
明
期
と
国
民
国
家
の
対
立
・
協
調

　

第
一
章　

主
権
国
家
間
の
戦
争
と
経
済
学
の
生
成

　

第
二
章　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
国
防
と
経
済

第
Ⅱ
部　

二
〇
世
紀
前
半
か
ら
の
平
和
構
想
と
経
済
学

　

第
三
章　

エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
の
契
約
モ
デ
ル
と
戦
争
論

　

第
四
章　

ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
平
和
連
盟
構
想

第
Ⅲ
部　

戦
間
期
か
ら
戦
後
に
お
け
る
平
和
構
想
と
戦
争
概
念

　

第
五
章　

戦
後
構
想
に
お
け
る
経
済
助
言
者
の
役
割

　

第
六
章　

ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
に
お
け
る
戦
争
と
平
和

　

第
七
章　

冷
戦
期
以
降
の
戦
争
と
経
済
思
想

第
Ⅳ
部　

日
本
の
戦
時
体
制
と
経
済
思
想

　

第
八
章　

帝
国
主
義
・
総
力
戦
と
日
本
の
経
済
学
者

　

第
九
章　

日
本
陸
軍
の
戦
争
経
済
思
想

　

第
十
章　

戦
時
に
お
け
る
官
立
高
等
商
業
学
校
の
調
査
機
関

　

終　

章　

経
済
学
の
浸
透
は
国
際
紛
争
の
緩
和
に
貢
献
し
う
る
か

あ
と
が
き

　

各
章
ご
と
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。
（　

）
内
は

執
筆
者
で
あ
る
。

　

ま
え
が
き
（
小
峯
敦
）
で
、
編
者
は
想
定
す
る
読
者
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
経
済
学
＝
希
少
性
＋
選
択
の
図
式
を
少
し
疑
っ
て
い
る
普
通
の
経

　

書
評　

『
戦
争
と
平
和
の
経
済
思
想
』

（
小
峯
敦
編
著
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）

太
田
仁
樹

　

交
易
の
自
由
は
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
、
保
護
主
義
は
戦
争
を
も
た

ら
す
と
い
う
観
念
が
広
ま
っ
て
い
た
。
主
流
派
の
経
済
学
も
そ
の
よ
う
な

前
提
に
立
っ
て
い
た
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
「
常
識
」
に
違
和
感
を
持
つ

経
済
学
史
研
究
者
た
ち
が
、
あ
ら
た
め
て
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
直
し
て
み
よ
う
と
す
る
論
集
で
あ
る
。
内
容
は
以
下
の
目
次
に
示
さ

れ
て
い
る
。
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シ
ョ
ン
同
士
が
経
済
的
・
社
会
的
に
均
一
化
し
て
い
っ
た
時
代
と
捉
え
、

ス
ミ
ス
が
目
指
し
た
も
の
は
、
単
一
の
自
由
市
場
圏
内
部
で
生
産
性
を
高

め
、
戦
時
の
租
税
負
担
に
耐
え
ら
れ
る
強
靭
な
社
会
・
経
済
を
持
つ
英
国

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

第
三
章
（
中
野
聡
子
）
で
は
、
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
に
よ
る
戦
争
回
避
論
が
、

契
約
と
い
う
概
念
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
彼
は
、
契
約
成
立
を
平
和
、
契
約

が
定
ま
ら
な
い
不
安
定
な
状
態
を
戦
争
と
呼
び
、
市
場
に
よ
る
通
常
の
競

争
条
件
が
な
く
て
も
、
当
事
者
間
で
適
切
な
費
用
評
価
を
含
む
交
渉
プ
ロ

セ
ス
を
設
定
し
、
戦
争
回
避
が
可
能
に
な
る
制
度
デ
ザ
イ
ン
を
行
な
っ
た
。

戦
争
と
平
和
の
問
題
を
、
不
確
実
性
下
の
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
価
方

法
で
あ
る
リ
ア
ル
オ
プ
シ
ョ
ン
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
察
し
て
い
る
。

　

第
四
章
（
石
田
教
子
）
で
は
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
平
和
連
盟
構
想
（
経
済
政

策
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
、
営
利
主
義
が
貫
か
れ
た
資
本
主
義
体
制
が

国
境
を
越
え
た
軋
轢
を
生
み
出
し
、
大
戦
争
を
も
た
ら
す
一
因
と
な
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
平
和
は
政
治
や
外
交
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
国
際
的

な
平
和
連
盟
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
組
織
体
の
主
導
す
る
経
済
政
策
に

よ
っ
て
の
み
実
現
し
得
る
と
の
結
論
が
得
ら
れ
た
。
既
存
の
社
会
体
制
を

越
え
た
新
秩
序
の
形
成
が
展
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
五
章
（
小
峯
敦
）
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
後
構
想
（
社
会
保
障

と
完
全
雇
用
を
核
と
し
た
福
祉
国
家
の
理
念
）
に
つ
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
と
ベ

ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の
言
論
活
動
が
検
討
さ
れ
る
。
経
済
思
想
家
の
新
た
な
構
想

が
現
実
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
諸
段
階
が
見
受
け
ら
れ

る
。
①
多
く
の
経
済
学
者
が
政
府
に
登
用
さ
れ
る
。
②
「
情
報
収
集
」
や

「
情
報
分
析
」
が
浸
透
す
る
。
③
ケ
イ
ン
ズ
な
ど
の
助
言
に
よ
っ
て
、
ア

済
学
者
、
典
型
的
な
経
済
学
的
思
考
を
嫌
悪
す
る
異
端
派
、
戦
争
・
平
和

を
専
門
／
教
養
と
し
て
扱
う
政
治
学
・
社
会
学
・
国
際
関
係
論
・
平
和
学
・

哲
学
・
倫
理
学
・
文
学
な
ど
の
隣
接
の
研
究
者
、
そ
し
て
日
本
の
国
防
や

世
界
の
平
和
に
同
時
に
関
心
が
あ
る
社
会
人
・
大
学
生
・
高
校
生
、
で
あ

る
。
主
流
派
経
済
学
の
思
考
に
対
す
る
反
発
、
「
異
端
派
」
に
対
す
る
シ

ン
パ
シ
ー
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

序
章
（
小
峯
敦
・
原
田
太
津
男
）
で
は
、
経
済
学
の
歴
史
と
い
う
視
点
か

ら
、
戦
争
と
平
和
の
問
題
が
扱
わ
れ
、
最
終
的
に
は
《
経
済
学
の
浸
透
は

国
際
紛
争
の
緩
和
に
貢
献
し
う
る
か
》
と
い
う
難
問
に
答
え
る
こ
と
が
、

本
書
の
企
図
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、

現
実
の
戦
争
・
紛
争
に
直
面
し
た
経
済
学
者
個
人
が
、
ど
の
よ
う
な
理
念

や
論
理
に
基
づ
い
て
戦
争
や
平
和
に
向
き
合
っ
た
の
か
、
の
解
明
、
第
二

に
、
経
済
学
は
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
、
と
い
う
長
期
的
な
動
向

の
剔
抉
で
あ
る
。

　

第
一
章
（
千
賀
重
義
）
で
は
、
経
済
学
の
生
誕
と
主
権
国
家
同
士
の
戦

争
が
包
括
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
マ
ン
、
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
、
ペ
テ
ィ
、
デ
フ
ォ
ー
、

ヴ
ァ
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
、
ス
ミ
ス
、
タ
ッ
カ
ー
、

マ
ル
サ
ス
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
経
済
学
者
に
と
っ
て
国
家

お
よ
び
戦
争
は
否
定
で
き
な
い
与
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
リ
カ
ー
ド
ウ
に

至
っ
て
、
国
家
の
独
自
の
存
在
理
由
を
問
題
に
せ
ず
、
平
和
主
義
（
自
由

貿
易
帝
国
主
義
）
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
（
古
家
弘
幸
）
で
は
、
国
防
を
重
視
す
る
ス
ミ
ス
像
が
描
か
れ

て
い
る
。
「
礫
岩
国
家
」
論
、「
軍
事
＝
財
政
国
家
」
論
等
を
踏
ま
え
て
、『
国

富
論
』
の
時
代
を
「
集
塊
」
し
た
複
合
国
家
か
ら
緊
密
に
結
合
し
た
ネ
イ
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第
九
章
（
荒
川
憲
一
）
で
は
、
陸
軍
の
経
済
統
制
思
想
が
、
第
一
次
世

界
大
戦
・
「
満
洲
国
」
建
設
・
日
中
戦
争
と
い
う
三
段
階
で
論
じ
ら
れ
る
。

陸
軍
首
脳
の
経
済
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
視
角
で

あ
っ
た
こ
と
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

第
十
章
（
大
槻
忠
史
）
で
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
官
立
の
商
科
大
学
・

高
等
商
業
学
校
一
五
校
に
所
属
し
た
研
究
者
を
対
象
と
し
て
、
戦
時
下
に

お
け
る
経
済
学
者
の
活
動
・
不
活
動
が
論
じ
ら
れ
る
。
東
京
商
科
大
学
の

東
亜
経
済
研
究
所
に
よ
る
赤
松
要
を
中
心
と
す
る
南
方
調
査
の
実
態
も
検

証
さ
れ
て
い
る
。

　

終
章
（
小
峯
敦
）
で
は
、
《
経
済
学
の
浸
透
は
国
際
紛
争
の
緩
和
に
貢
献

し
う
る
か
》
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
三
つ
の
局
面
に
つ
い
て
答
え
て
い

る
。
第
一
局
面
の
経
済
学
の
生
誕
か
ら
確
立
ま
で
（
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九

世
紀
初
頭
）
の
時
期
は
、
重
商
主
義
期
の
ホ
ッ
ブ
ズ
的
世
界
（
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー

ム
：
少
数
支
配
者
の
情
念
の
戦
い
）
か
ら
、
古
典
派
経
済
学
の
ロ
ッ
ク
的
世

界
（
プ
ラ
ス
サ
ム
ゲ
ー
ム
：
多
数
市
民
の
経
済
利
害
の
競
い
合
い
）
へ
の
転
換

と
捉
え
ら
れ
る
。
長
い
十
九
世
紀
を
経
て
、
ル
ソ
ー
的
世
界
（
マ
イ
ナ
ス

サ
ム
ゲ
ー
ム
：
私
有
財
産
制
度
が
不
平
等
や
紛
争
の
源
）
が
出
現
す
る
。
第
二

局
面
の
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
生
誕
か
ら
確
立
ま
で
（
二
十
世
紀
前
半
）
の
時

期
は
、
古
典
派
・
新
古
典
派
の
経
済
学
が
通
俗
的
に
抱
え
て
い
た
《
自
由

放
任
主
義
》
が
批
判
さ
れ
、
修
正
さ
れ
て
新
（
社
会
的
）
自
由
主
義
へ
の

転
換
が
図
ら
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
転
換
が
永
続
的
な
安
寧
・
平
和
を
も
た

ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
（
二
十
世
紀
後
半
）
。
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
理
念
が
社

会
工
学
と
過
剰
に
結
び
つ
い
た
と
き
、
経
済
学
が
戦
争
遂
行
の
た
め
の
論

理
に
転
化
す
る
。
第
三
局
面
（
冷
戦
後
か
ら
現
在
）
に
は
、
戦
争
の
民
営

イ
デ
ア
の
具
体
的
政
策
へ
の
変
換
が
可
能
に
な
る
。
④
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の

よ
う
な
「
包
括
的
設
計
」
が
駆
動
力
と
な
る
。
「
福
祉
国
家
」
の
合
意
形

成
に
至
る
各
段
階
で
の
討
議
が
綿
密
に
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
い
る
。

　

第
六
章
（
藤
田
菜
々
子
）
で
は
、
グ
ン
ナ
ー
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
の
平
和

論
が
母
国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
。
妻
ア
ル
ヴ
ァ
と
密

接
に
協
力
し
た
研
究
活
動
、
政
治
活
動
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
自
由
貿
易

が
格
差
拡
大
を
も
た
ら
す
要
因
で
あ
る
と
認
識
し
た
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
は
、

貿
易
政
策
や
援
助
の
あ
り
方
の
変
革
が
必
要
だ
と
考
え
た
。

　

第
七
章
（
橋
本
努
）
で
は
、
冷
戦
以
降
の
世
界
で
平
和
が
可
能
に
な
る

条
件
に
つ
い
て
、「
異
端
派
」
の
論
者
の
議
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ー

マ
ッ
ハ
ー
は
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
環
境
の
中
で
人
々
が
自
分
の
仕
事
場
を

持
ち
、
創
造
的
な
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス

は
、
自
由
で
寛
容
な
外
交
と
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
支
配
力
の
抑
制

を
展
望
し
た
。
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
他
者
と
の
和
解
を
企
て
、
偽
善
で

あ
っ
て
も
「
平
和
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
」
を
駆
使
し
た
国
際
関
係
の
実
践
を

考
え
た
。
執
筆
者
は
、
三
者
三
様
の
議
論
を
タ
ナ
ト
ス
と
エ
ロ
ス
と
い
う

枠
組
を
用
い
て
整
理
し
て
い
る
。

　

第
八
章
（
牧
野
邦
昭
）
で
は
、
戦
争
と
経
済
学
の
双
方
向
性
を
明
示
で

き
る
人
物
と
し
て
、
石
橋
湛
山
の
自
立
主
義
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
主
義
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
石
橋
の
基
本
線
は
、
各
主
体
が
自
立
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が
繋
が
り
影
響
し
合
う
《
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
主
義
》
で
あ
る
が
、
結
果
的
に

経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
と
い
う
戦
争
へ
の
道
を
用
意
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
石
橋
の
議
論
と
比
較
す
る
た
め
に
、
高
橋
亀
吉
と
荒

木
光
太
郎
の
議
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
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の
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
世
界
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
主
権
国
家
は
、
内
外

に
暴
力
性
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
近
代
社
会
に
比
較
し
て
の
近

代
社
会
の
暴
力
性
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
圧
力
に
淵
源
し
、
複
数
の
強

国
に
よ
る
覇
権
争
奪
（
万
国
対
峙
）
の
形
で
顕
在
化
す
る
。
近
代
国
家
の

為
政
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ
ト
・
シ
ス
テ
ム
内
部
で
の
ラ
ン
キ
ン
グ
の

上
昇
（
保
持
）
を
使
命
に
し
て
い
る
の
で
、
内
戦
と
対
外
戦
争
へ
の
備
え

は
必
須
で
あ
る
。
平
時
に
お
け
る
経
済
の
発
展
と
警
察
力
・
軍
事
力
の
充

実
は
国
家
運
営
の
両
輪
で
あ
る
。
平
和
政
策
と
戦
争
政
策
は
状
況
に
応
じ

て
適
宜
に
使
い
分
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
経
済
学
は
覇
権
争
奪
戦

に
参
入
で
き
る
「
列
強
」
の
政
策
に
資
す
る
も
の
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。

近
代
国
家
の
政
策
の
学
で
あ
る
限
り
、
経
済
学
は
本
来
的
に
「
戦
争
遂
行

の
た
め
の
論
理
」
を
内
包
し
て
い
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
論
理
で
あ
る
。

　

為
政
者
の
リ
ア
ル
な
「
戦
争
と
平
和
」
観
は
、
庶
民
感
覚
に
は
馴
染
ま

な
い
。
戦
争
と
平
和
を
相
容
れ
な
い
状
況
と
捉
え
、
平
和
を
希
求
す
る
方

向
は
「
社
会
防
衛
の
原
理
」（
K
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
）
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
、

主
流
派
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
三
つ
の

類
型
が
見
ら
れ
る
。
①
資
本
主
義
的
市
場
シ
ス
テ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ス
テ
イ

ト
・
シ
ス
テ
ム
の
廃
絶
を
目
指
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
志
向
。
②
既
存
の
シ

ス
テ
ム
を
前
提
と
し
つ
つ
、
市
場
原
理
と
国
家
間
対
立
の
緩
和
を
目
指
す

穏
健
な
志
向
。
③
既
存
の
主
権
国
家
を
超
え
る
国
際
組
織
を
形
成
し
、
現

存
国
家
の
暴
力
性
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
志
向
。
本
書
に
は
、
第
二
お
よ

び
第
三
の
方
向
を
考
え
る
際
の
ヒ
ン
ト
も
隠
さ
れ
て
い
る
。

 
（
お
お
た
・
よ
し
き
／
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
史
・
民
族
理
論
史
）

化
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
平
和
の
経
済
学
が
生
誕
す
る
。
編
者
は
、
現
状

に
対
抗
す
る
経
済
学
の
方
向
性
と
し
て
、
三
つ
の
方
向
に
希
望
を
繋
ご
う

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
経
済
学
者
個
人
の
責
任
、
②
学
際
を
指
向

す
る
包
括
性
、
③
協
働
の
組
織
化
と
知
見
の
流
布
、
で
あ
る
。

　

日
本
の
経
済
学
史
研
究
で
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
自
由
主
義
経
済
学
の
成

立
を
重
商
主
義
経
済
学
と
の
対
立
で
捉
え
、
「
重
商
主
義
＝
戦
争
の
経
済

学
vs
自
由
主
義
＝
平
和
の
経
済
学
」
と
い
う
表
層
的
な
理
解
が
、
相
当
に

広
ま
っ
て
い
た
。
経
済
的
自
由
主
義
を
「
平
和
」
と
結
び
つ
け
る
発
想
は
、

現
代
の
主
流
派
経
済
学
に
も
通
底
し
て
お
り
、
近
代
世
界
に
つ
い
て
の
理

解
を
謝
ら
せ
て
い
た
し
、
現
代
世
界
の
認
識
を
も
曇
ら
せ
て
い
た
。

　

本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
主
流
派
的
理
解
に
異
を
唱
え
る
貴
重
な
試
み
で

あ
る
が
、
従
来
の
研
究
を
克
服
す
る
新
地
平
と
し
て
は
未
だ
課
題
を
孕
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
経
済
的
自
由
主
義
＝
平
和
」と
い
う
論
理
は
、

十
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
資
本
主
義
を
民
主
主
義
・
平
和
主
義
と
親
和
的
で

あ
っ
た
と
考
え
た
マ
ル
ク
ス
の
中
に
も
息
づ
い
て
い
た
。
二
十
世
紀
初
頭

の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
る
「
帝
国
主
義
論
争
」
は
、
マ
ル
ク
ス
の
文
言

と
現
実
の
戦
争
の
脅
威
と
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ

た
が
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
と
レ
ー
ニ
ン
の
資
本
主
義
発
展
段
階
論
を
模

範
解
答
と
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
こ
の
問
題
の
理
論
的
解
明
は
閉
ざ
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
経
済
発
展
段
階
論
に
よ
っ
て
戦
争
の
脅
威
が
説
明
で
き
る

と
い
う
議
論
が
、
W
・
W
・
ロ
ス
ト
ウ
の
経
済
成
長
段
階
論
に
よ
っ
て
、

主
流
派
経
済
学
に
引
き
継
が
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る
。

　

資
本
主
義
的
市
場
経
済
は
、
原
理
的
に
そ
の
内
部
に
暴
力
性
を
孕
む
も
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度
の
新
訳
は
、
こ
の
意
味
で
も
待
望
の
書
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
学
問
的

な
厳
密
さ
に
お
い
て
、
従
来
の
不
安
を
払
拭
す
る
画
期
的
な
業
績
で
あ
る

と
言
え
る
。
訳
者
の
犬
塚
氏
は
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
研
究
及
び
思
想
史
研

究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
哲
学
を
専
門
に
さ
れ
て

い
な
い
同
氏
の
手
に
よ
っ
て
こ
の
書
の
翻
訳
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を

強
調
し
た
い
。
本
書
に
付
さ
れ
た
「
解
説
」
に
お
い
て
犬
塚
氏
が
指
摘
す

る
通
り
、
同
書
は
「
認
識
論
、
道
徳
論
、
政
治
論
な
ど
、
様
々
な
分
野
に

及
ぶ
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
的
営
為
を
束
ね
る
結
節
点
に
位
置
す
る
」
作
品
で

あ
る
。
犬
塚
氏
は
本
書
に
お
い
て
「
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
集

約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
彼
の
思
想
の
実
践
的
目
的
も
は
っ

き
り
示
さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
本
書
を
狭
義
の
宗
教
思
想
の

書
と
し
て
だ
け
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
は
本
書
を
紐
解
く
に
あ

た
っ
て
最
初
に
意
識
す
べ
き
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
し
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
、
哲
学
理
論
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
と

い
う
指
摘
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
の
実
践
的
目
的
が

具
体
的
に
何
で
あ
る
の
か
は
、
明
確
に
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
分

か
ら
な
く
さ
れ
た
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
訳
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
本
作
品
は
対
話
形
式
で
他
の
作
品
よ
り
格
段
に
読
み
や
す
い
と
は
い
え
、

実
際
の
と
こ
ろ
本
書
を
正
確
に
理
解
し
、
楽
し
む
た
め
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
の

哲
学
や
同
時
代
の
神
学
的
背
景
に
あ
る
程
度
親
し
ん
で
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

古
典
の
翻
訳
書
と
し
て
本
書
は
三
つ
の
基
本
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
一

つ
は
原
典
に
忠
実
な
訳
文
で
あ
り
、
二
つ
に
訳
者
に
よ
る
詳
細
な
注
釈
で

あ
り
、
第
三
に
読
者
の
理
解
を
助
け
る
解
説
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
す
べ

て
に
お
い
て
重
要
な
貢
献
を
な
し
て
い
る
。
ま
ず
訳
文
に
関
し
て
述
べ
る

　

書
評　

『
自
然
宗
教
を
め
ぐ
る
対
話
』

（
ヒ
ュ
ー
ム
著
、
犬
塚
元
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
）

矢
嶋
直
規

　

本
書
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
死
後
出
版
と
な
っ
た
重
要
著
作
の
本
邦
で
の
二

つ
目
の
翻
訳
で
あ
る
。
書
名
が
一
九
七
五
年
の
福
鎌
忠
恕
・
斎
藤
繁
雄
両

氏
の
共
訳
に
よ
る
『
自
然
宗
教
に
関
す
る
対
話
』
か
ら
『
自
然
宗
教
を
め

ぐ
る
対
話
』
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
旧
訳
は
本
邦
初
訳
で
も
あ
り
、
本
邦

で
の
研
究
を
促
進
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
す
で
に
半

世
紀
近
い
年
月
が
経
過
し
て
お
り
、
改
訳
を
望
む
声
が
多
か
っ
た
。
こ
の
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な
ら
ば
、
本
書
は
一
七
七
九
年
の
初
版
本
を
底
本
と
し
つ
つ
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
国
立
図
書
館
所
蔵
の
草
稿
お
よ
び
、
現
代
の
五
つ
の
版
の
校
正
と

補
注
を
参
照
す
る
こ
と
で
原
典
テ
キ
ス
ト
の
正
本
と
意
味
を
本
邦
に
お
い

て
は
じ
め
て
確
定
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
版
の
同

書
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
が
未
だ
に
完
成
し
て
い
な
い
現
在
、
刮
目
す
べ
き
業

績
と
言
え
る
。
（Peter M

illican

氏
ら
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
キ
ス
ト
の
サ
イ
ト

https://davidhum
e.org/

に
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
稿
の
写
真
版
が
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
。
）
ま
た
訳
者
の
注
釈
に
は
、
草
稿
の
段
階
で
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
削

除
さ
れ
た
本
文
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
テ
キ
ス
ト
解
釈
を
め

ぐ
る
研
究
の
重
要
な
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
変
貴
重
で

あ
る
。
訳
語
に
関
し
て
は
、
原
語
と
の
対
照
が
付
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め

専
門
の
研
究
者
は
や
や
不
便
さ
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
文

庫
版
と
い
う
制
約
上
や
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
「
類

比
」
や
「
一
般
の
人
々
」
な
ど
、
重
要
語
彙
や
特
徴
あ
る
訳
語
が
当
て
ら

れ
た
箇
所
に
は
、
「
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
や
「
ヴ
ァ
ル
ガ
ー
」
な
ど
の
「
か
な
」

が
振
ら
れ
て
お
り
読
者
の
便
宜
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
訳
文
は
達
意
平
明

で
日
本
語
と
し
て
違
和
感
な
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
訳
者
も
学
術
的
な

正
確
さ
と
読
み
や
す
さ
の
バ
ラ
ン
ス
に
苦
労
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
る
の
は
正
確
さ
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
課
題
を
見

事
に
達
成
し
て
い
る
。
本
文
中
に
議
論
の
自
然
な
流
れ
の
理
解
を
助
け
る

訳
注
や
補
足
が
〔
カ
ッ
コ
〕
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
読
者
は
大
い
に
助
け

ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
あ
え
て
想
像
力
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
同
書
が
散
文
で
は
な

く
、
個
性
的
な
話
者
に
よ
る
対
話
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
意
識
す
る
こ
と
で
、

訳
文
の
文
体
は
違
っ
た
も
の
に
な
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
で
は
す

べ
て
の
登
場
人
物
が
自
分
を
「
わ
た
し
」
す
べ
て
の
対
話
相
手
を
「
あ
な

た
」
と
呼
び
、
全
員
が
尊
敬
語
と
丁
寧
語
で
話
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

ユ
ー
モ
ア
や
皮
肉
な
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
く
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
個
所

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
要
話
者
の
ク
レ
ア
ン
テ
ス
、
フ
ィ
ロ
、
デ
メ

ア
は
そ
れ
ぞ
れ
「
几
帳
面
な
哲
学
的
気
質
」
、「
勇
み
足
の
懐
疑
主
義
」
、「
確

固
と
し
て
ぶ
れ
な
い
正
統
派
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
報
告
者
の
パ

ン
フ
ィ
ル
ス
は
若
く
、
パ
ン
フ
ィ
ル
ス
の
父
親
は
ク
レ
ア
ン
テ
ス
の
親
友

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
基
本
情
報
と
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
特
徴
に

基
づ
い
て
、
登
場
人
物
た
ち
の
ス
ピ
ー
チ
レ
ベ
ル
に
差
異
を
設
け
る
と
す

れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
意
図
し
た
で
あ
ろ
う
よ
り
生

き
生
き
し
た
対
話
を
再
現
す
る
の
に
相
応
し
い
文
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

　

実
は
こ
の
問
い
は
原
著
の
正
確
な
理
解
と
不
可
分
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
不
可
避
的
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
の

人
物
に
託
し
た
実
在
の
論
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
と
り
わ
け
ク
レ
ア
ン
テ
ス
、
フ
ィ
ロ
、
デ
メ
ア
が
ど
の
よ
う
な
立

場
を
代
表
す
る
と
想
定
す
る
か
は
作
品
の
理
解
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要

で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
う
ち
の
誰
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
代
弁
者
な
の
か
と
い
う

問
い
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
を
論
じ
る
際
の
定
番
の
問
題
設
定
で
あ
っ
た
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
三
名
す
べ
て
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
代
弁
者
と
す
る

解
釈
が
存
在
し
、
一
九
三
五
年
に
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
の
解
釈
が
出
さ
れ
る

ま
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
ク
レ
ア
ン
テ
ス
と
す
る
解
釈
が
有
力
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
以
降
は
フ
ィ
ロ
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
代
弁
者
と
す
る
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あ
る
。
仮
に
あ
る
人
が
戦
闘
的
な
無
神
論
者
で
、
「
神
な
ど
い
な
い
」
と

大
声
で
叫
ん
だ
と
し
て
も
信
仰
者
を
転
向
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
相

談
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
最
低
限
そ
の
程
度
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。

　

そ
の
意
味
で
「
不
可
解
な
神
秘
」
で
あ
る
宗
教
に
対
す
る
真
の
哲
学
者

の
答
え
は
何
か
。
評
者
は
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』
そ
の
も
の
が

そ
の
答
え
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
宗
教
は
無
く
な
ら
な
い
し
、
宗
教

そ
れ
自
体
が
悪
い
の
で
も
な
い
。
問
題
は
宗
教
の
弊
害
を
除
去
す
る
こ
と

で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
取
っ
た
戦
略
と
は
、
宗
教
を
哲
学
的
に
議
論
す
る

こ
と
、
議
論
を
通
し
て
討
論
者
た
ち
の
間
に
相
互
理
解
と
友
情
が
生
じ
る

よ
う
な
仕
方
で
宗
教
を
論
じ
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
が
一
人
称
単
数
の
自
己
の
思
索
に
読
者
を
引
き
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
思
考
の
変
革
を
試
み
た
の
と
対
照
的
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
解
決
が
見

い
だ
せ
な
い
問
題
を
め
ぐ
る
友
好
的
で
永
続
的
な
対
話
の
輪
の
中
に
読
者

を
招
き
入
れ
る
こ
と
で
宗
教
の
哲
学
的
改
革
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
は
迷
信
と
熱
狂
か
ら
最
も
遠
い
も
の
と
な
り
う

る
の
で
あ
る
。
「
あ
い
ま
い
で
不
確
実
な
た
め
に
人
間
の
理
性
で
は
は
っ

き
り
と
し
た
結
論
に
到
達
で
き
な
い
よ
う
な
タ
イ
プ
の
哲
学
の
問
い
は
、

お
の
ず
か
ら
対
話
と
会
話
の
形
式
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
し
、
理
に
か

な
っ
た
人
た
ち
が
互
い
に
違
う
意
見
を
持
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
何
ら
結

論
が
出
な
く
て
も
、
対
立
す
る
考
え
が
示
さ
れ
る
の
は
快
い
愉
し
み
を
提

供
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
仲
間
と
の
集
い
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
書
物
は
こ
う
し
て
、
人
生
に
お
い
て
も
っ
と
も
素

晴
ら
し
く
も
っ
と
も
純
粋
な
二
つ
の
快
楽
、
学
び
と
社
交
を
結
び
つ
け
る

の
で
す
」
（
本
書
一
三
頁
一
部
略
）
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
パ
ン
フ
ィ
ル
ス
に
語

解
釈
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
事
柄
と
し

て
、
フ
ィ
ロ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
代
弁
者
で
は
な
い
と
評
者
は
考
え
る
。
も
し

も
ヒ
ュ
ー
ム
が
フ
ィ
ロ
（
ま
た
は
ほ
か
の
特
定
の
誰
か
）
で
あ
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
対
話
形
式
の
書
物
を
書
く
意
味
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
逆
に

ヒ
ュ
ー
ム
を
フ
ィ
ロ
と
断
定
す
る
読
み
方
は
テ
キ
ス
ト
の
理
解
を
歪
め
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
典
型
は
、
有
名
な
第
一
二
章
で
の
フ
ィ
ロ
の
「
転
向
」

の
理
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ま
で
自
然
宗
教
に
懐
疑
的
な
議
論
を
展
開

し
て
い
た
フ
ィ
ロ
が
、
突
然
自
分
は
敬
虔
な
礼
拝
者
で
あ
る
と
告
白
す
る

の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
を
フ
ィ
ロ
と
同
一
視
す
る
限
り
、
「
無
神
論
」
の

ヒ
ュ
ー
ム
が
自
然
宗
教
を
認
め
る
は
ず
が
な
い
か
ら
、
一
二
章
で
の
フ
ィ

ロ
の
発
言
は
不
可
解
で
あ
り
、
世
間
体
を
気
に
し
て
の
嘘
で
あ
る
と
か
カ

ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
架
空
の
登
場
人
物
が
実
在
の
人
物
を
擁
護
す
る
た
め
に
嘘
を
つ
い

て
い
る
と
い
う
の
は
筋
が
通
ら
な
い
主
張
に
違
い
な
い
。
で
は
ヒ
ュ
ー
ム

に
と
っ
て
の
本
来
的
な
問
題
意
識
と
は
何
か
。
確
か
に
言
え
る
こ
と
は
、

自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
を
書
く
と
い
う
意
図
そ
の
も
の
は
ヒ
ュ
ー
ム

自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
宗

教
に
つ
い
て
の
自
分
自
身
の
信
念
と
、
宗
教
の
哲
学
的
真
理
を
区
別
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
こ
に
宗
教
の
本
質
が
見
い
だ
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
宗
教
が
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
語
ら
れ
、

実
践
さ
れ
る
の
か
の
解
明
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
本
来
的
な
課
題
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
だ
れ
も
が
宗
教
に
つ
い
て
の
個
人
的
立
場
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
自
分
の
個
人
的
見
解
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
宗
教
が

存
在
し
多
く
の
人
々
が
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
別
の
事
柄
で
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い
わ
ば
直
接
介
入
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
ク
レ
ア
ン
テ
ス
は
、
「
ク
ラ
ー
ク
博
士
」
の
議
論
に
依
拠
し
て
、

ク
ラ
ー
ク
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
さ
れ
る
デ
メ
ア
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
ク
ラ
ー
ク
を
友
好
的
に
批
判
し
た
自
然
神
学
者
は
バ
ト
ラ
ー
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ュ
ー
ム
が
あ
る
意
味
で
私
淑
し
、
同
時
代
最
大
の
神
学

者
で
あ
っ
た
バ
ト
ラ
ー
の
名
前
が
本
書
に
は
一
度
も
登
場
し
な
い
。
本
書

だ
け
で
は
な
く
、
高
名
な
ヒ
ュ
ー
ム
学
者
E
・
モ
ス
ナ
ー
や
現
代
の
注
釈

者
の
多
く
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
に
お
い
て
バ
ト
ラ
ー
を
重
視
し
て
い
な

い
こ
と
に
評
者
は
疑
問
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

や
や
一
般
的
な
翻
訳
書
の
書
評
の
枠
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
優
れ
た
哲
学
の
翻
訳
書
を
世
に
送
っ
た
訳
者
の
願

い
は
、
そ
の
翻
訳
書
を
読
ん
だ
読
者
の
精
神
に
、
豊
か
な
哲
学
的
想
像
を

掻
き
立
て
、
哲
学
的
議
論
を
息
づ
か
せ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
意
味
で
、
訳
者
の
本
来
の
意
図
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
『
自
然
宗
教
に
つ
い

て
の
対
話
』
を
執
筆
し
た
意
図
と
重
な
っ
て
い
る
と
評
者
は
信
じ
て
い
る
。

本
書
が
本
邦
で
宗
教
や
思
想
を
め
ぐ
る
よ
り
多
く
の
哲
学
的
対
話
の
源
泉

と
な
る
こ
と
を
願
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

 

（
や
じ
ま
・
な
お
き
／
哲
学
）

ら
せ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
実
は
、
愉
し
い
学
び
を
通
し
て
の
社
交
は
第

一
二
章
で
の
フ
ィ
ロ
の
「
転
向
」
を
理
解
す
る
た
め
の
カ
ギ
と
な
る
と
評

者
は
考
え
て
い
る
。
本
書
に
は
、
そ
う
し
た
相
互
理
解
の
成
立
が
実
に
巧

み
な
仕
方
で
ち
り
ば
め
れ
て
い
る
。

　

フ
ィ
ロ
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
理
論
を
基
本
的
な
モ
デ
ル
に
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
点
は
争
え
な
い
と
し
て
も
、
ク
レ
ア
ン
テ
ス
と
デ

メ
ア
は
誰
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
厄
介
で
あ
る
。
訳

者
は
デ
メ
ア
の
モ
デ
ル
が
『
神
の
属
性
と
存
在
の
論
理
的
証
明
』
の
著
者

サ
ム
エ
ル
・
ク
ラ
ー
ク
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
評
者
も
そ
れ
に
は
基

本
的
に
賛
同
す
る
が
、
ク
レ
ア
ン
テ
ス
が
数
学
者
コ
リ
ン
・
マ
ク
ロ
ー
リ

ン
と
物
理
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ェ
イ
ニ
ー
の
議
論
を
主
要
な
典
拠
と
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
対
し
て
は
別
解
釈
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
が
ク
レ
ア
ン
テ
ス
の
立
場
を
擁
護
す
る
議
論
を
探
し
求
め
て

い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
論
証
は
当
時
の
自
然
神
学

の
主
流
の
議
論
で
あ
り
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
マ

ク
ロ
ー
リ
ン
や
チ
ェ
イ
ニ
ー
の
議
論
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
二

人
が
ク
レ
ア
ン
テ
ス
の
特
定
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
出
版

時
期
と
内
容
か
ら
決
定
的
と
は
言
い
が
た
い
。
評
者
自
身
は
、
ク
レ
ア
ン

テ
ス
の
モ
デ
ル
と
し
て
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ト
ラ
ー
の
存
在
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
処
女
作
『
人
間
本
性
論
』
と
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て

の
対
話
』
を
つ
な
ぐ
カ
ギ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ

で
詳
述
は
で
き
な
い
が
、
決
定
的
な
手
掛
か
り
の
一
つ
は
本
書
第
九
章
の

ク
レ
ア
ン
テ
ス
の
発
言
に
「
ク
ラ
ー
ク
博
士
」
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
注

が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
虚
構
の
登
場
人
物
の
発
言
に
著
者
が
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ど
ん
な
解
明
も
し
な
い
」
と
述
べ
た
（
『
家
父
長
制
と
資
本
制
』
岩
波
現
代
文

庫
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
頁
）
。
こ
の
上
野
の
主
張
は
、
水
田
珠
枝
に
よ
っ

て
「
近
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
自
然
権
思
想
を
継
承
し
た
が
、
男
が
作
っ
た

（
女
へ
の
差
別
を
内
包
し
て
い
る
）
思
想
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
わ
け
で

は
な
く
、
単
に
自
由
・
平
等
・
人
権
と
わ
め
い
て
い
た
だ
け
で
も
な
く
、

理
論
を
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
」
（
「
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
再
検
討
の
た
め
に
―
―
上
野
千
鶴
子
『
家
父
長
制
と
資
本
制
』
を
読
む
」『
思
想
』

六
月
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
四
五
頁
）
と
い
う
痛
烈
な
批
判
を
浴

び
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
水
田
の
上
野
に
対
す
る
批
判
を
、
我
々
は

他
人
事
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

実
際
、
我
々
が
社
会
思
想
史
（
な
い
し
政
治
思
想
史
・
経
済
思
想
史
）
を

講
義
し
研
究
す
る
際
に
、
ど
の
程
度
「
近
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
に
注
意
を

払
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
（
現
代
政
治
理
論

で
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
経
済
学
で
も
科
目
名
は
な
ん
で
も
よ
い
）
を
講
義
す
る
時

で
さ
え
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
女
性
解
放
思
想
」
は
前
史
も
し
く
は
敵
役
と
し
て
、

足
早
に
通
り
過
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
徐
々
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の

の
、
上
野
の
主
張
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
ま
だ
ま
だ
誤
解
は
根
深
い
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
、
評
者
の
専
門
と
す
る
近
代
英
国
社
会
思
想
史

に
限
定
し
て
も
、
「
女
性
の
権
利
」
と
り
わ
け
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
参
政
権
の
実
現
を
主
要
な
目
標
と
し
た
思
想
家
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
い

る
か
疑
問
で
あ
る
。
例
外
は
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
で
あ
ろ
う

が
、
評
者
が
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
も
当
時
の
社
会
運
動
の
潮

流
を
背
景
と
し
た
確
固
た
る
理
由
が
あ
っ
た
（
山
尾
忠
弘
「
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ

　

書
評　

『
人 
間
の
権
利
の
擁
護 

 
 

娘
達
の
教
育
に
つ
い
て
』

（ 

メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
著
、
清
水
和
子
・ 

 

後
藤
浩
子
・
梅
垣
千
尋
訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
二
〇
年
）

山
尾
忠
弘

　

か
つ
て
上
野
千
鶴
子
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
女
性
解
放
思
想
は
『
女
性
の
権

利
』
と
い
う
『
正
義
』
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
の

『
正
義
』
が
な
ぜ
達
成
さ
れ
な
い
か
の
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
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ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
お
け
る
協
同
社
会
と
女
性
」
『
マ
ル
サ
ス
学
会
年
報
』
第
二
九
号
、

二
〇
二
〇
年
）
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
「
近
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
の
代
表
的
思
想
家
で
あ

る
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
著
作
が
、
現
在
望
み
う
る
最
高
の

訳
者
ら
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
時
宜
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
我
が
国
で
は
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
主
要
著
作
が
翻
訳
さ
れ
、

広
く
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
そ
れ
な
り
の
読
者
を
得
て
き
た
。
た
と
え
ば

主
著
で
あ
る
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
（
未
來
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
は
白

井
堯
子
に
よ
る
名
訳
が
あ
る
し
、
『
北
欧
か
ら
の
手
紙
』
（
石
幡
直
樹
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）
や
未
完
の
小
説
『
女
性
の
虐
待
あ
る
い

は
マ
ラ
イ
ア
』
（
川
津
雅
江
訳
、
ア
ポ
ロ
ン
社
、
一
九
九
七
年
）
も
、
現
在
手

に
入
り
づ
ら
い
も
の
の
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
本
書
の
重
要
性

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
本
書
所
収
の
二
論
説
が
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ

フ
ト
の
思
想
形
成
史
上
に
持
つ
重
要
性
で
あ
る
。
『
人
間
の
権
利
の
擁
護
』

の
方
は
、
バ
ー
ク
と
の
周
知
の
関
係
も
あ
り
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
作

品
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、『
娘
達
の
教
育
に
つ
い
て
』は
彼
女
の
デ
ビ
ュ
ー

作
で
あ
り
な
が
ら
多
く
の
人
に
知
ら
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
評
者
自
身
、

怠
惰
を
告
白
す
れ
ば
水
田
の
名
著
『
女
性
解
放
思
想
史
』
（
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
九
九
四
年
）
を
通
じ
て
そ
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
全
編

を
精
読
し
た
こ
と
は
今
ま
で
な
か
っ
た
。
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
未
邦

訳
作
品
の
中
で
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
や

ス
ミ
ス
へ
の
卓
抜
な
言
及
を
も
含
む
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
起
源
と
進
展
に

関
す
る
歴
史
的
・
道
徳
的
考
察
』
で
あ
ろ
う
が
、
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』

以
前
の
初
期
論
説
を
所
収
す
る
と
い
う
本
書
の
目
的
に
鑑
み
れ
ば
、
『
娘

達
の
教
育
に
つ
い
て
』
を
訳
出
し
た
の
は
適
切
な
選
定
と
言
え
よ
う
。

　

本
書
に
所
収
さ
れ
た
『
人
間
の
権
利
の
擁
護
』
は
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー

ク
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』
へ
の
批
判
を
企
図
し
て
執
筆
さ
れ
た
論

争
の
書
で
あ
る
が
、
そ
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

評
価
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
あ
な
た
〔
バ
ー
ク
〕
が
も
し

フ
ラ
ン
ス
人
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
地
位
と
古
さ
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
抱

く
ど
こ
ろ
か
、
暴
力
的
革
命
家
（a violent revolutionist

）
に
な
っ
て
い
た

だ
ろ
う
」
（
九
〇
頁
）
と
い
う
批
判
は
彼
に
対
し
て
明
ら
か
に
公
平
と
は

言
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
バ
ー
ク
に
対
す
る
「
個
人
攻
撃
（personal 

abuse

）
」
は
底
本
の
編
者
に
よ
っ
て
も
批
判
さ
れ
て
い
る
が
（
九
三
頁
）
、

同
時
に
バ
ー
ク
の
擁
護
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
由
を
「
財
産
の
安
全
保

障
」
と
い
う
「
利
己
的
な
原
理
」
に
過
ぎ
な
い
と
喝
破
し
（
二
〇
頁
）
、
子

供
を
持
た
な
い
聖
職
者
の
場
合
で
さ
え
、
教
会
の
財
産
は
「
観
念
上
の
子

供
で
あ
る
聖
職
者
達
に
永
久
に
引
き
継
が
れ
る
」
（
一
〇
二
頁
）
と
い
う
論

点
は
、
当
時
の
急
進
主
義
者
達
に
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が

興
味
深
か
っ
た
。
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
に
よ
る
（
広
義
の
）
私
有
財
産

制
批
判
は
共
和
主
義
的
視
座
か
ら
の
研
究
で
こ
れ
ま
で
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
が
、
十
九
世
紀
社
会
主
義
と
の
継
承
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
も
研

究
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

『
娘
達
の
教
育
に
つ
い
て
』
の
事
情
は
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
専
門
家

に
と
っ
て
さ
え
、
女
性
の
あ
る
べ
き
振
る
舞
い
に
つ
い
て
教
え
る
「
コ
ン

ダ
ク
ト
ブ
ッ
ク
」
と
い
う
種
類
の
本
は
扱
い
づ
ら
い
。
と
い
う
の
も
、
そ

の
よ
う
な
種
類
の
本
は
、
と
も
す
れ
ば
（
現
代
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
）「
女
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訳
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
を
読
み
終
え
た
あ
と
『
人
間
の
権
利
の
擁
護
』

を
紐
解
い
た
が
、
あ
ま
り
の
難
文
に
辟
易
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
今

回
改
め
て
本
書
を
読
み
通
し
て
、
当
時
の
自
分
の
理
解
の
不
確
か
さ
に
気

付
か
さ
れ
る
こ
と
が
一
度
な
ら
ず
あ
っ
た
。
本
書
に
は
共
訳
の
場
合
に
あ

り
が
ち
な
文
体
の
不
統
一
や
表
記
の
揺
れ
、
凡
例
と
本
文
と
の
齟
齬
な
ど

も
見
ら
れ
ず
、
「
喜
怒
哀
楽
に
満
ち
た
共
同
作
業
」
（
二
七
六
頁
）
と
い
う

表
現
は
誇
張
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
学
術
的
価
値
を
確
か
な
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
明
晰
で
正
確

な
訳
文
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
訳
者
ら
に
よ
る
詳
細
な
訳
註
や
解
説
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
本
書
の
底
本
と
な
っ
た
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ト
ッ
ド
と
マ
リ
リ

ン
・
バ
ト
ラ
ー
編
の
『
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
著
作
集
』
は
現

在
の
と
こ
ろ
決
定
版
著
作
集
で
あ
り
、
詳
細
な
編
注
に
は
定
評
が
あ
る
。

本
書
は
そ
の
編
注
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
利
用
し
つ
つ
、
同
時
に
充
実
し

た
訳
註
を
設
け
、
本
書
を
非
専
門
家
に
も
開
か
れ
た
も
の
に
し
て
い
る
。

聖
書
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
バ
ー
ク
の
著
作
を
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
が

参
照
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
表
現
に
は
底
本
よ
り
さ
ら
に
充
実
し
た
注
釈

が
設
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
編
注
の
九
〇
（
一
一
六
―
一
一
七
頁
）

で
底
本
の
編
者
が
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
参
照
し
た
文
献
と
し
て
カ
ン

ト
の
『
判
断
力
批
判
』
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
文
献
学
的
に
は
カ

ン
ト
の
『
美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
観
察
』
、
い
や
む
し
ろ
ロ
ッ
ク
の
『
人

間
知
性
論
』
の
可
能
性
が
高
い
と
訳
者
ら
が
指
摘
し
て
い
る
の
に
は
蒙
を

啓
か
れ
た
。
本
書
の
白
眉
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
訳
註
二
一
（
五

六
―
五
七
頁
）
の
共
通
感
覚
（com

m
on sense

）
に
関
す
る
説
明
は
少
々
丁

寧
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
学
部
の
ゼ
ミ
な
ど
で
読
む
際
に
は
む

性
は
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
い
う
硬
直
的
な
女
性
観
を
提
示
し
て
い
る
よ
う

に
も
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
『
娘
達
の
教
育
に
つ
い
て
』
も
そ
の

よ
う
な
弱
点
を
完
全
に
免
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
評
者
の
見

る
と
こ
ろ
、
本
論
説
の
重
要
性
は
そ
こ
に
は
な
い
。
む
し
ろ
『
人
間
の
権

利
の
擁
護
』
と
合
わ
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
『
女
性
の

権
利
の
擁
護
』
に
結
実
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
思

想
的
格
闘
の
軌
跡
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
分
か
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の

が
最
大
の
利
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
書
所
収
の
二
論
説

を
読
み
解
い
た
読
者
は
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
の
検
討
に
進
む
こ
と
が

望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
す
で
に
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
を
読
み
終
え

た
人
に
と
っ
て
も
、
本
書
を
紐
解
い
て
改
め
て
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
多
か

ろ
う
と
思
う
。

　

指
摘
さ
れ
る
べ
き
第
二
の
点
は
、
本
書
の
翻
訳
と
し
て
の
学
術
的
価
値

で
あ
る
。
思
想
史
上
の
古
典
に
は
、
近
年
プ
ロ
の
翻
訳
者
に
よ
っ
て
訳
さ

れ
る
も
の
も
多
い
。
た
し
か
に
、
専
門
家
の
翻
訳
は
ど
う
し
て
も
訳
文
に

幾
分
か
の
生
硬
さ
を
伴
い
が
ち
で
、
定
評
あ
る
訳
語
の
採
用
や
充
実
し
た

訳
註
・
解
説
な
ど
を
加
味
し
て
も
、
一
般
読
者
に
十
分
開
か
れ
た
内
容
と

は
言
い
難
い
。
本
書
の
利
点
は
、
訳
文
の
明
晰
さ
と
学
術
的
厳
密
さ
を
高

度
な
次
元
で
両
立
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
評
者
に
は
思
わ
れ
た
。

　

読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
疑
問
点
も
湧
か
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

実
際
に
原
文
を
確
認
し
て
み
る
と
、
難
解
な
英
文
を
よ
く
こ
こ
ま
で
リ
ー

ダ
ブ
ル
な
日
本
語
に
移
し
替
え
ら
れ
た
と
驚
く
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
。
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
英
文
は
「
同
時
代
人
で
さ
え
そ
の
難
解
さ

に
舌
を
巻
い
た
」
（
二
七
六
頁
）
と
言
わ
れ
て
お
り
、
評
者
も
か
つ
て
白
井
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し
ろ
親
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
巻
末
に
収
め
ら
れ
た
訳
者
そ
れ
ぞ

れ
に
よ
る
三
編
の
論
考
で
あ
る
。
清
水
と
後
藤
に
よ
る
『
人
間
の
権
利
の

擁
護
』
に
対
す
る
解
説
は
、
あ
る
意
味
自
明
で
は
あ
る
も
の
の
忘
れ
ら
れ

が
ち
な
知
的
文
脈
と
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
」
の
テ
キ
ス
ト
と
ウ

ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
議
論
を
細
か
く
照
応
さ
せ
て
お
り
一
読
に
値
す
る
。

ま
た
、
同
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
書
評
や
バ
ー
ク
の
反
応
に
つ
い
て
の
解
説

は
簡
に
し
て
要
を
得
て
お
り
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。「
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ

流
」
（
二
二
六
頁
）
に
本
書
を
読
む
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
研
究
者
に
国
内
外
を

問
わ
ず
（
英
）
文
学
者
が
多
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
必
要
な
解
説
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
梅
垣
に
よ
る
『
娘
達
の
教
育
に
つ
い
て
』
の
解

説
は
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
め
た
だ
け
で
な
く
本
論
説
を
単
独
で
読
む
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も

紙
幅
を
割
い
て
お
り
、
『
人
間
の
権
利
の
擁
護
』
だ
け
を
目
的
に
本
書
を

購
入
し
た
読
者
に
も
、
こ
の
解
説
だ
け
は
一
読
を
勧
め
た
い
。

　

梅
垣
の
手
に
よ
る
『
人
間
の
権
利
の
擁
護
』
の
研
究
史
は
、
本
書
の
も

う
一
つ
の
白
眉
で
あ
る
。
評
者
も
い
く
つ
か
の
定
評
あ
る
研
究
に
は
目
を

通
し
て
い
た
も
の
の
、
現
在
に
至
る
ま
で
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
情
熱
が
ウ
ル

ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
研
究
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
い
ま
我

が
国
で
こ
れ
を
書
け
る
の
は
梅
垣
し
か
い
な
い
だ
ろ
う
。
謙
虚
な
梅
垣
は

「
『
人
間
の
権
利
の
擁
護
』
の
研
究
史
」
と
銘
打
っ
て
い
る
が
、
近
年
の
ウ

ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
研
究
史
全
般
の
整
理
と
し
て
も
十
分
使
用
に
足
る
。

今
後
我
が
国
に
お
い
て
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
必

読
文
献
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

最
後
に
、
本
書
の
出
版
を
機
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
女
性
解
放
思
想
」
や
「
近

代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
に
対
す
る
知
的
関
心
が
、
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
翻
訳
の
さ
ら
な
る
充
実
が
待
た
れ
る
。
ミ

ル
の
『
女
性
の
隷
従
』
に
は
大
内
兵
衛
と
節
子
に
よ
る
翻
訳
（
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
年
）
が
あ
り
、
現
在
新
訳
も
進
行
中
だ
が
、
ミ
ル
と
ウ
ル
ス
ト

ン
ク
ラ
フ
ト
を
繋
ぐ
も
う
一
人
の
重
要
な
思
想
家
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
ン

プ
ソ
ン
の
『
人
類
の
半
数
で
あ
る
女
性
の
訴
え
』
は
未
だ
訳
さ
れ
て
い
な

い
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
ら
現
代
の
思
想
家
の
作
品
が
数
の
上
で
は

少
な
い
と
は
い
え
続
々
と
翻
訳
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

我
が
国
の
研
究
者
が
「
近
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
の
古
典
に
関
心
を
向
け
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
（
個
々
の
専
門
分
野
や
問
題
意
識
の
相
違
と
い

う
制
約
が
あ
る
と
は
い
え
）
い
さ
さ
か
残
念
で
あ
る
。
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ

ト
に
つ
い
て
も
、
先
に
挙
げ
た
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
起
源
と
進
展
に
関
す

る
歴
史
的
・
道
徳
的
考
察
』
は
革
命
史
研
究
の
重
厚
な
蓄
積
が
あ
る
我
が

国
に
お
い
て
是
非
訳
さ
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
し
、
『
女
性
の
権
利
の
擁

護
』
に
つ
い
て
も
、
白
井
訳
は
た
し
か
に
名
訳
だ
が
読
者
に
十
分
寄
り
添
っ

た
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
無
責
任
を
承
知
で
、
本
書
の

訳
者
ら
に
よ
る
さ
ら
な
る
「
共
同
作
業
」
を
期
待
し
た
い
。

 

（
や
ま
お
・
た
だ
ひ
ろ
／
近
代
英
国
社
会
思
想
史
）
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書
評　

『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の 

 
 

ナ
チ
・
ド
イ
ツ
秘
密
レ
ポ
ー
ト
』

（ 

フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
、  

オ
ッ
ト
ー
・
キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
著
、
R
・
ラ
ウ
ダ
ー
ニ
編
、

野
口
雅
弘
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
九
年
）

辰
巳
伸
知

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
「
社
会
研
究
所
」
は
、
一
九
三
三
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
が

政
権
を
掌
握
し
て
ほ
ど
な
く
、
研
究
所
ご
と
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

最
終
的
に
は
一
九
三
七
年
か
ら
は
研
究
所
は
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大

学
で
「
間
借
り
」
を
す
る
よ
う
な
形
で
研
究
所
と
し
て
の
活
動
を
継
続
し
、

研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
も
続
々
と
ア
メ
リ
カ
に
逃
れ
る
が
、
一
九
三
九

年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
時
代
が
ま
す
ま
す
暗
闇
に
包
ま
れ
る
な

か
で
、
研
究
所
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
（
最
初
は
ド
イ
ツ
語
で
、
後
に
英

語
で
）
発
行
し
て
い
た
機
関
誌
『
社
会
研
究
誌
』
も
休
刊
に
追
い
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
四
〇
年
代
前
半
の
突
出
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
仕
事
と
い

え
ば
、
そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
テ

オ
ド
ー
ル
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
、
戦
後
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
共

著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
移
住
し
た
ホ
ル

ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が
共
同
作
業
で
執
筆
し
た
こ
の
著
書
の
テ
ー
マ

は
、
啓
蒙
的
理
性
の
自
己
崩
壊
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
啓
蒙
が
野
蛮
に
転
化

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
と
さ
れ
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
型
の
社

会
主
義
に
も
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
も
未
来
へ
の

希
望
を
託
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
労
働
者
階
級
が
も
つ
と
さ
れ
て
き
た

解
放
的
潜
勢
力
へ
の
期
待
も
潰
え
て
し
ま
っ
た
な
か
で
、
『
啓
蒙
の
弁
証

法
』
は
そ
の
名
宛
人
を
失
っ
た
「
投
壜
通
信
」
（
受
取
手
の
あ
て
も
な
く
壜

に
詰
め
て
海
に
放
た
れ
た
通
信
）
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

一
九
四
〇
年
代
前
半
の
研
究
所
お
よ
び
研
究
所
メ
ン
バ
ー
は
、
お
お
む

ね
亡
命
先
で
、
特
に
政
治
的
に
は
活
動
不
能
の
状
態
に
追
い
こ
ま
れ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
同
じ
時
代
に
一
部
の
研
究
所
メ
ン
バ
ー
は
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
「
戦
略
情
報
局
」
（O

ffi
ce of Strategic Services 

略
称

O 

S 

S
「
戦
略
事
務
局
」
と
も
訳
さ
れ
る
）
の
調
査
・
分
析
部
（
R 

& 

A
）
中
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欧
セ
ク
シ
ョ
ン
で
主
と
し
て
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
に
関
す
る
情
報
収
集
と
分
析

お
よ
び
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
あ
た
っ
て
い
た
（
な
お
、
O 

S 

S
は
一
九
四
一
年

に
創
設
さ
れ
た
「
情
報
調
整
局
」
（O

ffi
ce of the C

oordinator of Inform
ation 

略
称
O 

C 
O 
I
）
の
後
継
組
織
と
し
て
一
九
四
二
年
に
発
足
す
る
が
、
こ
れ
は
一

九
四
七
年
に
創
設
さ
れ
る
C 

I 

A
の
前
身
で
あ
る
）
。
O 

S 

S
で
業
務
に
携

わ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
「
社
会
研
究
所
」
ゆ
か
り
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー

は
、
ナ
チ
ズ
ム
分
析
の
古
典
的
名
著
で
あ
る
『
ビ
ヒ
モ
ス
─
─
ナ
チ
ズ
ム

の
構
造
と
実
際
』
の
著
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
、
は
じ
め
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
も
と
で
学
び
、
後
に
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
や
『
一
次
元
的
人
間
』
で
脚

光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
、
そ
し
て
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
弟
子
で
政
治
学
者
・
法
学
者
の
オ
ッ
ト
ー
・
キ
ル
ヒ
ハ
イ

マ
ー
で
あ
る
。
本
書
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

O 

S 

S
で
作
成
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
は
文
書
の
性
格
上
、
匿
名
で
書
か
れ
て

お
り
、
筆
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

本
書
の
編
者
の
ラ
フ
ァ
エ
レ
・
ラ
ウ
ダ
ー
ニ
は
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
マ

ル
ク
ー
ゼ
・
ア
ル
ヒ
ー
フ
の
資
料
や
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
カ
レ
ッ
ジ
パ
ー
ク

米
国
国
立
公
文
書
館
（
U 

S 

N 

A
）
に
残
さ
れ
て
い
る
書
簡
、
会
議
録
、

進
捗
レ
ポ
ー
ト
、
あ
る
い
は
内
部
メ
モ
と
照
合
し
つ
つ
、
誰
が
ど
の
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
を
執
筆
し
た
の
か
を
特
定
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
書
は
、Franz N

eum
ann, H

erbert M
arcuse, O

tto K
irchheim

er, 
Secret reports on N

azi G
erm

any: Th
e Frankfurt School C

ontribution to the 

W
ar Effort, edited by R

affaele Laudani, Princeton U
niversity Press, 

2013

の
邦
訳
で
あ
る
。
原
書
に
は
三
一
本
の
レ
ポ
ー
ト
が
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
本
書
で
は
そ
の
う
ち
一
五
本
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

　

全
体
は
、
編
者
に
よ
る
序
論
、
第
Ⅰ
部
「
敵
の
分
析
」
、
第
Ⅱ
部
「
崩

壊
の
パ
タ
ー
ン
」
、
第
Ⅲ
部
「
政
治
的
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
、
第
Ⅳ
部
「
非
ナ

チ
化
と
〔
占
領
〕
軍
事
政
府
」
、
第
Ⅴ
部
「
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か

の
新
し
い
ド
イ
ツ
」
、
第
Ⅵ
部
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
へ
」
、
第
Ⅶ
部
「
新
た

な
敵
」
と
い
っ
た
七
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
は
、
一

～
三
本
の
レ
ポ
ー
ト
が
含
ま
れ
て
お
り
、
第
Ⅰ
部
「
敵
の
分
析
」
で
は
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
に
つ
い
て
の
解
釈
や
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
政
治
的
状
況
に
つ
い

て
の
見
通
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
国
主
義
に
つ
い
て
の
考
察
、
第
Ⅱ
部
「
崩

壊
の
パ
タ
ー
ン
」
で
は
一
九
四
三
年
時
点
で
の
ド
イ
ツ
人
の
戦
意
や
ド
イ

ツ
崩
壊
の
あ
り
う
る
道
筋
に
つ
い
て
の
考
察
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
「
政
治
的
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
以
降
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
ナ
チ
・
ド

イ
ツ
の
軍
事
的
敗
北
が
濃
厚
に
な
る
一
九
四
四
年
を
中
心
に
書
か
れ
た
も

の
で
、
第
Ⅲ
部
で
は
ナ
チ
に
対
抗
す
る
政
治
的
、
社
会
的
勢
力
（
邦
訳
で

は
「
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
の
分
析

が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
共
産
党
と
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
が
と
り
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
社
会
民
主
党
に
つ
い
て
は
著
者
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
は

多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
い
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
日
付
は
一
九
四
五
年

九
月
一
日
で
あ
り
、
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
の
崩
壊
後
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て

も
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
再
建
に
あ
た
っ
て
の
社
会
民
主
党
が
果
た
す
役
割
の

重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
Ⅳ
部
「
非
ナ
チ
化
と
〔
占
領
〕
軍
事
政
府
」
と
第
Ⅴ
部
「
新
し
い
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
な
か
の
新
し
い
ド
イ
ツ
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
レ
ポ
ー
ト
は
、

ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
の
決
定
的
崩
壊
以
前
の
一
九
四
四
年
の
夏
と
秋
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
占
領
政
策
に
つ
い
て
の
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考
察
と
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅵ
部
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
へ
」
で
は
、

ノ
イ
マ
ン
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
「
戦
争
犯
罪
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
問
題
」

以
外
は
一
九
四
五
年
の
夏
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
戦
争
犯
罪
や
残

虐
行
為
に
関
わ
る
責
任
の
所
在
や
戦
犯
の
扱
い
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
と

提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
第
Ⅶ
部
「
新
た
な
敵
」
に
は
マ
ル
ク
ー

ゼ
が
執
筆
し
た
「
世
界
共
産
主
義
の
潜
勢
力
」
と
題
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の

み
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
日
付
は
一
九
四
九
年
八
月

一
日
で
あ
り
、
す
で
に
東
西
冷
戦
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
、
東

欧
ブ
ロ
ッ
ク
や
中
国
、
ア
ジ
ア
の
植
民
地
・
半
植
民
地
、
そ
し
て
西
欧
諸

国
に
お
け
る
共
産
主
義
の
実
態
や
勢
力
に
つ
い
て
の
分
析
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
原
書
に
は
あ
っ
て
邦
訳
で
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
レ
ポ
ー
ト

は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
空
襲
の
社
会
的
・
政
治
的
効
果
や
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺

未
遂
事
件
、
ド
イ
ツ
の
イ
ン
フ
レ
等
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

　

O 

S 

S
の
対
ナ
チ
戦
略
に
彼
ら
が
協
力
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
「
社
会

研
究
所
」
で
の
居
場
所
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
満
足
の
い
く
研

究
を
そ
こ
で
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り

も
研
究
所
の
財
政
的
窮
乏
に
よ
り
研
究
所
か
ら
の
経
済
的
な
援
助
が
期
待

で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
編
者
ラ
ウ
ダ
ー
ニ
は
、
「
序
論
」
の
な
か

で
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
九
六
八
年
に
当
時
の
学

生
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
現
在
は
緑
の
党
所
属
の
欧
州
議
会
議
員
の
ダ
ニ

エ
ル
・
コ
ー
ン
＝

ベ
ン
デ
ィ
ッ
ト
が
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
講
演
中
に
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
C 

I 

A
の
情
報
員
で
あ
っ
た
こ
と
の
告
白
を
迫
る
と
い
う

一
幕
が
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
活
動
し
て
い
た
の
は
C 

I 

A
で
は
な
く

そ
の
前
身
の
O 

S 

S
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
ま
だ
C 

I 

A
は

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
当
時
す
で
に
「
新
左
翼
運
動

の
教
祖
」
と
し
て
の
名
声
（
？
）
を
得
て
い
た
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
、
こ
の
よ

う
な
過
去
は
確
か
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
も
の
で
は
あ
っ
た
。
コ
ー
ン
＝

ベ
ン
デ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
挑
発
が
マ
ル
ク
ー
ゼ
お
よ
び
ノ
イ
マ
ン
、
キ
ル
ヒ

ハ
イ
マ
ー
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
メ
ン
バ
ー
の
過
去
の
活
動
を
明
る
み

に
出
す
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
当
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
過
去
の
活
動
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
ラ
ウ
ダ
ー
ニ
は
、
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ

ら
の
思
想
家
た
ち
は
、
過
去
に
行
な
っ
た
政
府
の
活
動
に
関
し
て
、
何
ら

か
の
困
惑
し
た
顔
色
を
見
せ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
一

度
な
ら
ず
、
彼
ら
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
批
判
理
論
を
フ
ァ
シ
ズ

ム
に
対
す
る
戦
い
の
実
際
の
ツ
ー
ル
に
す
る
数
少
な
い
試
み
の
一
つ
と
し

て
、
自
分
た
ち
の
関
与
を
誇
ら
し
げ
に
擁
護
し
た
」
と
し
て
い
る
。
ホ
ル

ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
が
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
と
い
う
「
投
壜
通
信
」

を
構
想
・
執
筆
し
て
い
た
そ
の
時
に
、
一
九
四
三
年
か
ら
四
五
年
を
中
心

に
マ
ル
ク
ー
ゼ
た
ち
は
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
と
い
う
敵
に
対
し
て
、
調
査
・
分

析
と
い
う
手
法
で
対
峙
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
批
判
理
論
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対

す
る
戦
い
の
実
際
の
ツ
ー
ル
に
す
る
」
と
い
う
目
論
見
は
、
額
面
通
り
に

実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
を
一
読
し
て
最
初
に
気
づ
く
こ
と
は
、

そ
の
文
体
や
論
証
の
仕
方
の
「
即
物
性
」（
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
）
で
あ
る
。

ラ
ウ
ダ
ー
ニ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
O 

S 

S
の
調
査
・
分
析
部
の
官

僚
制
的
組
織
は
、
「
強
迫
的
な
ま
で
に
科
学
的
な
客
観
性
と
中
立
性
を
要
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求
し
た
」
。
哲
学
者
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
見
事
な
ま

で
に
哲
学
的
、
思
弁
的
語
彙
が
欠
け
て
い
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
著
作
に
慣

れ
親
し
ん
だ
目
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
そ
う
と
告
げ
ら
れ
な
い
限
り
マ

ル
ク
ー
ゼ
の
筆
に
よ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
「
成
熟
し
た
、

客
観
的
な
科
学
調
査
」
と
い
う
基
準
に
合
わ
な
い
文
学
的
、
哲
学
的
修
辞

は
そ
こ
で
は
禁
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
ら
は
自
ら
の
思
想

的
志
向
性
や
「
批
判
理
論
」
の
精
神
と
O 

S 

S
の
調
査
・
分
析
部
の
要
求

と
の
折
り
合
い
に
心
を
砕
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
「
個
々
の
戦
場
、
新
聞
・
雑
誌
の
論
評
、
電
話
の

盗
聴
、
捕
虜
の
尋
問
、
そ
し
て
ま
た
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
の
す
べ
て
の

資
料
源
の
よ
う
な
、
た
く
さ
ん
の
『
通
例
で
は
な
い
』
情
報
源
」
に
ア
ク

セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
「
社
会
研
究
所
」
で
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
経
験
的
基
盤
を
自
ら
の
研
究
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
彼

ら
の
研
究
は
、
膨
大
な
情
報
と
資
料
に
基
づ
い
た
、
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
で
は

あ
る
が
手
堅
い
分
析
と
報
告
に
結
実
し
て
い
る
と
同
時
に
、
彼
ら
の
レ

ポ
ー
ト
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
徹
底
し
た

ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
批
判
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
特
に
一
九
四
四
年
以
降

の
レ
ポ
ー
ト
に
現
れ
る
ド
イ
ツ
の
占
領
政
策
に
お
け
る
非
ナ
チ
化
と
戦
争

犯
罪
に
対
す
る
処
罰
を
徹
底
す
る
こ
と
へ
の
提
言
に
、
そ
の
こ
と
は
見
て

と
れ
る
。

　

一
九
四
四
年
に
ア
メ
リ
カ
の
財
務
長
官
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に

よ
っ
て
立
案
さ
れ
た
「
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
・
プ
ラ
ン
」
―
―
ド
イ
ツ
の
領
土

分
割
と
産
業
基
盤
の
破
壊
を
推
奨
す
る
プ
ラ
ン
―
―
に
反
対
し
て
、
彼
ら

は
「
ド
イ
ツ
社
会
か
ら
侵
略
の
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
」
「
ド
イ
ツ
人
の

生
活
か
ら
ナ
チ
と
軍
事
的
な
影
響
を
可
能
な
限
り
も
っ
と
も
徹
底
し
て
除

去
す
る
こ
と
」
を
提
言
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ナ
チ
の
政
治
的
・
軍
事

的
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
パ
ー
ジ
や
、
常
備
軍
の
撤
廃
と
武
器
製
造
の
禁
止
だ

け
で
は
な
く
、ナ
チ
ズ
ム
の
「
経
済
的
基
盤
」
の
掘
り
崩
し
（
ナ
チ
・
レ
ジ
ー

ム
を
支
え
た
経
済
機
構
の
解
体
、
経
済
人
の
摘
発
）
や
ナ
チ
に
親
和
的
な
、
あ

る
い
は
民
主
化
に
敵
対
的
な
政
党
や
組
織
や
集
団
を
ド
イ
ツ
の
再
建
の
プ

ロ
セ
ス
か
ら
排
除
す
る
こ
と
な
ど
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ノ
イ
マ
ン
や
マ
ル
ク
ー
ゼ
、

キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
ナ
チ
ズ
ム
や
ナ
チ
・
レ
ジ
ー
ム
に
関
す
る
分
析

の
当
否
は
個
々
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼

ら
の
提
言
が
ど
の
程
度
実
際
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
戦
争
政
策
や
占
領

政
策
に
影
響
を
与
え
た
の
か
、
さ
ら
に
は
対
ド
イ
ツ
政
策
だ
け
で
は
な
く

対
日
政
策
に
ど
れ
ほ
ど
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、

あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
の
亡
命
左
翼
知
識

人
の
ア
メ
リ
カ
政
治
へ
の
関
わ
り
方
を
示
す
貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ

り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
特
に
戦
後
ド
イ

ツ
で
再
建
さ
れ
た
「
社
会
研
究
所
」
の
第
一
の
課
題
が
ド
イ
ツ
社
会
や
ド

イ
ツ
人
の
民
主
化
へ
の
貢
献
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
や
は
り
重
要
な

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 

（
た
つ
み
・
し
ん
じ
／
社
会
学
・
社
会
哲
学
）
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書
評　

『
世
俗
の
時
代
（
上
・
下
）』

（ 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
著
、
千
葉
眞
監
訳
、
木
部
尚
志
・

山
岡
龍
一
・
遠
藤
知
子
・
石
川
涼
子
・
梅
川
佳
子
・ 

 

高
田
宏
史
・
坪
光
生
雄
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、 
 

二
〇
二
〇
年
）

鬼
頭
葉
子

　

『
世
俗
の
時
代
』
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
が
一
九
九
八
～
九
九

年
に
行
っ
た
ギ
フ
ォ
ー
ド
・
レ
ク
チ
ャ
ー
（
本
書
上
巻
第
一
部
か
ら
第
三
部
）

の
内
容
に
加
え
、
そ
の
後
執
筆
さ
れ
た
諸
論
文
を
併
せ
て
第
四
部
・
第
五

部
（
下
巻
）
と
し
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
邦
訳
で
九
〇
〇
頁
以
上
に
も

お
よ
ぶ
こ
の
大
著
は
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
言
を
借
り
れ
ば
「
分
析
的
・
現
象

学
的
・
系
譜
学
的
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
（C

asanova, p. 265

）
。
テ
イ
ラ
ー

自
身
も
認
め
る
よ
う
に
相
互
に
関
連
し
合
う
い
く
つ
か
の
論
文
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
っ
て
、
重
複
し
た
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
本
書
の
テ
ー

マ
そ
の
も
の
は
極
め
て
一
貫
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、

単
に
世
俗
の
時
代
に
お
け
る
（
ラ
テ
ン
系
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
）
精
神
・
知

的
構
造
を
分
析
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日
に
お
い
て
成
立
可
能
な
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
と
は
何
か
を
考
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
不
信
仰
や
宗
教
の
世

俗
化
に
つ
い
て
、
特
に
上
巻
で
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
テ
イ
ラ
ー
の
意
図
は
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
衰
退
を
宣
言
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
『
世
俗
の
時
代
』
の
刊
行
以
来
、
こ
の
著
作
に
関
す
る

書
評
論
文
集
が
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る

Aspiring to Fullness in a Secular Age

の
中
で
、
ハ
ー
ト
は
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
世
俗
の
時
代
』
の
主
な
推
進
力
は
、
宗
教
は

近
代
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
不
可
逆
な
衰
退
に
入
り
、
消
滅
す
る
運
命
に

あ
る
と
す
る
世
俗
化
の
ド
グ
マ
に
挑
戦
す
る
こ
と
で
あ
る
（H

erdt, pp. 

194-195

）
。
ま
た
ハ
ー
ト
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
、
も
し
私
た
ち
が
世

俗
化
の
テ
ー
ゼ
の
抑
圧
的
な
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
物
の
信

仰
は
、
過
去
よ
り
も
今
日
の
方
が
可
能
と
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
（H

erdt, 

p. 194
）
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
書
に
お
け
る
世
俗
化
、
ま
た
真
の
信
仰
や
宗

教
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

テ
イ
ラ
ー
は
世
俗
化
に
つ
い
て
三
つ
の
理
解
を
列
挙
し
て
い
る
。
ま
ず

「
世
俗
性
1
」
は
、
公
共
の
場
か
ら
神
が
不
在
と
な
り
、
経
済
、
政
治
、
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文
化
、
教
育
、
職
業
、
娯
楽
な
ど
に
お
い
て
人
々
が
行
動
す
る
場
合
、
そ

こ
で
依
拠
す
る
行
動
規
範
や
原
理
は
、
神
や
究
極
的
な
も
の
と
結
び
付
け

ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
二
頁
）
。
こ
れ
は
公
共
圏
か

ら
の
宗
教
の
撤
退
で
あ
る
。
公
共
圏
か
ら
宗
教
が
退
い
て
も
、
人
々
の
内

面
の
事
柄
と
し
て
宗
教
が
残
り
、
「
私
事
化
」
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
そ
し
て
「
世
俗
性
2
」
は
、
「
宗
教
的
信
条
と
実
践
の
衰
退
」
を

意
味
し
、
人
々
が
実
際
に
教
会
へ
と
足
を
踏
み
い
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
。
最
後
に
「
世
俗
性
3
」
は
、
「
信
仰
の

条
件
」
の
変
化
で
あ
る
。
神
へ
の
信
仰
が
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
受
け

取
ら
れ
て
い
た
状
況
か
ら
、
神
を
信
じ
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
選
択
肢
の
中

の
一
つ
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
へ
の
移
行
を
指
す
。

　

テ
イ
ラ
ー
は
、
こ
の
世
俗
の
時
代
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ

う
な
問
い
で
始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
五
〇
〇
年
に
は
神
を
信
じ
な
い

こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
の
に
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
信

仰
を
も
た
な
い
こ
と
が
容
易
で
あ
る
ば
か
り
か
、
不
可
避
な
こ
と
に
す
ら

思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
の
問
い
で
あ
る
。
テ
イ
ラ
ー

の
分
析
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
神
を
信
じ
て
い
た
一
五
〇
〇
年
以
前
の
時
代

に
は
、
三
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
ま
ず
人
々
が
生
き
る
自
然
の
世
界
は
、

神
の
目
的
と
行
為
と
を
例
証
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
（
悪
天

候
や
豊
穣
の
恵
み
は
神
の
行
為
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
王
国
や
教
会
な
ど
、
世
俗

の
社
会
秩
序
は
、
神
と
い
う
高
次
の
も
の
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
人
々
は
「
脱
魔
術
化
」
以
前
の
世
界
に
生
き
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
三

つ
の
時
代
的
特
徴
が
消
失
し
た
こ
と
が
、
冒
頭
の
問
い
の
一
つ
の
答
え
で

あ
る
。

　

し
か
し
テ
イ
ラ
ー
は
こ
こ
に
止
ま
ら
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
近

代
は
「
た
ん
な
る
消
失
お
よ
び
減
算
の
物
語
」
で
は
な
い
（
三
一
頁
）
。
単

に
科
学
の
進
展
に
よ
っ
て
脱
魔
術
化
が
進
ん
だ
と
い
っ
た
説
明
で
は
す
べ

て
を
語
り
つ
く
せ
な
い
。
テ
イ
ラ
ー
は
こ
こ
で
「
充
溢
（fullness

）
」
と

い
う
概
念
に
言
及
す
る
。
こ
れ
は
「
道
徳
的
な
い
し
は
霊
＝
精
神
的
な
憧

憬
」
の
こ
と
で
、
一
五
〇
〇
年
の
時
点
で
は
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は

神
で
あ
っ
た
（
三
一
頁
）
。
神
以
外
の
も
の
が
い
か
に
「
充
溢
」
と
し
て

選
択
肢
に
上
り
え
た
の
か
に
つ
い
て
も
テ
イ
ラ
ー
は
明
ら
か
に
し
て
い
こ

う
と
試
み
て
い
る
。
脱
魔
術
化
は
不
信
仰
へ
の
障
害
を
取
り
払
っ
た
が
、

そ
こ
に
別
の
選
択
肢
が
必
要
に
な
る
と
テ
イ
ラ
ー
は
い
う
。
そ
れ
が
「
排

他
的
人
間
主
義
（exclusive hum

anism

）
」
と
よ
ば
れ
る
思
潮
で
あ
る
。
こ

れ
は
宗
教
改
革
に
代
表
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
「
改
革
」
、

お
よ
び
理
神
論
の
形
成
を
通
じ
て
選
択
肢
と
し
て
準
備
さ
れ
た
。
こ
の
排

他
的
人
間
主
義
は
、
人
間
を
「
超
越
」
す
る
こ
と
の
な
い
一
切
の
内
在
的

価
値
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
宗
教
は
「
超
越
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
世
俗
の
時
代
と
は
、
人
間
の
開
花
繁
栄
（hum

an flourishing

）
を
超
え

た
す
べ
て
の
目
標
の
失
墜
が
想
定
可
能
に
な
っ
た
時
代
」
と
テ
イ
ラ
ー
は

い
う
（
二
五
頁
）
。
「
人
間
の
開
花
繁
栄
を
超
え
た
よ
り
高
次
の
何
ら
か
の

善
が
存
在
す
る
」
こ
と
を
排
他
的
人
間
主
義
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
二
五
頁
）
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
単
に
宗
教
の
衰
退
を
表
す
も
の
で
は
な

い
。
排
他
的
人
間
主
義
は
理
神
論
を
経
て
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
か
ら
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
世
俗
化
は
宗
教
的
信
仰
の
強
化
と
手
を
携
え
て

進
行
し
て
い
る
」
と
テ
イ
ラ
ー
は
見
て
い
る
（
一
七
五
頁
）
。
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以
上
の
主
題
は
、
第
一
部
の
序
章
及
び
第
一
章
で
論
じ
ら
れ
る
。
続
い

て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
提
唱
さ
れ
た
規
律
と
訓
練
に
基
づ
く
「
シ
ヴ
ィ
リ

テ
ィ
」
の
概
念
、
個
人
が
共
同
体
に
埋
め
込
ま
れ
た
存
在
で
は
な
く
、
自

由
な
個
人
と
な
っ
て
い
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
、
す
な
わ
ち
「
脱

埋
め
込
み
（disem

bedding

）
」
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
二
部
で
は
世
俗

化
を
促
進
し
た
理
神
論
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
第
三
部
で
は
「
ノ
ヴ
ァ
・

エ
フ
ェ
ク
ト
」
、
排
他
的
人
間
主
義
以
外
も
含
め
た
不
信
仰
の
選
択
肢
が
、

新
星
爆
発
効
果
の
よ
う
に
社
会
一
般
に
広
が
る
様
が
叙
述
さ
れ
る
。

　

第
四
部
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
「
動
員
の
時
代
」
と
呼
ぶ
一
八
〇
〇
～
一
九

五
〇
年
代
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
「
動
員
」
と
は
、
政
府
や
教

会
の
支
配
者
層
、
エ
リ
ー
ト
層
の
行
為
を
通
じ
て
人
々
が
新
し
い
構
造
を

受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
説
得
や
強
制
と
い
っ
た
「
動
員
」
を
通

し
て
共
同
社
会
の
新
し
い
プ
ロ
セ
ス
に
向
か
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
一

九
六
〇
年
代
以
後
は
「
本
来
性
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
。
個
人
化
や
個
人

主
義
が
進
み
、
個
々
人
は
「
幸
福
の
追
求
」
に
い
そ
し
む
よ
う
に
な
る
。

何
ら
か
の
外
的
な
権
威
の
下
に
身
を
置
く
よ
う
な
、
信
仰
と
は
か
け
離
れ

た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
生
活
形
態
も
ま
た
、
個
々
人
が
選
択
し
て
追
求
す

る
も
の
で
あ
る
。
第
五
部
に
お
い
て
は
現
代
世
界
に
お
け
る
信
仰
の
条
件

の
変
化
、
ま
た
信
仰
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
現
代
に
お
い
て

我
々
は
「
内
在
的
枠
組
み
（im

m
anent fram

e

）
」
と
い
う
、
自
然
的
秩
序

を
超
越
的
秩
序
に
対
抗
さ
せ
る
世
界
を
構
成
す
る
形
式
を
持
っ
て
い
る
。

自
己
充
足
的
な
内
在
的
秩
序
に
あ
っ
て
は
、
枠
組
み
を
超
え
た
善
を
参
照

す
る
必
要
が
な
い
。

　

で
は
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
あ
る
い
は
信
仰
が
可
能

だ
と
テ
イ
ラ
ー
は
判
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
テ
イ
ラ
ー
が
記
述
し
て
き
た

ラ
テ
ン
系
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
は
、
「
全
体
性
へ
の
憧
憬
」
「
身
体

性
へ
の
憧
憬
」
が
あ
る
と
い
う
（
七
二
八
頁
）
。
テ
イ
ラ
ー
は
脱
魔
術
化
の

過
程
を
描
き
出
す
な
か
で
、
宗
教
が
「
脱
肉
（excarnation

）
」
化
し
て
き

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
の
抑
止
、
祝
祭
的
・
秘
跡
的
要
素

の
廃
止
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
人
々
は
宗
教
に
お
け
る

身
体
性
の
感
覚
を
喪
失
し
、
宗
教
は
頭
の
な
か
に
住
ま
う
よ
う
に
な
っ
た

（
七
二
八
頁
）
。
ま
た
ミ
ル
バ
ン
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
考

察
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
規
律
を
重
ん
じ
る
た
め
に
祝
祭
を
軽
視
し
、

救
い
の
解
放
の
喜
び
を
地
獄
の
恐
怖
で
覆
い
隠
し
た
歪
ん
だ
キ
リ
ス
ト
教

の
継
続
は
、
人
類
の
普
遍
的
な
同
意
を
二
度
と
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（M

ilbank, p. 82

）
。

　

一
方
テ
イ
ラ
ー
が
新
た
な
宗
教
の
可
能
性
と
し
て
示
唆
す
る
「
受
肉
」

の
宗
教
で
は
、
無
条
件
に
身
体
性
を
脇
に
お
い
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

福
音
書
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
「
憐
れ
み
」
は
「
一
種
の
は
ら
わ
た
感
覚
」

で
あ
る
と
テ
イ
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
（
七
六
〇
頁
）
。
そ
し
て
世
俗
化
を
経

た
今
日
に
お
け
る
宗
教
の
可
能
性
と
し
て
テ
イ
ラ
ー
が
挙
げ
る
の
が
、「
ア

ガ
ペ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」を
基
盤
と
し
た
あ
り
方
で
あ
る
。
「
ア
ガ
ペ
ー

は
そ
れ
自
身
、
憐
れ
み
―
―
身
体
的
欲
求
と
し
て
、
そ
れ
自
体
が
受
肉
化

さ
れ
た
も
の
―
―
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
テ
イ
ラ
ー
は
い
う

（
七
六
五
頁
）
。
そ
し
て
受
肉
の
宗
教
が
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
「
ア
ガ
ペ
ー

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」は
、
他
宗
教
や
無
神
論
を
も
包
括
し
う
る
と
テ
イ
ラ
ー

は
考
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
埋
め
込
ま
れ
た
社
会
秩
序
か
ら
、
人
格
的

な
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
へ
と
人
を
呼
び
だ
し
（
一
九
三
頁
、H

erdt, 
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p. 213

）
、
特
定
の
宗
教
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
他
者
と
の
新
た
な
関

係
性
の
な
か
に
踏
み
出
さ
せ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
テ
イ
ラ
ー
は
主

張
す
る
。
こ
の
特
性
は
、
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
物
語
に
よ
っ
て
も
提

示
さ
れ
る
（
八
七
七
～
八
七
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
サ
マ
リ
ア
人
は
、
異
邦
人

に
対
し
憐
れ
み
を
お
ぼ
え
、
自
ら
の
共
同
体
の
外
へ
と
歩
み
だ
し
、
新
た

な
ア
ガ
ペ
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
テ

イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
者
は
自
ら
を
歴
史
的
秩
序
の
内
に

位
置
づ
け
、
か
つ
そ
の
秩
序
を
超
え
て
い
く
存
在
で
あ
る
（
八
九
八
頁
）
。

そ
し
て
、
こ
の
秩
序
を
超
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
力
の
根
底
に
は
ア
ガ
ペ
ー

が
あ
り
、
人
間
の
変
革
を
も
た
ら
す
ア
ガ
ペ
ー
を
基
盤
と
し
た
信
仰
こ
そ
、

テ
イ
ラ
ー
が
想
定
す
る
「
世
俗
の
時
代
」
に
お
い
て
可
能
な
キ
リ
ス
ト
教

の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

　

テ
イ
ラ
ー
は
本
書
に
お
い
て
、
神
学
的
議
論
を
極
め
て
抑
制
的
に
用
い

つ
つ
、
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
た
宗
教
哲
学
の
構
築
に
成
功
し

た
。
『
世
俗
の
時
代
』
は
、
政
治
哲
学
の
み
な
ら
ず
新
た
な
宗
教
哲
学
の

提
唱
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
テ
イ
ラ
ー
の
ア
ガ
ペ
ー
理
解
は
、

新
た
な
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
可
能
性
も
示
唆
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
自
身

は
、
本
書
に
お
け
る
議
論
の
着
地
点
が
、
広
く
宗
教
全
般
に
妥
当
す
る
と

い
う
が
、
評
者
は
キ
リ
ス
ト
教
に
特
徴
的
な
理
解
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。
ま
た
テ
イ
ラ
ー
は
、
超
越
を
「
人
間
の
繁
栄
を
超
え
た
も
の
」

と
定
義
し
、
排
他
的
人
間
主
義
や
内
在
的
枠
組
み
は
、
超
越
的
実
在
に
応

答
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
誤
認
し
て
い
る
と
み
る
（
九
一
四
頁
）
。

無
神
論
な
ど
を
承
認
し
つ
つ
も
、
テ
イ
ラ
ー
は
よ
り
超
越
に
開
か
れ
た
キ

リ
ス
ト
教
な
ど
の
宗
教
を
評
価
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
超

越
理
解
に
つ
い
て
の
説
明
も
十
分
で
は
な
く
、
こ
の
点
は
多
く
の
議
論
を

呼
ぶ
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
翻
訳
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
本
書
は
千
葉
眞
氏
監

訳
の
も
と
、
テ
イ
ラ
ー
研
究
で
実
績
の
あ
る
若
手
研
究
者
ら
も
含
め
、
第

一
線
で
活
躍
す
る
研
究
者
が
集
結
し
て
取
り
組
ん
だ
労
作
で
あ
り
、
第
五

六
回
日
本
翻
訳
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
決
し
て
一

本
筋
と
は
言
え
な
い
議
論
、
「
脱
肉
」
や
「
脱
埋
め
込
み
」
な
ど
独
特
の

用
語
、
ま
た
豊
富
に
引
用
さ
れ
た
散
文
や
詩
な
ど
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
相

当
の
知
識
と
忍
耐
と
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
邦
訳

出
版
を
機
に
、
テ
イ
ラ
ー
の
宗
教
哲
学
の
意
義
が
広
く
共
有
さ
れ
、
本
邦

で
の
テ
イ
ラ
ー
研
究
の
裾
野
が
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

 

（
き
と
う
・
よ
う
こ
／
宗
教
哲
学
・
キ
リ
ス
ト
教
学
）
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書
評　

『
良
き
統
治
―
―
大
統
領
制
化
す
る
民
主
主
義

』

（ 

ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
著
、
古
城
毅
・
赤
羽
悠
・

安
藤
裕
介
・
稲
永
祐
介
・
永
見
瑞
木
・
中
村
督
訳
、 

 
宇
野
重
規
解
説
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）

田
中
拓
道

　

過
去
二
〇
年
来
、
先
進
諸
国
で
は
排
外
主
義
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
広
が

り
を
見
せ
、
途
上
国
で
も
権
威
主
義
的
な
体
制
へ
と
移
行
す
る
例
が
増
え

て
い
る
。
民
主
主
義
（
以
下
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
一
括
す
る
）
を
機
能
さ
せ
る

条
件
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
改
め
て
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
近
年
だ

け
で
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
歴
史
を
た
ど
り
市
民
に
よ
る
権
力
監
視
と
い

う
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
意
義
を
説
い
た
キ
ー
ン
『
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
生
と
死
』
、
二
十
世
紀
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
を
思
想
的
に
回

顧
し
た
ミ
ュ
ラ
ー
『
試
さ
れ
る
民
主
主
義
』
、
古
今
東
西
の
国
家
を
比
較
し
、

強
力
な
国
家
、
法
の
支
配
、
政
府
の
説
明
責
任
と
い
う
三
つ
の
均
衡
を
説

い
た
フ
ク
ヤ
マ
『
政
治
の
衰
退
』
な
ど
の
大
著
が
出
版
さ
れ
て
き
た
。
包

摂
的
な
政
治
経
済
制
度
の
成
立
条
件
を
探
っ
た
ア
セ
モ
グ
ル
、
ロ
ビ
ン
ソ

ン
『
国
家
は
な
ぜ
衰
退
す
る
の
か
』
も
、
こ
の
系
列
に
含
め
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う

）
1
（

。

　

こ
れ
ら
と
比
較
し
て
、
本
書
の
特
徴
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
本
書
も
ま
た
、

縦
横
無
尽
に
欧
米
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
条
件
を
探

る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
執
行
権
力
の
民
主
的
統
制
と

い
う
論
点
に
絞
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
訳
の
副
題
に
あ
る
「
大

統
領
制
化
」
と
い
う
言
葉
を
見
る
と

）
2
（

、
ポ
グ
ン
ト
ゥ
ケ
ら
の
『
民
主
政
治

は
な
ぜ
「
大
統
領
制
化
」
す
る
の
か
』
が
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

）
3
（

。

た
だ
し
、
後
者
の
本
が
執
行
権
力
の
集
中
化
・
個
人
化
に
関
す
る
比
較
研

究
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
執
行
権
力
の
集
中
化
を
前
提
と
し
つ
つ
、

そ
の
民
主
的
統
制
に
関
わ
る
思
想
史
を
総
覧
し
、
新
た
な
理
論
化
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
点
に
違
い
が
あ
る
。

　

著
者
の
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
一
九
四
八
年
生
ま
れ
、
二
〇

〇
一
年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
「
政
治

的
な
も
の
の
近
現
代
史
」
講
座
責
任
者
を
務
め
た
。
そ
の
評
価
を
確
立
し

た
の
は
、
大
革
命
以
後
の
普
通
選
挙
、
代
表
政
、
人
民
主
権
に
関
す
る
フ

ラ
ン
ス
思
想
史
三
部
作
『
市
民
の
聖
別
』
、
『
不
可
視
の
人
民
』
、
『
未
完
の
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
で
あ
る

）
4
（

。
こ
れ
ら
に
通
低
す
る
主
題
と
は
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
内
在
す
る
矛
盾
で
あ
っ
た
。
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代

（
フ
ラ
ン
ス
）
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
特
徴
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
や
集
団
か
ら

抽
象
化
さ
れ
た
「
市
民
」
の
意
志
が
「
一
般
意
志
」
と
し
て
表
象
＝
代
表

さ
れ
、
こ
の
単
一
の
意
志
に
よ
っ
て
の
み
統
治
が
行
わ
れ
る
点
に
あ
っ
た
。

大
革
命
以
降
の
歴
史
は
、
一
元
性
、
非
人
格
性
、
統
合
―
―
「
政
治
的
な

も
の
」
と
も
称
さ
れ
る
―
―
と
、
現
実
に
存
在
す
る
個
々
人
の
多
元
的
な

属
性
―
―
職
業
、
階
級
、
結
社
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
不
平
等
な
ど
の
「
社
会

的
な
も
の
」
―
―
を
い
か
に
し
て
調
停
す
る
の
か
を
め
ぐ
る
模
索
の
歴
史

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
史
三
部
作
が
、
不
可
視
の
人
民
の
意
志
を
ど
の
よ
う
に
表
象

＝
代
表
す
る
の
か
と
い
う
論
点
を
扱
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
〇
年

代
以
降
は
代
表
政
よ
り
も
執
行
権
力
と
の
関
わ
り
か
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
問
題
が
探
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
論
点
は
『
カ
ウ
ン
タ
ー
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
、
『
民
主
的
正
統
性
』
、
『
平
等
者
た
ち
の
社
会
』
と
い
う

一
連
の
業
績
で
深
め
ら
れ
て
い
く

）
5
（

。
そ
こ
で
は
代
表
政
に
還
元
さ
れ
な
い

直
接
参
加
、
権
力
監
視
、
異
議
申
し
立
て
な
ど
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
構
成

す
る
重
要
な
要
素
と
さ
れ
た
。
本
書
は
こ
の
系
列
の
業
績
を
総
合
し
た
作

品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
内
在
す
る
本
質
的
な
矛
盾
と
そ
の
調
停
と
い
う
問
題

関
心
は
本
書
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
人
民

を
立
法
者
と
し
た
法
に
超
越
的
な
権
威
が
付
与
さ
れ
た
。
法
こ
そ
人
民
の

「
一
般
意
志
」
を
表
象
す
る
も
の
と
さ
れ
、
執
行
権
や
司
法
権
は
従
属
的

な
地
位
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
政
治
像
は
社
会

秩
序
の
維
持
と
い
う
目
的
と
矛
盾
を
き
た
す
。
早
く
も
総
裁
政
府
期
に
は
、

執
行
権
力
の
強
化
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
へ
の
人
格
化
が
試
み
ら

れ
た
。
二
十
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
お
も
に
三
つ
の
要
因
か
ら
執
行
権
力

の
強
化
が
進
む
。
一
つ
は
選
挙
権
の
拡
大
で
あ
る
。
ル
・
ボ
ン
が
「
群
衆
」

と
呼
ん
だ
多
様
な
民
衆
を
統
御
す
る
た
め
に
強
力
な
執
行
権
力
が
要
請
さ

れ
た
。
二
つ
め
は
公
行
政
の
拡
大
と
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
に
よ
る
効
率
的
な

統
治
と
い
う
理
想
で
あ
る
。
三
つ
め
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
要
因
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
人
民
投
票
に
よ
る
「
指
導
者
民
主

主
義
」
を
提
唱
し
た
よ
う
に
、
執
行
権
力
の
集
中
化
・
人
格
化
が
進
む
こ

と
と
な
っ
た
。

　

ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
が
「
大
統
領
制
化
」
と
呼
ぶ
の
は
、
執
行
権
力
が
集

権
化
・
人
格
化
し
、
議
会
権
力
に
優
位
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
人
民

の
（
疑
似
）
選
挙
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
す
。

こ
の
現
象
は
二
十
世
紀
半
ば
以
降
に
一
般
化
し
た
。
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、

複
雑
化
し
多
元
化
し
た
社
会
の
声
を
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
代
表
す
る
こ
と

の
困
難
で
あ
っ
た
。
決
定
主
体
の
意
志
や
責
任
を
明
確
化
し
、
決
定
過
程

を
民
衆
に
理
解
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
「
大
統
領
制
化
」
が
不
可

逆
的
な
現
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
後
半
部
で
は
、
大
統
領
制
化
の
下
で
被
治
者
が
統
治
者
を
民
主

的
に
統
制
す
る
た
め
の
方
途
が
探
究
さ
れ
る
。
そ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

る
の
が
理
解
可
能
性
、
統
治
責
任
、
応
答
性
で
あ
る
。
今
日
で
は
議
会
の

公
開
性
を
高
め
る
だ
け
で
は
統
治
権
力
を
統
御
で
き
な
い
。
政
党
に
よ
る

意
見
集
約
や
組
合
（
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
）
に
よ
る
利
害
調
整
も
機
能
し
な

く
な
っ
て
い
る
。
社
会
の
複
雑
性
と
不
可
視
性
が
高
ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
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そ
、
政
治
的
決
定
を
市
民
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
と
し
、
そ
の
応
答

性
を
高
め
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
執
行
権
力
に
会
計
報
告
を
義
務
づ

け
る
こ
と
、
決
定
に
関
す
る
説
明
を
強
制
す
る
こ
と
、
市
民
社
会
組
織
が

政
策
へ
の
評
価
を
行
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
統
治
者
の
資
質
を
評
価
す
る
た
め
の
概
念
も
探
究
さ
れ
て

い
る
。
良
き
君
主
の
資
質
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
以
来
の
一
貫
し
た

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
本
書
は
こ
こ
で
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
不
確
定
性
か

ら
出
発
す
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
不
定
形
な
「
人
民
」
の
意
志
に
基
づ
く

以
上
、
統
治
者
が
人
民
を
一
元
的
に
代
表
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
統

治
者
の
資
質
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
矛
盾
と
向
き
合
い
、
代
表
の
不
可

能
性
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
実
を
独
占
す
る
こ
と

な
く
市
民
の
民
主
的
討
議
に
委
ね
る
こ
と
、
統
治
者
と
被
治
者
の
間
の
非

対
称
性
を
前
提
と
し
て
決
定
手
続
き
を
透
明
化
し
、
被
治
者
か
ら
の
批
判

と
監
視
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

　

ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
の
方
法
の
特
徴
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
歴
史

資
料
や
思
想
家
の
言
説
を
大
量
に
読
み
込
み
、
そ
れ
ら
を
独
自
の
視
点
か

ら
大
胆
に
図
式
化
（schem

atize

）
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
書
で
も
、
キ

ケ
ロ
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
ハ
バ
ー
マ
ス
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
に
至
る

ま
で
、
古
今
の
思
想
家
が
縦
横
に
引
用
さ
れ
、
「
承
認
の
民
主
主
義
」
「
行

使
の
民
主
主
義
」
な
ど
独
自
の
用
語
に
よ
る
明
快
な
理
論
的
整
理
が
な
さ

れ
て
い
る
。
執
行
権
力
の
民
主
的
統
制
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
体
系
的
な

見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
点
が
、
本
書
の
最
大
の
貢
献
で
あ
ろ
う
。

　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
し
て
み
る
と
、
本
書
の
一
貫
し
た
特
徴
は
、
「
政

治
的
な
も
の
」
（
一
元
的
統
合
）
と
「
社
会
的
な
も
の
」
（
多
元
性
）
の
媒
介

と
い
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
内
在
す
る
緊
張
か
ら
執
行
権
力
の
集
権
化
を
と

ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
般
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
学
説
史
で
は
、
二

十
世
紀
初
頭
の
指
導
者
民
主
主
義
や
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
論
か
ら
ダ
ー
ル

の
多
元
主
義
論
へ
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
参
加
民
主
主
義
か
ら
近
年
の

熟
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
と
い
う
整
理
が

な
さ
れ
る
。
ハ
バ
ー
マ
ス
の
「
二
段
階
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
も
、
こ
う

し
た
系
譜
上
で
、
代
表
政
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
市
民
の
熟
議
（
討
議
）

の
役
割
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
本
書
で
は
、
代
表
政
の
機
能
不

全
と
執
行
権
力
の
肥
大
化
が
不
可
逆
的
な
現
象
と
と
ら
え
ら
れ
、
社
会
の

多
元
性
を
ど
の
よ
う
に
政
治
へ
と
集
約
す
る
か
が
問
わ
れ
る
。
本
書
が
依

拠
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
＝

ハ
バ
ー
マ
ス
的
な
討
議
理
論
で
は
な
く
、
い
わ

ば
ギ
ゾ
ー
＝

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
あ
る
（
第
Ⅲ
部
第

四
章
）
。
す
な
わ
ち
、
国
家
を
「
社
会
的
な
思
考
の
機
関
」
と
と
ら
え
、

政
治
と
社
会
の
絶
え
ざ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
相
互
作
用
に
こ
そ
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
本
書
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
像
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
論
と
も
隔
た
っ
て
い
る
。
本
書
で
も
不
可
視
の
人
々
の
意
志
や
利
害

を
表
出
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
政
治
的
な

も
の
」
へ
と
集
約
さ
れ
、
合
意
の
創
出
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
的
領
域
で
の
個
別
の
抗
議
行
動
や
S 

N 

S
を
通
じ
た
断
片
的
な
差
異

の
表
出
は
、
人
民
の
意
志
を
一
元
的
に
体
現
す
る
と
自
称
す
る
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
運
動
と
同
様
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
病
理
現
象
と
み
な
さ
れ
る
。

　

本
書
は
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
明
快
な
整
理
を
与
え

て
く
れ
る
一
方
、
既
存
の
諸
思
想
の
図
式
化
と
い
う
手
法
の
裏
返
し
と
し
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て
、
い
く
つ
か
の
論
点
は
検
討
が
不
十
分
な
ま
ま
残
し
て
い
る
。
一
つ
は
、

社
会
の
実
態
に
関
す
る
考
察
の
不
十
分
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン

ス
の
多
文
化
状
況
や
「
政
治
的
な
も
の
」
の
一
元
性
を
強
調
す
る
共
和
主

義
的
統
合
モ
デ
ル
の
行
き
詰
ま
り
は
、
本
書
の
枠
組
み
で
は
ど
う
と
ら
え

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
国
内
格
差
の
拡
大
に
対

し
、
市
民
参
加
の
重
要
性
を
訴
え
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
か
。
二
つ
目
は
、

「
政
治
的
」
な
統
合
を
担
保
す
る
主
体
を
ど
こ
に
想
定
す
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
か
つ
て
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
を
前
に

し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
築
で
は
な
く
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」

の
再
構
築
を
訴
え
て
い
た

）
6
（

。
本
書
で
は
、
欧
州
委
員
会
や
欧
州
司
法
裁
判

所
の
決
定
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
化
を
批
判
す
る
箇
所
も
あ
る
が
（
二

一
二
―
二
一
三
頁
）
、
統
治
権
力
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
化
は
正
面
か
ら
検
討
さ
れ

て
い
な
い
。
「
政
治
的
な
も
の
」
の
担
い
手
の
重
層
化
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
つ
目
に
、
執
行
権
力
の

民
主
的
統
制
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
一
方
、
代
表
政
や
立
法
権
力
と
執

行
権
力
の
関
係
に
つ
い
て
も
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
積
み
残
し
た
論
点
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
豊
か
な
資
料

と
広
い
歴
史
的
な
視
野
に
支
え
ら
れ
た
本
書
は
、
こ
の
主
題
を
さ
ら
に
探

究
す
る
た
め
の
格
好
の
題
材
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
た
な
か
・
た
く
じ
／
政
治
理
論
・
比
較
政
治
）

注（
1
） 

ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ン
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
生
と
死
（
上
）（
下
）』
森
本
醇

訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
。
ヤ
ン
＝

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
『
試

さ
れ
る
民
主
主
義
―
―
二
十
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
（
上
）（
下
）』

板
橋
拓
己
ほ
か
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ

マ
『
政
治
の
衰
退
―
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
民
主
主
義
の
未
来
へ
（
上
）

（
下
）』会
田
弘
継
訳
、講
談
社
、二
〇
一
八
年
。
ダ
ロ
ン
・
ア
セ
モ
グ
ル
、ジ
ェ

イ
ム
ズ
・
A
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
『
国
家
は
な
ぜ
衰
退
す
る
の
か
―
―
権
力
・

繁
栄
・
貧
困
の
起
源
（
上
）（
下
）』
鬼
澤
忍
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
一
六
年
。

日
本
で
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
思
想
的
に
扱
っ
た
概
説
書
の
公
刊
が
相
次
い

で
い
る
。

（
2
） 

な
お
原
題
はPierre Rosanvallon, Le bon gouvernem

ent, Seuil, 2015

で
副
題
は
付
い
て
い
な
い
。

（
3
） 

ト
ー
マ
ス
・
ポ
グ
ン
ト
ケ
、
ポ
ー
ル
・
ウ
ェ
ブ
編
『
民
主
政
治
は
な
ぜ

「
大
統
領
制
化
」
す
る
の
か
―
―
現
代
民
主
主
義
国
家
の
比
較
研
究
』
岩

崎
正
洋
監
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
。

（
4
） Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en 

France, G
allim

ard, 1992; Le peuple introuvable: histoire de la 
représentation dém

ocratique en France, G
allim

ard, 1998; La dém
ocratie 

inachevée: histoire de la souveraineté du peuple en France, G
allim

ard, 
2000.

（
5
） Pierre R

osanvallon, La contre-dém
ocratie: la politique à l’âge de la 

défiance, Seuil, 2006; La légitim
ité dém

ocratique: im
partialité, réflexivité, 

proxim
ité, Seuil, 2008; La société des égaux, Seuil, 2011.

（
6
） 

「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
『
連
帯
の
新

た
な
る
哲
学
―
―
福
祉
国
家
再
考
』
北
垣
徹
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
六

年
。
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二
〇
二
〇
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

荒
川
敏
彦
『
「
働
く
喜
び
」
の
喪
失
―
―
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
を
読
み
直
す
』
現
代
書
館

伊
藤
誠
一
郎
（Ito, Seiichiro

）English Econom
ic Th

ought in the Seventeenth 
 

 C
entury: Rejecting the D

utch M
odel, Routledge (U

K
 and U

SA)

井
上
弘
貴
『
ア
メ
リ
カ
保
守
主
義
の
思
想
史
』
青
土
社

梅
澤
佑
介
『
市
民
の
義
務
と
し
て
の
〈
反
乱
〉
―
―
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
に
お

け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
の
系
譜
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

生
越
利
昭
『
啓
蒙
と
勤
労
―
―
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
か
ら
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
へ
』
昭

和
堂

重
田
園
江
『
フ
ー
コ
ー
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How Did Syrian Political Thinkers Discover an Alliance between 
Secularism and Authoritarianism?

Hiroki OKAZAKI

　　Since 1967, Syrian political writers have sought to identify the cause of “Arab 
defeat” through reference to their own religious traditions. In his Critique of Religious 

Thought (1969), Sadik Jalal al-Azm argued that religious thinking is not only 

contrary to scientific thinking, but also reinforces existing rules and orders, thus 
hindering all political and social liberation. In other words, according to Azm, a 
theological way of thinking is totally inconsistent with modernity, freedom and 
democracy.
　　By contrast, Burhan Ghalioun was less critical of religion in his work Critique 

of Politics: State and Religion (1991). His analysis focuses on the distinct historical 

processes through which the state and religion developed, and whereby the former 
eventually came to overwhelm and dominate the latter, especially after the era of the 
Rightly Guided Caliphs. As Ghalioun notes, the reduction of all causes to “religious 
culture” runs the risk of essentialism, while overlooking the specific logic of politics, 
especially an alliance between secularism and authoritarianism in Arab countries.
　　The purpose of this article is to examine how Syrian political thinkers have 
analyzed the different logics of politics and religion, thus identifying the relation 
between secularism and authoritarianism.

Keywords: State, Islam, Secularism, Authoritarianism, Pragmatism
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Reexamination of Yuichi Shionoya’s Economic Ethics:  
The Combination of Plebiscitary Leadership Democracy and 

Deliberative Democracy

Nao SAITO

　　This paper poses the question of whether a society based on liberal 
perfectionism, which was drawn by Yuichi Shionoya as an ideal, could be derived by 
his method of institutional reform.
　　In Shionoya’s economic ethics, through Schumpeter’s research, he explains 
that a society based on liberal perfectionism can be achieved when an elite, seeking 
his own excellence, leads the masses. However, his theory of institutional reform is 
problematic. Through his interpretation of Schumpeter, he advocates a democracy 
led by a referendum elected leader, in which institutional reform is promoted by the 
adaptation of the majority of average people and the creative destruction of a few 
elites. However, the majority may not accept the elite ’s proposals for 
extraordinariness in an equality-seeking society. As a solution, Shionoya presented 
the possibility of deliberative democracy and civic virtue, but it did not fully answer 
the question. As a response to that problem, this paper presents the concept of 
political leadership; while it is extraordinary, in the sense that it destroys existing 
values and presents a new common good, it has the commonality that can 
disseminate the elite’s proposals to the majority.

Keywords: Yuichi Shionoya, Economic ethics, perfectionism, Leadership
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Hajime KAWAKAMI’s Considerations on Historical Materialism 
in the Latter Half of the 1920s:  

with a Central Focus on His Paper “A Self-Liquidation”

Shigeyuki UETANI

　　The purpose of this research is to grasp Hajime Kawakami’s understanding of 
historical materialism based on his paper “Yuibutsu-Shikan ni kansuru Jiko-Seisan 
(A Self- Liquidation about Historical Materialism)” (1927-28). In particular, I 
investigate his thought about the relationship between human social existence and 
social consciousness.
　　According to Kawakami, there were three theoretical and/or philosophical 
contentions in his study of historical materialism: Relationship between theory and 
practice, Practical materialism, and Function of human consciousness. Since human 
life is based on material or economic life supported by labour, economics, therefore, 
analyzes social relations about human material activities. Furthermore, it is said that 
the economic study of human activities can be brought us an idea of historical 
materialism as a representation of our understanding of society and history. 
Kawakami therefore concluded that materialism, economics and historical 
materialism should be closely linked in economic study.
　　Indeed, Kawakami considered social-economic structures and human lives 
through the argument with Kazuo Fukumoto and Kiyoshi Miki. This paper thus 
concludes that not only mental products, composed of the forms of social 
consciousness and the forms of ideology but also social and political life will be 
regulated by economic structures.

Keywords:  Hajime KAWAKAMI, practical materialism, historical materialism, form 
of social consciousness, form of ideology
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Religion in Karl Mannheim’s “Planning for Freedom”:  
Planned Society, Material Ethics, Archetypes

Ryusaku YAMADA

　　This article aims to clarify the role of religion in Karl Mannheim’s idea of 
“Planning for Freedom.” In England, Mannheim was an active member of a 

Christian intellectual group “the Moot” within which he elaborated his idea of 
planning, pursuing the possibility of cooperation between sociological and 
theological thinking. Many of the Moot members attempted to develop a new 
social philosophy toward the rebirth of Christian world in order to overcome the 
crisis of both laissez-faire liberalism and totalitarianism. From Mannheim’s 
viewpoint, such a philosophy had to be conceived of in accordance with the actual 
context of a changing world, which he described as a planned society. Such a 
planned society was a society which required material ethics (or the ethics of 
responsibility) instead of formalistic ethics. Here religious or moral ethics should 
not be abstract but concrete one that shows how to live as Christian believers. 
Mannheim introduced a psychological notion of “archetypes” which would appeal 
the masses’ emotion and/or subconscious for making them realize the Christian way 
of life. This article shows how Mannheim expected that archetypes, rather than 
religious dogma, contribute to the revitalization of fundamental religious spirit that 
would be necessary for the reconstruction of disintegrating mass society.

Keywords:  Karl Mannheim, Planning for Freedom, The Moot, Material Ethics, 
Archetypes
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Reading Kierkegaard from the Perspective of the Dialectic of 
Enlightenment:  

Anti-Intellectualism or Self-Reflection of Enlightenment?

Keisuke YOSHIDA

　　This paper attempts to examine S. A. Kierkegaard’s works from the perspective 
of the Dialectic of Enlightenment, written by Th. W. Adorno and M. Horkheimer. In 
social philosophy, Kierkegaard has often been considered an anti-modernist or a 
post-modernist, since he distances himself from the outside world as well as the 
concept of social modernization, and hence insists on the truthfulness of individual 
inwardness. However, beginning with the critical theorist’s conception of 
enlightenment, this study reinterprets Kierkegaard’s thought as a social philosophy 
that assumes an ambivalent attitude toward modern enlightenment and thus leads 
to its immanent critique.
　　First, this paper addresses the Dialectic of Enlightenment to confirm that Adorno 
and Horkheimer understand modern enlightenment as a historical process of 
“disenchantment” through which irrational aspects must forcibly be integrated into 

the rational framework. Second, it clarifies that using the concept of “leveling,” 
Kierkegaard problematizes excessive rationalization in the sense of standardization 
and indicates his tendency to promote anti-intellectualism. Finally, it examines how 
Kierkegaard’s criticism of the myth of reason aims to not only merely promote anti-
intellectualism but also correct the establishment to defend individuals’ qualitative 
experiences. Therefore, Kierkegaard’s thought reveals a potential for the 
“disenchantment of the disenchanted world,” which requires self-reflection of 

enlightenment as an essential part of the modern enlightenment process.

Keywords:  S. A. Kierkegaard, Th. W. Adorno, Dialectic of Enlightenment, anti-
intellectualism, disenchantment
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The Concept of Administration in Henri Saint-Simon’s Thought:  
Vision of an Industrial Administration Aiming 

Public Administration Reforms

Sayuri SHIRASE

　　This paper intends to clarify the concept of administration as formulated by 
Henri Saint-Simon (1760–1825). Upon realizing that administration by aristocrats 
and military did not satisfy the interests of “industrials” — a class comprised of all 
kinds of producers, scientists, and artists — in 1818 he began emphasizing the 
necessity of administrative reform and envisaged public administration by the most 
competent industrials. If the State’s institutional administration was refused, what 
would comprise the “industrial administration”?
　　First, we focus on the eighteenth-century definitions of “administration.” We 
present several features shared by Saint-Simon about the conceptual division 
between government and administration. Second, we provide an overview of his 
plans for industrial administration consisting of industrial capacity. By emphasizing 
the differences between “governmental action” and “administrative action,” we 
examine two characteristics of his argument: meritocracy and egalitarianism. Our 
examinations reveal that in his writings, the term “administration” indicates an 
association and a self-fulfillment of industrials by their own capacity. Despite his 
meritocratic insistence on capacity, he does not pretend to establish new privileged 
classes based on ability. The primary objective of industrial administration is to 
promote egalitarian, horizontal, and peaceful relationships — contrary to the 
hierarchical, vertical, and war-like relationships established by the old social system.

Keywords:  Henri Saint-Simon, administration, industry, public administration, 
industrial administration.
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Today, Is the “Théorie Critique” Possible ?: Now or Ever ?

Yoshio MIYAKE

　　This paper aims to analyze the two means of the “critique”.
　　Kantian philosophy could be approached from epistemological view, as well as 
ontology which M. Heidegger chose in the 20th century. Here we discussed the 
relation between Kantian philosophy and the evolution of natural science in the 
19th and 20th century. In the 21th century, more and more important is that the 
philosophy examines the science and the technology ...
　　Next, the general structure and characteristic of capitalism is analyzed from the 
point of view of “modern world system” theory, where the necessity of the state for 
“liberalism” is focused on. In this context, we examine the history of hegemonic 

state as “British Empire” and U.S.A. in the 20th century.
　　After W.W.II, America, the greatest “hegemonic state” in the history, ruled on 
the world through the regime of “global cold war”, however the process of 
“décolonisation” disturbed the world-system. In 1955, so-called “the third world” as 

India, Indonesia and Egypt assembled at Bandung and sought for the neutral 
position against the logic of cold war. But Washington refuged the neutral position 
and backed up the military coup d’ état by means of the support of CIA.
　　From 70’s, the neo-liberal project is introduced in Latin America like Chili and 
expanded in the “North-Area” after 80’. Today, the neo-liberal policy is literally 
universal on the earth. It is now when we could and should change the capitalism.

Keywords: Kantian philosophy, Théorie critique, world system, global cold war
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Social Criticism and Gender:  
An Essay on the Applicability of the Gender Perspective to the 

Study of the History of Social Thought

Kenta ONODERA

　　This paper aims to examine the importance of the gender perspective in social 
criticism regarding the study of the history of social thought. Two main questions 
are at stake here. First, what is the importance of the gender perspective in social 
criticism? Second, what is the significance of considering the history of social 
thought from a gender perspective, focusing on the intellectual history of America 
in the late nineteenth and early twentieth centuries? First, this paper examines 
Judith Butler’s critical theory. The characteristic of Butler’s argument is that 
corporeality, such as gender and sexuality, is related to human survival, and that it is 
a political issue in that the possibility of survival is unequally distributed. Second, 
by tracing the history of women’s participation in American higher education, I 
discussed which gender norms emerged in the scientifical field. Specifically, modern 
home economics reproduced gender norms in science by discussing the gender 
division of labor in Foucault’s sense of government. Through examining the ways 
in which social science discourse consisted in gender performance, I argue that a 
critical examination of the politics of corporeality is enabled.

Keywords:  gender, Judith Butler, Home Economics, Ellen Swallow Richards, 
government



257　●　〈英文抄録〉

Normative Premise of Criticism and the Philosophy of History

Hiroshi FUJINO

　　Against the critical theory of society of the Frankfurt School, the criticism was 
repeatedly expressed that it conceals the normative premise on the basis of which its 
criticism only becomes possible and that it is therefore as a theory dishonest and 
incomplete. But this criticism is wrong, at least as far as Max Horkheimer until the 
end of the 1930s concerned. He designed his theory of society on the basis of the 
Left-Hegelian tradition which saw a process of the realization of progress in the 
history, although he could no longer keep his confidence in the history in the 
course of the political development after 1939. Dialectic of Enlightenment which 
Horkheimer wrote together with Adorno between 1941 and 1944 is a document of 
their desperation. The following generations of the School, above all Jürgen 
Habermas and Axel Honneth, rejected to accept the pessimistic conception of 
history in Dialectic of Enlightenment. They tried to adopt the theoretical approach of 
Horkheimer in the 30s again. For this purpose, they must find an objective 
realization of the reason in the social movements. (Here we should not forget the 
attempt of Albrecht Wellmer not to equate the rationality with the instrumental 
reason and to pursue the possibility of aesthetic rationality in the sense of Adorno.) 
As such an interesting attempt, we should pay attention to the work of Honneth 
which tries to reactualize the idea of socialism. He will interpret the socialism other 
than the Marxist tradition and gain it as the historical-philosophical premise for 
criticism.

Keywords:  normative premise of criticism, philosophy of history, objective reason, 
aesthetic rationality, socialism
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程

一
、
論
文
投
稿
の
資
格
は
、
社
会
思
想
史
学
会
会
員
に
限
る
。

二
、
投
稿
は
随
時
受
け
付
け
る
。
た
だ
し
編
集
の
都
合
上
、
投
稿
受
け
付
け
の

区
切
り
を
年
一
回
設
け
、
七
月
三
一
日
（
必
着
）
と
す
る
。
送
付
先
は
社

会
思
想
史
学
会
事
務
局
と
す
る
。

三
、
論
文
の
枚
数
は
、
論
題
、
注
、
図
表
な
ど
を
含
め
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿

用
紙
換
算
で
六
〇
枚
（
本
文
、
注
と
も
に
、
一
行
四
〇
字
、
四
〇
行
で
印

刷
し
て
、
一
五
ペ
ー
ジ
）
以
内
と
す
る
。
論
文
の
最
後
に
、
日
本
語
表
記

の
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら
五
を
付
す
。

四
、
論
文
は
、
原
則
と
し
て
、
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て

提
出
す
る
こ
と
。
原
稿
は
A 

4
サ
イ
ズ
で
一
ペ
ー
ジ
四
〇
字
×
四
〇
行
の

書
式
と
す
る
。
論
文
に
は
、
執
筆
者
名
や
執
筆
者
を
特
定
で
き
る
よ
う
な

表
現
を
記
載
し
な
い
こ
と
。

五
、
投
稿
者
は
、
別
に
次
の
文
書
を
ワ
ー
ド
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
す
る
こ
と
。

（
1
）
編
集
連
絡
用
覚
書
。
論
題
、
執
筆
者
名
、
連
絡
先
住
所
、
電
話
番

号
、E-m

ail

ア
ド
レ
ス
、
執
筆
者
名
の
読
み
（
ひ
ら
が
な
）
、
執
筆

者
の
専
門
領
域
（
な
る
べ
く
簡
潔
に
）
を
明
記
す
る
。

（
2
）
英
文
抄
録
。
論
題
お
よ
び
執
筆
者
名
の
英
文
表
記
を
含
め
、
二
〇

〇
語
程
度
の
抄
録
を
作
成
す
る
。
ま
た
別
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
三
か
ら

五
を
付
す
。

六
、
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
執
筆
要
領
を
参
照
の
こ
と
。

七
、
論
文
の
採
否
は
、
公
募
論
文
審
査
規
程
に
基
づ
き
、
編
集
委
員
会
が
決
定
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を
除
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い

る
が
、
部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や
編
集

委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

B
の
下
：
論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
編
集
委
員
会
の

指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に

す
る
。

C
：
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
2
）
（
査
読
）
査
読
者
は
、
審
査
論
文
を
四
段
階
で
評
価
し
、
査
読
報

告
を
学
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。

（
3
）
（
編
集
委
員
会
の
審
査
）
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
の
査
読
報
告

に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
論
文
を
審
査
し
て
、
合
議
に
よ
っ
て
四
段
階

で
評
価
を
確
定
す
る
。
査
読
者
の
い
ず
れ
か
が
C
評
価
を
下
し
た
論

文
は
、
審
査
に
お
い
て
原
則
と
し
て
不
採
用
と
す
る
。
編
集
委
員
会

は
、
審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

四
、
審
査
結
果
通
知
と
再
審
査

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
結
果
を
通
知
す
る
際
、
査
読
者

の
名
を
伏
せ
た
査
読
報
告
を
付
し
て
、
審
査
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す

　

公 

募 

論 

文 

審 

査 

規 

程

一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
に
査
読
を
委
嘱
し
、
論
文
の
内

容
・
構
成
・
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に
書
き
直
し
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
査
読
者
の
委
嘱

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
一

篇
に
つ
き
複
数
名
の
査
読
者
を
選
任
し
て
、
査
読
を
委
嘱
す
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な

い
よ
う
、
慎
重
に
配
慮
す
る
。

（
2
）
査
読
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
間
お
よ

び
査
読
者
相
互
間
は
匿
名
と
し
、
査
読
者
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事

後
に
も
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
1
）
（
評
価
区
分
）
審
査
過
程
に
お
い
て
、
査
読
者
や
編
集
委
員
会
は

そ
れ
ぞ
れ
、
論
文
を
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
四
段
階
に
区
別

し
て
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

A
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報

掲
載
に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
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る
。

（
2
）
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
投
稿
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
論
文

を
書
き
直
し
て
再
提
出
し
、
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
は
、
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
箇
所
の
他
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
編
集
委
員
会
は
、
再
提
出
さ
れ
た
論
文
を
審
査
報
告
に
照
ら
し
て

再
審
査
し
、
論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
再

審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

五
、
個
人
情
報
の
保
護

査
読
者
、
編
集
委
員
会
、
学
会
事
務
局
、
幹
事
会
は
、
公
募
論
文
の
審
査

過
程
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
。
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執 

筆 

要 

領

■
表　

記

1　

現
代
仮
名
遣
い
、
常
用
漢
字
を
使
用
。

2　

接
続
詞
、
副
詞
の
類
の
漢
字
語
は
な
る
べ
く
仮
名
書
き
と
し
、
当
て
字
は

避
け
る
。

（
例
）　

故
に
→
ゆ
え
に　

所
謂
→
い
わ
ゆ
る　

然
る
に
→
し
か
る
に

　

等

3　

引
用
文
は
「　
　

」
で
括
る
。
引
用
文
中
に
さ
ら
に
引
用
の
あ
る
場
合
は

二
重
の
鍵
括
弧
『　
　

』
で
括
る
。
欧
文
を
使
用
す
る
時
は“　
　

”

な

ど
で
括
る
。
た
だ
し
、
長
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
前
後
を
一
行
空
け
て

段
落
全
体
を
二
字
下
げ
と
し
、
括
弧
は
用
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
行
目

は
さ
ら
に
一
字
下
げ
と
す
る
。

4　

数
字
は
次
の
要
領
に
て
表
記
す
る
。

［
1
］
一
般
の
数
（
基
数
詞
の
類
）
に
つ
い
て
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
入
れ
ず
四

桁
目
ま
で
は
和
数
字
を
並
べ
る
。
万
・
億
・
兆
に
つ
い
て
は
単
位
語
を
入

れ
る
。
「
三
桁
区
切
」
の
読
点
は
不
要
。

（
例
）　

一
億
八
三
六
万
二
〇
〇
〇
円　
　

二
四
万
二
六
三
人

［
2
］
千
万
、
百
万
、
千
、
百
の
位
で
き
り
の
よ
い
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位

語
を
使
用
。

（
例
）　

六
千
万
年　

六
百
年

［
3
］
暦
年
に
つ
い
て
は
和
暦
に
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
し
、
西
暦
は
ト
ン
ボ

を
使
用
し
な
い
。

（
例
）　

一
九
六
五
（
昭
和
四
十
）
年

［
4
］
年
齢
と
月
日
は
ト
ン
ボ
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
一
月
十
八
日
で
三
十
一
歳
に
な
る

［
5
］
数
字
の
幅
は
最
後
に
単
位
語
を
付
す
。

（
例
）　

三
四
〇
─
四
八
〇
円　
　

一
九
六
〇
─
六
五
年

［
6
］
分
数
・
小
数
の
表
記
。

（
例
）　

三
分
の
一　
　

一
二
分
の
五　
　

五
二
・
三

［
7
］
紀
元
前
・
後
の
表
記
。

（
例
）　

前
二
二
─
後
三
二
年

［
8
］
世
紀
な
ど
の
序
数
詞
は
十
（
ト
ン
ボ
）
を
使
用
す
る
。

（
例
）　

十
九
世
紀　

二
十
一
世
紀　

ル
イ
十
四
世

5　

中
略
は
三
点
リ
ー
ダ
ー
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
す
。

［
和
書
の
場
合
］

（
例
）

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二

年
、
一
二
二
─
二
五
頁
。

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
『
世
界
』
五
月
号
、
岩
波

書
店
、
一
九
四
六
年
。
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丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
同
『
増
補
版　

現
代
政

治
の
思
想
と
行
動
』
未
來
社
、
一
九
六
四
年
。

某
「
論
文
名
」
某
編
（
或
い
は
監
修
等
）『
論
文
所
収
書
名
』
出
版
社
名
、

刊
行
年
。

［
和
訳
書
の
場
合
］

（
例
）

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
─
─
社
会
的
判
断

力
批
判
Ⅰ
Ⅱ
』
石
井
洋
二
郎
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
、
Ⅰ
、
五

六
七
頁
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
パ
ス
ロ
ン
、
ジ
ャ

ン
＝

ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ン
ボ
ル
ド
ン
『
社
会
学
者
の
メ
チ
エ
─
─
認
識

論
上
の
前
提
条
件
』
田
原
音
和
・
水
島
和
則
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九

四
年
。

［
外
国
語
文
献
］

そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
な
い
し
専
門
分
野
で
の
慣
習
に
従
っ
て
表
記
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
論
文
内
で
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
。
お
お
よ
そ
の
基
準
は

以
下
の
例
を
参
照
。
な
お
、, . : 

な
ど
の
前
に
は
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
ず
に

入
力
し
、, . :　

の
後
に
は
一
文
字
分
ス
ペ
ー
ス
を
入
れ
る
。

和
書
同
様
に
著
者
名
、
（
あ
る
場
合
は
編
者
名
）
、
書
名
／
論
文
名
、
（
論

文
の
場
合
は
所
収
書
名
も
）
、
雑
誌
名
（
号
数
も
）
、
発
行
地
、
出
版
社
、

刊
行
年
、
引
用
ペ
ー
ジ
を
表
記
す
る
。

書
名
・
雑
誌
名
の
部
分
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
入
力
、
あ
る
い
は
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
付
す
（
印
刷
時
イ
タ
リ
ッ
ク
体
表
記
）
。

（
例
）

Bobbio, N
orberto, G

ram
sci and the concept of civil society, in 

C
hantal M

ouffe, ed., G
ram

sci and M
arxist T

heory, London: 
Routledge 1979, p.30.

W
ittig, M

onique, 

“Th
e M

ark of G
ender,

” Fem
inist Issues, Vol.5, 

N
o. 2, Fall 1985, p.4.

H
obson, Barbara 

（1996

）: Frauenbew
egung für Staatsrechte. In: 

Fem
inistische Studien, 14. Jg., 2, S. 18.

H
aberm

as, Jürgen, G
renzen des N

eohistorism
us, in: ders. , D

ie 
nachholende Revolution, Frankfurt am

 M
ain 

（Suhrkam
p

） 1990, S. 
149.

 

（
以
上
）
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社
会
思
想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
規
程

一　

目
的
お
よ
び
名
称

１　

社
会
思
想
史
学
会
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
を
認
め
ら
れ

た
公
募
論
文
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
論
文
を
執
筆
し
た
研
究
者
に
対
し
て
、

そ
の
業
績
を
顕
彰
し
、
さ
ら
な
る
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
「
社
会
思

想
史
学
会
研
究
奨
励
賞
」
を
授
与
す
る
。

二　

受
賞
資
格
者

１　

論
文
掲
載
時
点
で
修
士
号
取
得
後
十
五
年
未
満
の
会
員
に
限
る
。

２　

受
賞
は
一
回
限
り
と
す
る
。

三　

選
考
方
法

１　

受
賞
者
は
年
報
編
集
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
き
、
幹
事
会
で
決
定
さ

れ
る
。

四　

賞
の
授
与
お
よ
び
公
表

１　

受
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
（
三
万
円
）
を
授
与
す
る
。

２　

社
会
思
想
史
学
会
全
国
大
会
総
会
で
受
賞
者
の
表
彰
を
お
こ
な
う
。

３　

受
賞
論
文
に
つ
い
て
は
『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
そ
の
旨
を
明
記
す

る
。

五　

附
則

１　

本
規
程
は
、
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
刊
行

予
定
）
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

２　

本
規
程
の
改
正
は
、
幹
事
会
の
議
を
経
て
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。



　
　

社
会
思
想
史
学
会
の
創
立
に
あ
た
っ
て

　

こ
の
た
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
領
域
に
お
い
て
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
も
の
が
あ
つ
ま
り
、
社
会
思
想
史
学
会
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

社
会
思
想
史
が
学
界
で
市
民
権
を
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
国
際
的
に
も

比
較
的
あ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
思
想
史
研
究
者
た
ち
は
、
既
成
の
各
学
問

分
野
で
訓
練
を
う
け
、
そ
こ
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
社
会
思
想
史
を
研
究
し

て
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
社
会
思
想
史
と
い
う
多
面
的
な
研
究
対
象
に
接
近
す
る
の
に
、
か
え
っ

て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
今
後
も
こ
の
接
近
方
法
を
持
続
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
接
近
に
意
見
交
流
の
場
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

さ
ら
に
効
果
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
意
図
し
て
い
る
あ
た
ら
し
い
学
会
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
既
成
諸
学
会
の
存
在
を

前
提
と
し
た
横
断
組
織
と
し
て
の
思
想
史
研
究
者
の
あ
つ
ま
り
で
あ
り
、
思
想
史
の
社
会
的
性
格

へ
の
関
心
を
核
と
し
た
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
思
想
史
的
関
心
を
お

も
ち
の
研
究
者
各
位
の
広
範
な
ご
参
加
を
期
待
し
ま
す
。 

（
一
九
七
六
年
）
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編
集
後
記

　

「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
セ
オ
リ
ー
」
と
聞

け
ば
、
社
会
思
想
史
に
関
心
の
あ
る
人
な

ら
ば
「
批
判
理
論
」
が
真
っ
先
に
思
い
浮

か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
批
評
理
論
」

と
解
す
る
人
も
少
な
く
な
い
に
ち
が
い
な

い
。
あ
る
い
は
脱
構
築
批
評
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
批
評
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
な

ど
の
ほ
う
が
、
も
は
や
「
批
判
理
論
」
以

上
に
社
会
思
想
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
「
批
判
」
と
「
批
評
」

は
不
可
分
で
あ
り
、
「
批
評
理
論
」
も
ま

た
社
会
批
判
・
社
会
変
革
へ
の
志
向
を
含

ん
で
い
る
。
し
か
し
「
批
評
」
が
テ
ク
ス

ト
を
い
か
に
破
壊
的
に
読
解
し
よ
う
と
も
、

社
会
変
革
の
道
程
は
お
お
む
ね
漸
進
的
と

な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
批
判
理
論
」

に
つ
い
て
も
事
情
は
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。

な
ら
ば
Ｋ
・
ポ
パ
ー
流
の
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル

社
会
工
学
と
い
っ
た
い
ど
こ
が
違
う
の
か
。

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
セ
オ
リ
ー
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
回
収
さ
れ

て
し
ま
う
の
か
。

　

「
批
判
理
論
」
に
即
し
て
い
え
ば
、
勘

所
と
な
る
の
は
や
は
り
、
現
に
あ
る
社
会

と
は
異
な
る
社
会
を
構
想
す
る
志
向
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
構
想
力
を
抜
き
に
現
実

の
枠
組
み
自
体
を
捉
え
返
す
こ
と
は
難
し

い
。
批
判
が
対
象
の
難
点
を
抉
り
出
す
営

み
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、
社
会
批

判
の
要
諦
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
語
る

こ
と
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
社
会
思
想
史
の
大
き
な
節
目
を
形
づ

く
っ
て
き
た
言
説
の
特
徴
で
も
あ
る
。

　

本
号
の
特
集
は
「
社
会
批
判
は
な
お
も

可
能
か
？
」
。
特
集
論
文
、
公
募
論
文
、

そ
し
て
書
評
と
い
う
批
評
の
試
み
の
う
ち

に
、
社
会
批
判
と
社
会
思
想
史
研
究
の
可

能
性
を
探
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

（
編
集
主
任　

上
野
成
利
）



堀之内出版　夏の新刊

マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論﹇
新
版
﹈

佐
々
木 

隆
治 

（著）

資
本
主
義
社
会
を
根
底
で

規
定
す
る
論
理
「
物
象
化
」
と
は
何
か
？

詳
細
な
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
研

究
の
最
新
成
果
を
も
と
に
、
マ
ル
ク
ス
の

「
新
し
い
唯
物
論
」
を
「
批
判
的
・
実
践

的
」
構
え
と
し
て
捉
え
る
新
解
釈
を
打
ち

出
し
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
生
涯
を
捧
げ
た

経
済
学
批
判
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
核
心
的
概

念
「
物
象
化
」
を
解
明
す
る
。

5,500円（税込）
2021年7月発売

ジェ
ネ
レ
ー
シ
ョン・レ
フ
ト

キ
ア・ミ
ル
バ
ー
ン 

（著）
　
斎
藤 
幸
平（
監
訳・解
説
）

世
界
の
若
者
た
ち
は
、

な
ぜ
い
ま
「
左
傾
化
」
し
て
い
る
の
か
？

資
本
主
義
の
中
心
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で

は
、
い
ま
二
〇
代
の
若
者
の
七
〇
％
ち
か

く
が
、
社
会
主
義
を
支
持
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
気
鋭
の
政
治
理
論
家
キ

ア
・
ミ
ル
バ
ー
ン
が
、
こ
の
「
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
フ
ト
」
が
生
ま
れ
た
背

景
と
可
能
性
を
徹
底
解
明
。

1,980円（税込）
2021年8月発売

緊
縮
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

オ
ー
ウ
ェン・ハ
サ
リ
ー 

（著）

二
九
七
〇
円
（
税
込
）

TEL：042-682-4350
FAX：03-6856-3497

お近くの書店
またはネット書店、弊社ウェブストアでお求めください。

関　連　既　刊　書　籍

ラ
グ
ジ
ュア
リ
ー
コ
ミ
ュニ
ズ
ム

ア
ー
ロ
ン・バ
ス
タ
ー
ニ 

（著）

二
九
七
〇
円
（
税
込
）

新
た
な
極
右
主
義
の
諸
側
面

テ
ー
オ
ド
ル・ア
ド
ル
ノ 

（著）

二
七
五
〇
円
（
税
込
）

欲
望
の
主
体

ジ
ュデ
ィ
ス・バ
ト
ラ
ー 

（著）

四
四
〇
〇
円
（
税
込
）

大
洪
水
の
前
に

斎
藤
幸
平 

（著）

三
八
五
〇
円
（
税
込
）

ド
イ
ッ
チ
ャ
ー
賞
受
賞
！
　斎
藤
幸
平
初
単
著

み
ん
な
の
コ
ミ
ュニ
ズ
ム

ビ
ニ・ア
ダ
ム
ザ
ッ
ク 

（著）

一
七
六
〇
円
（
税
込
）

斎
藤
幸
平
企
画
・
翻
訳
協
力
！
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マ
ル
ク
ス
の
物
象
化
論﹇
新
版
﹈

佐
々
木 

隆
治 

（著）

資
本
主
義
社
会
を
根
底
で

規
定
す
る
論
理
「
物
象
化
」
と
は
何
か
？

詳
細
な
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
研

究
の
最
新
成
果
を
も
と
に
、
マ
ル
ク
ス
の

「
新
し
い
唯
物
論
」
を
「
批
判
的
・
実
践

的
」
構
え
と
し
て
捉
え
る
新
解
釈
を
打
ち

出
し
、
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
生
涯
を
捧
げ
た

経
済
学
批
判
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
核
心
的
概

念
「
物
象
化
」
を
解
明
す
る
。

5,500円（税込）
2021年7月発売

ジェ
ネ
レ
ー
シ
ョン・レ
フ
ト

キ
ア・ミ
ル
バ
ー
ン 

（著）
　
斎
藤 

幸
平（
監
訳・解
説
）

世
界
の
若
者
た
ち
は
、

な
ぜ
い
ま
「
左
傾
化
」
し
て
い
る
の
か
？

資
本
主
義
の
中
心
地
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で

は
、
い
ま
二
〇
代
の
若
者
の
七
〇
％
ち
か

く
が
、
社
会
主
義
を
支
持
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
気
鋭
の
政
治
理
論
家
キ

ア
・
ミ
ル
バ
ー
ン
が
、
こ
の
「
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
・
レ
フ
ト
」
が
生
ま
れ
た
背

景
と
可
能
性
を
徹
底
解
明
。

1,980円（税込）
2021年8月発売

緊
縮
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

オ
ー
ウ
ェン・ハ
サ
リ
ー 

（著）

二
九
七
〇
円
（
税
込
）

TEL：042-682-4350
FAX：03-6856-3497

お近くの書店
またはネット書店、弊社ウェブストアでお求めください。

関　連　既　刊　書　籍

ラ
グ
ジ
ュア
リ
ー
コ
ミ
ュニ
ズ
ム

ア
ー
ロ
ン・バ
ス
タ
ー
ニ 

（著）

二
九
七
〇
円
（
税
込
）

新
た
な
極
右
主
義
の
諸
側
面

テ
ー
オ
ド
ル・ア
ド
ル
ノ 

（著）

二
七
五
〇
円
（
税
込
）

欲
望
の
主
体

ジ
ュデ
ィ
ス・バ
ト
ラ
ー 

（著）

四
四
〇
〇
円
（
税
込
）

大
洪
水
の
前
に

斎
藤
幸
平 

（著）

三
八
五
〇
円
（
税
込
）

ド
イ
ッ
チ
ャ
ー
賞
受
賞
！
　斎
藤
幸
平
初
単
著

み
ん
な
の
コ
ミ
ュニ
ズ
ム

ビ
ニ・ア
ダ
ム
ザ
ッ
ク 

（著）

一
七
六
〇
円
（
税
込
）

斎
藤
幸
平
企
画
・
翻
訳
協
力
！
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御茶の水書房

―

所
有
と
制
度
、

       

そ
し
て
現
代

―

体
制
論
の
倫
理
と
科
学

Ｊ･
Ｓ･

ミ
ル
社
会
主
義
論
の
展
開

　
　安
井
俊
一
著

　人
間
と
社
会
の
多
様
性
を
認
め
体
制
の
理
想
を
追

　
　求
し
た
ミ
ル
思
想
か
ら
現
代
を
考
え
る
　
　
　

 

　
　
　

  

二
二
〇
〇
円

Ｊ･
Ｓ･
ミ
ル
の
社
会
主
義
論

　
　安
井
俊
一
著

　ミ
ル
が
生
涯
問
い
続
け
た
経
済
体
制
の
問
題
を
焦

　
　点
に
、
ミ
ル
社
会
思
想
の
真
意
を
探
る
。 

　

 

　
　
　
　八
二
五
〇
円

ア
ダ
ム･

ス
ミ
ス
の
倫
理
学
　
増
補
改
訂
版

　
　田
中
正
司
著―

『哲
学
論
文
集
』『道
徳
感
情
論
』『国
富
論
』

      

ア
ダ
ム･

ス
ミ
ス
復
興
の
背
景
と
動
向
に
迫
る
。         

九
〇
二
〇
円

ア
ダ
ム･

ス
ミ
ス
の
自
然
法
学
　
増
補
第
三
版

　
　田
中
正
司
著―

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
と
法
学
の
近
代
化
の
帰
結

　
　
共
感
法
学
の
構
造
と
、
そ
の
展
開
と
破
綻
。
　
　
　
　

 

七
九
二
〇
円

価
値
と
生
産
価
格

　
　日
山
紀
彦
著 ―

社
会
的
物
象
化
論
を
視
軸
に
し
て
読
み
解
く

　
　哲
学
的
な
方
法
論
的
視
座
か
ら
吟
味･

検
討
す
る
。
　

 

七
〇
四
〇
円

解
放
の
学
と
し
て
の
資
本
論

―

価
値
形
態
論
の
解
読

　
　鈴
木
宣
雄
著 

宇
野
弘
蔵･

梯
明
秀･

廣
松
渉
の
価
値
形
態
論
を
読
み

　
　解
き
『資
本
論
』の
意
義
を
再
評
価
す
る
。

　

 

　
　
　

 

四
四
〇
〇
円

法
の
哲
学̶

ヘ
ー
ゲ
ル
と
そ
の
時
代

　
　堅
田
剛
著
／
柴
田
隆
行
解
題

　ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
じ
た
哲
学
と
は
何
か
、

　
　一
法
学
者
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
軌
跡
。
　
　
　
　

  
八
八
〇
〇
円

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
観―

宗
教
と
経
済
エ
ー
ト
ス

　
　岡
澤
憲
一
郎
著

　『論
集
』収
録
の
実
質
的
な
宗
教
社
会
学
的
研
究

　
　を
エ
ー
ト
ス
の
視
座
か
ら
読
み
解
き
再
構
成
。
　
　
　五
七
二
〇
円
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好評刊

資
本
主
義
と
死
の
欲
動�

【
フ
ロ
イ
ト
と
ケ
イ
ン
ズ
】

G
・
ド
ス
タ
レ
ー
ル
＋
B
・
マ
リ
ス　

斉
藤
日
出
治
訳 

三
三
〇
〇
円

　

 「
第
二
次
世
界
大
戦
」を
予
言
！

後
藤
新
平
著　
鈴
木
一
策
編
＝
解
説

国�

難�
来　

こ
く
な
ん
き
た
る

時
代
の
先
覚
者
・
後
藤
新
平
は
、
関
東
大
震
災
か
ら
半
年
後
、
東
北
帝
国

大
学
学
生
を
前
に
、「
第
二
次
世
界
大
戦
を 

直
観
」
し
た
講
演
を
し
た
！
『
国

難
来
』。
今
わ
れ
わ
れ
は
後
藤
新
平
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
？ 

一
九
八
〇
円

　

 

後
藤
新
平
の
遺
言

後
藤
新
平
著　
後
藤
新
平
研
究
会
編　

新
保
祐
司
＝
解
説

政
治
の
倫
理
化

日
本
初
の
普
通
選
挙
を
前
に
脳
溢
血
に
倒
れ
た
後
藤
新
平
。
そ
の
二
カ
月
後
、

生
命
を
賭
し
て
始
め
た
「
政
治
の
倫
理
化
」
運
動
。
一
九
二
六
年
四
月
二
十
日
、

第
一
声
と
し
て
、「
決
意
の
根
本
と
思
想
の
核
心
」
を
未
来
を
担
う
若
者
た

ち
に
向
け
て
語
っ
た
名
講
演
が
、
今
、
現
代
語
訳
で
甦
る
。 

二
四
二
〇
円

　

 

第
一
次
大
戦
前
夜
の
世
界
を「
鎧
を
つ
け
た
平
和
」と
喝
破

後
藤
新
平�

案　

平
木
白
星�

稿

後
藤
新
平
研
究
会
編　

解
説
＝
加
藤
陽
子　

特
別
寄
稿
＝
出
久
根
達
郎

後
藤
新
平
の『
劇
曲�

平
和
』

後
藤
新
平
の
逓
信
大
臣
時
代
の
部
下
で
、『
明
星
』
同
人
の
詩
人
で
も
あ
っ

た
平
木
白
星
を
通
し
て
著
し
た
本
作
で
、
欧
米
列
強
が
角
逐
す
る
状
況
の
意

味
を
洞
察
し
た
後
藤
が
、
真
に
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
と
は
？ 

二
九
七
〇
円

▪
圧
倒
的
名
著
の
普
及
版
、つ
い
に
誕
生
！

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー　
石
井
洋
二
郎
訳

デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン�

Ⅰ
・
Ⅱ�

版及普

【
社
会
的
判
断
力
批
判
】
絵
画
、
音
楽
、
映
画
、
読
書
、
料
理
、
部
屋
、
服
装
、
ス
ポ
ー

ツ
、
友
人
、
結
婚
…
…
。
毎
日
の
暮
ら
し
の
「
好
み
」
の
中
に
あ

る
階
級
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
独
自
の
概
念
で
実
証
し
た
、
ブ
ル

デ
ュ
ー
の
押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
主
著
に
し
て
名
著
。　
　
　

　

●
第
8
回
渋
沢
・
ク
ロ
ー
デ
ル
賞
受
賞 

各
三
九
六
〇
円

　

大
著
を
読
み
解
く
た
め
の
翻
訳
者
自
身
に
よ
る
最
高
の
水
先
案
内
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』
講
義�

�

石
井
洋
二
郎 

◎
好
評
2
刷　

二
七
五
〇
円

▪
世
界
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？

斉
藤
日
出
治

資
本
主
義
の
暴
力�

【
現
代
世
界
の

破
局
を
読
む

】

数
多
の
社
会
思
想
を
博
捜
し
、
資
本
主
義
の
破
局
を
洞
察
し
た

フ
ー
コ
ー
、
フ
ロ
イ
ト
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
ら
数
少
な
い
思
想
家
の
学

説
を
検
証
。
彼
ら
が
直
観
し
た
経
済
学
説
の
盲
点
に
潜
む
資
本

主
義
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
暴
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
世
界
が
直

面
す
る
根
源
的
危
機
を
問
う
、
警
世
の
書
。 

二
九
七
〇
円


