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第 11 回（2021 年度）社会思想史学会研究奨励賞の公示

　　受賞者なし

〈選考経過〉

　2021 年 9 月刊行の『社会思想史研究』第 45 号の公募論文には 18 篇の応募があっ

たが、最終審査を経て掲載に至ったのは 6 篇であった。年報編集委員会ではさら

に「社会思想史学会研究奨励賞規程」をふまえて、研究奨励賞の選考対象として

認定された 3 篇について慎重かつ厳正な審議をおこなったが、残念ながら本年度

は該当作なしという結論に達した。

　以上の報告にもとづき、2021 年 6 月 20 日の幹事会は、第 11 回社会思想史学

会研究奨励賞は受賞者なしとすることを決定した。

 2021 年 10 月 30 日　

 社会思想史学会　



〈
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二
〇
二
〇
年
初
頭
に
表
面
化
し
た
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
の
蔓
延
は
、
今
な
お
完
全
な
収
束
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
伴

う
新
た
な
社
会
の
あ
り
方
も
定
ま
っ
た
形
を
見
出
せ
て
い
な
い
。
数
世
紀
に
一
度
と
も
言
え
る
大
変
化
に
対
し
て
、
す
で
に
現

代
の
思
想
家
た
ち
は
様
々
な
応
答
を
示
し
て
お
り
、
多
様
な
媒
体
を
通
じ
て
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
本
号
の
特
集
は
、
二
〇

二
一
年
に
開
催
さ
れ
た
社
会
思
想
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
感
染
症
の
思
想
史
」
を
基
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
趣
旨
と

射
程
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
は
、
目
の
前
に
広
が
る
コ
ロ
ナ
禍
を
め
ぐ
る
分
析
と
い
う
よ
り
、「
過
去
の
感
染
症
」
に
対
す
る
「
思

想
」
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
感
染
症
を
自
然
現
象
の
一
側
面
と
捉
え
れ
ば
、
突
発
的
か
つ
大
規
模
な
自
然
災
害
は
他

に
も
あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
地
震
と
い
う
事
象
自
体
が
局
所
的
か
つ
瞬
間
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
感
染
症
は
よ
り
持
続
的

に
人
か
ら
人
へ
と
伝
染
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
感
染
症
に
際
し
て
罹
患
者
と
非
罹
患
者
と
の
間
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
分
断
は
、

大
震
災
の
被
災
者
と
そ
れ
以
外
の
人
た
ち
と
の
分
断
と
は
異
な
る
性
質
を
帯
び
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
感
染
防
止
策
や
ワ
ク
チ
ン

接
種
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
は
、
強
権
的
な
統
制
や
心
理
的
同
調
圧
力
が
働
く
こ
と
で
、
人
々
を
画
一
的
な
方
向
へ
と
向
か
わ
せ
る

可
能
性
も
あ
る
。
加
え
て
、
感
染
症
を
め
ぐ
る
各
国
政
府
の
対
応
は
、
経
済
活
動
や
国
境
間
の
移
動
の
大
幅
な
制
限
を
伴
っ
て

お
り
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
感
染
症
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
多
く
の
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
感
染
症

に
は
社
会
思
想
史
研
究
の
主
題
た
り
う
る
様
々
な
問
題
群
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
は
い
え
、
感
染
症
の
考
察
に
焦
点
を
絞
っ
た
思
想
家
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
ま
た
、
感
染
症
と
い
う
現
象
は
幅
広
い
分

野
を
横
断
し
て
い
る
。
以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
田
中
祐
理
子
氏
（
神
戸
大
学
）
と
藤
原
辰
史
氏
（
京
都
大
学
）

を
報
告
者
と
し
て
お
招
き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
科
学
史
と
環
境
史
と
い
う
観
点
か
ら
、
感
染
症
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
社
会
思
想
史
研

究
に
接
合
す
る
視
座
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
お
二
人
に
よ
る
本
特
集
へ
の
ご
寄
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
ご
報
告
を

一
層
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
山
智
香
子
会
員
（
東
京
外
国
語
大
学
）
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
に
は
討
論

者
の
役
割
に
徹
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
今
回
は
新
た
に
「
血
」
と
感
染
の
社
会
思
想
史
と
い
う
主
題
で
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

本
特
集
は
、
近
現
代
に
お
い
て
人
々
が
ど
の
よ
う
に
感
染
症
を
受
け
止
め
、
描
写
し
、
克
服
し
て
き
た
か
（
あ
る
い
は
克
服
で
き

な
か
っ
た
の
か
）
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

（
壽
里 

竜
）



9　●　〈論文〉贈与と交換のはざまに――中山智香子

は
じ
め
に

　

近
代
以
降
の
社
会
思
想
史
に
お
い
て
「
感
染
」
は
、
気
候
や
自
然
環

境
に
依
り
な
が
ら
文
明
的
尺
度
で
語
ら
れ
る
も
の
、
と
把
握
さ
れ
て
い

た
。
先
進
諸
国
に
お
い
て
漠
然
と
共
有
さ
れ
て
い
た
通
念
は
、
感
染
が

お
も
に
途
上
国
の
問
題
で
あ
り
、
医
学
や
科
学
技
術
の
普
及
、
衛
生
状

態
の
改
善
に
よ
っ
て
解
消
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば

風
土
病
と
い
う
呼
び
方
の
風
土
、
つ
ま
り
病
気
の
流
行
す
る
一
定
の
地

域
と
い
え
ば
、
お
も
に
熱
帯
地
方
の
い
わ
ゆ
る
途
上
国
が
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
二
〇
年
一
月
前
後
か
ら
次
第
に
広
ま
っ
た

新
型
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
、
こ
の
よ
う
な
通
念
や
偏
見
が
覆
さ

れ
た
。
い
や
、
先
進
諸
国
が
通
念
も
偏
見
も
残
存
さ
せ
た
ま
ま
、
突
然

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
翻
弄
さ
れ
続
け
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

振
り
返
っ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
通
念
や
常
識
自
体
も
、
西
洋
近
代
文
明

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
の
歴
史
の
な
か
で
、
征
服
す
る
側
が
異
質
な
他

者
や
文
化
に
対
し
て
抱
い
て
き
た
恐
怖
心
の
副
産
物
と
も
い
え
る

）
1
（

。

　

本
稿
で
は
こ
う
し
た
視
点
に
も
と
づ
き
、
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
一

九
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
あ
ら
わ
れ
た
「
血
」
に
関
す
る
考
え
方
が

生
み
出
し
た
議
論
の
一
断
面
を
考
察
す
る
。
お
も
な
考
察
対
象
は
、
血

液
を
誰
か
の
身
体
へ
と
移
植
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
輸
血
を
テ
ー
マ
と

し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
M
・
テ
ィ
ト
マ
ス
著
『
贈
与
関
係
―
―
人
間
の
血

液
か
ら
社
会
政
策
へ
』
（
一
九
七
〇
年

）
2
（

）
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
社
会
的

に
も
学
問
的
に
も
比
較
的
幅
広
い
関
心
を
呼
び
、
一
定
の
社
会
的
影
響

〈
特
集
〉
感
染
症
の
思
想
史　

〈
論
文
〉

贈
与
と
交
換
の
は
ざ
ま
に

【「
血
」
と
感
染
を
め
ぐ
る
社
会
科
学
的
思
考
の
考
察
】

中
山
智
香
子
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力
も
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
十

分
で
は
な
く
、
ま
た
や
が
て
一
九
八
〇
年
代
に
輸
血
に
よ
る
H 

I 

V
感

染
の
問
題
が
世
界
に
広
が
っ
た
こ
と
か
ら
、
研
究
そ
の
も
の
の
限
界
を

指
摘
す
る
批
判
的
考
察
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た

）
3
（

。
こ
う
し
た
批
判
を
受

け
、
一
九
九
七
年
の
『
贈
与
関
係
』
の
改
訂
新
版
で
は
、
デ
ー
タ
に
関

す
る
付
録
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る

）
4
（

。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
を
含

め
て
、
『
贈
与
関
係
』
は
今
な
お
「
血
」
と
感
染
の
社
会
思
想
史
を
考

え
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
。

　

本
稿
が
考
察
す
る
の
は
、
「
血
」
を
介
し
た
接
触
の
結
果
と
し
て
の

感
染
で
あ
る
。
血
液
は
、
飛
ま
つ
や
使
用
後
の
器
具
、
手
指
、
体
液
な

ど
の
分
泌
物
、
吐
瀉
物
、
排
泄
物
な
ど
と
と
も
に
、
感
染
源
、
す
な
わ

ち
感
染
症
の
原
因
を
含
む
物
質
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
思
想
史
や
社
会

科
学
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
医
学
や
病
理
学
の
専
門
用
語
を

用
い
て
考
察
す
る
の
は
、
門
外
漢
の
居
心
地
の
悪
さ
が
つ
き
ま
と
う
。

し
か
し
こ
の
た
び
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
て
ら
せ
ば
、
こ
の
居
心
地
の
悪

さ
自
体
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
も
湧
い
て

く
る
。
そ
も
そ
も
テ
ィ
ト
マ
ス
の
『
贈
与
関
係
』
が
多
く
の
反
響
を
得

た
の
は
、
ま
さ
に
細
分
化
さ
れ
た
専
門
領
域
の
枠
を
あ
え
て
超
え
、
人

間
の
生
命
に
と
っ
て
重
要
な
「
血
」
の
テ
ー
マ
に
踏
み
込
ん
だ
か
ら
で

あ
る
。

　

「
病
原
菌
」
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
田
中
（
二
〇
一
三
）
に
よ
れ
ば
、

ル
イ
・
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
や
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
ら
の
尽
力
に
よ
っ
て
ウ

イ
ル
ス
や
微
生
物
、
細
菌
な
ど
の
研
究
が
制
度
的
な
学
問
領
域
と
し
て

成
立
し
た
の
は
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
な
か
ば
過
ぎ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

生
死
に
影
響
を
及
ぼ
す
「
病
気
」
と
は
何
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
罹
り

伝
染
す
る
の
か
、
ど
う
し
た
ら
回
復
で
き
る
の
か
、
人
び
と
は
長
い
間

ゆ
た
か
に
想
像
力
を
め
ぐ
ら
せ
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
の
産
物
を
生
み
出

し
て
き
た

）
5
（

。
学
問
領
域
が
確
立
さ
れ
た
後
も
、
病
原
菌
や
微
生
物
は
裸

眼
で
知
覚
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
想
像
力
は
な
お
も
役
割
を

果
た
し
続
け
た
と
い
う
。
科
学
は
必
ず
し
も
右
肩
上
が
り
の
単
線
的
進

歩
の
過
程
を
辿
ら
ず
、
ま
た
現
段
階
の
科
学
も
一
つ
の
説
明
原
理
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
立
場
を
社
会
思
想
史
研
究
が
と
る
な
ら
、
過
去
の
遺
物

と
し
て
扱
わ
れ
る
奇
矯
な
概
念
や
想
像
力
の
産
物
も
考
察
対
象
と
な
る

だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
で
で
き
る
こ
と
は
限
定
的
な
素
描
、
す
な
わ
ち
、

K
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー

）
6
（

や
I
・
イ
リ
イ
チ

）
7
（

の
視
点
な
ど
を
援
用
し
、
『
贈
与

関
係
』
を
市
場
化
の
思
想
と
い
う
時
代
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
当
時
の
市
場
分
析
の
経
済
学
が
、
接
触
に
よ
る
感

染
の
問
題
を
既
存
の
学
問
的
概
念
で
抑
え
込
も
う
と
し
た
の
に
対
し
、

『
贈
与
関
係
』
は
こ
れ
ら
を
学
び
つ
つ
ど
こ
か
逸
脱
し
て
、
逆
に
影
響

を
与
え
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
辿
る
の
は
、
社
会
科

学
の
無
力
を
強
調
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
内
な
る
自
然

の
強
さ
、
社
会
を
考
え
る
基
盤
と
し
て
の
そ
れ
を
再
確
認
す
る
た
め
で

あ
る
。
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一　

近
代
に
お
け
る「
血
」の
把
握
と
感
染
へ
の
意
識

1　

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
血
液
循
環
論
と
い
う
転
換
点

　

『
贈
与
関
係
』
は
、
血
や
輸
血
へ
の
概
観
か
ら
始
ま
る
。
「
わ
た
し
た

ち
は
ず
っ
と
前
か
ら
血
と
そ
の
所
有
、
遺
伝
、
損
失
、
輸
血
に
つ
い
て

の
連
想
に
注
意
を
払
い
、
宗
教
的
信
仰
や
、
人
種
、
親
族
、
祖
先
へ
の

崇
拝
な
ど
の
理
論
や
概
念
、
血
の
さ
ま
ざ
ま
な
象
徴
的
性
質
と
と
も
に

考
え
て
き
た
。
血
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
、
生
死
に
関

す
る
人
間
の
も
っ
と
も
深
い
感
情
に
触
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る

）
8
（

」
と
い

う
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
問
題
意
識
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
血
」
は
、

血
筋
、
血
統
な
ど
の
言
葉
が
喚
起
す
る
と
お
り
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
強
く
規
定
し
、
次
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
る
親
子
関
係
の
核
心

と
さ
れ
て
き
た
。
比
喩
的
に
は
共
同
体
の
紐
帯
と
し
て
、と
き
に
は
「
血

と
大
地
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
生
物
や
生
命
の
暗
喩
と
な
り

な
が
ら
、
「
文
明
」
す
な
わ
ち
西
洋
先
進
諸
国
の
普
遍
主
義
的
理
性
に

対
置
さ
れ
て
き
た
。
「
血
」
を
介
し
た
人
間
同
士
の
結
び
つ
き
は
親
密

で
デ
リ
ケ
ー
ト
な
、
そ
し
て
ど
こ
か
人
前
に
さ
ら
す
こ
と
を
は
ば
か
る

性
質
を
帯
び
て
い
る
。

　

し
か
し
テ
ィ
ト
マ
ス
の
「
血
」
の
認
識
は
、
「
温
度
は
決
し
て
五
、

六
度
以
上
変
化
せ
ず
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
水
か
ら
成
る
、
す
べ
て
の
人

間
の
血
管
を
流
れ
る
血
の
生
命
的
流
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
リ
ア
リ

テ
ィ
と
は
家
族
で
あ
る
と
わ
か
る

）
9
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
短
い
一
文

の
中
に
、
生
物
学
的
な
観
点
と
社
会
的
観
点
が
混
在
し
て
い
る
。
前
半

の
生
物
学
的
な
観
点
、
つ
ま
り
血
液
の
循
環
や
血
液
の
成
分
な
ど
の
見

方
が
定
着
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
上
の
あ
る
時
点
以
降
で
あ
る
。

テ
ィ
ト
マ
ス
は
、
血
液
に
関
す
る
科
学
的
知
識
が
増
大
し
血
液
に
関
す

る
よ
り
合
理
的
な
枠
組
が
で
き
た
起
点
を
一
六
一
六
年
と
し
た
。
こ
れ

は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
心
臓
の
動
き
に
関
す
る
講
義
に
お
い

て
、
血
液
循
環
論
を
提
示
し
始
め
た
年
で
あ
る

）
10
（

。

　

た
し
か
に
血
液
循
環
論
は
近
代
医
学
の
起
点
と
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
し
か

し
医
学
が
こ
の
考
え
方
を
全
般
的
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
時

間
が
か
か
り
、
十
八
世
紀
の
な
か
ば
過
ぎ
に
よ
う
や
く
、
あ
る
程
度
定

着
し
た
よ
う
だ
。
イ
リ
イ
チ
は
、
こ
の
た
め
に
は
人
間
の
身
体
を
血
液

循
環
論
に
あ
う
よ
う
に
、
「
フ
ィ
ル
タ
ー
や
導
管
、
バ
ル
ブ
や
ポ
ン
プ

か
ら
な
る
機
能
的
シ
ス
テ
ム
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

）
12
（

」
で
理
解
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
一
七
五
〇
年
頃
に
は
、

社
会
科
学
で
も
こ
う
し
た
身
体
イ
メ
ー
ジ
と
社
会
を
重
ね
合
わ
せ
、
一

国
内
の
富
や
貨
幣
の
流
れ
を
液
体
に
な
ぞ
ら
え
て
、
循
環
と
い
う
概
念

で
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
社
会
に
お
け
る
液
体
の

循
環
イ
メ
ー
ジ
は
、
や
が
て
都
市
に
お
け
る
水
の
循
環
、
公
衆
衛
生
の

観
念
へ
と
連
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

テ
ィ
ト
マ
ス
に
よ
る
血
の
把
握
の
後
半
部
分
、「
人
間
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
は
家
族
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
「
血
」
の
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絆
、
血
縁
が
長
ら
く
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
テ
ィ

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
大
昔
か
ら
近
代
科
学
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
い
や

そ
れ
以
降
も
、
人
間
社
会
は
「
血
」
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
や
意

味
づ
け
を
あ
た
え
て
き
た
。
か
つ
て
よ
り
民
話
や
宗
教
そ
の
他
に
お
い

て
は
、
「
新
し
い
血
」
は
若
返
り
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
「
血
」
は

生
命
維
持
に
欠
か
せ
な
い
神
秘
的
な
液
体
と
し
て
、
結
婚
や
生
死
に
関

わ
る
ラ
イ
フ
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
逆

に
そ
の
損
失
は
病
や
衰
え
、
悲
劇
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、

人
種
や
親
族
関
係
、
祖
先
崇
拝
な
ど
は
、
「
血
」
を
巡
る
争
い
や
闘
い

も
生
じ
さ
せ
て
き
た
。
近
代
科
学
が
血
液
を
研
究
対
象
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
後
、
近
現
代
に
な
っ
て
も
、ヒ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
「
血
」

へ
の
非
合
理
な
集
団
的
態
度
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

テ
ィ
ト
マ
ス
は
こ
れ
ら
が
み
な
人
類
学
的
考
察
の
対
象
で
あ
る
と
し

た
。
た
だ
し
、
か
れ
の
考
え
方
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ば

「
血
」
を
個
体
内
の
固
定
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
あ
り
方
で
あ
る
。
か

れ
は
、
他
方
で
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
時
代
か
ら
、
血
液
を
他
者
の
身
体
に
移

植
す
る
と
い
う
輸
血
の
試
み
も
始
め
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
し
な
か
な
か

成
功
せ
ず
、
十
九
世
紀
は
じ
め
頃
に
な
っ
て
も
、
人
間
に
移
植
で
き
る

の
は
人
間
の
血
液
だ
け
と
わ
か
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

一
九
〇
一
年
に
よ
う
や
く
、ウ
ィ
ー
ン
の
科
学
者
カ
ー
ル
・
ラ
ン
ド
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
が
、
A
、
B
、
A 

B
、
O
の
血
液
分
類
を
示
し
、
同
じ
血
液

型
の
場
合
に
の
み
輸
血
が
可
能
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た

）
13
（

。

こ
の
分
類
は
現
在
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、

血
液
移
植
の
科
学
技
術
は
ま
だ
十
分
で
な
い
と
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
社
会
的
、
経
済
的
、
倫
理
的
結
果
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

こ
こ
で
短
く
言
及
さ
れ
る
の
が
、
輸
血
に
お
け
る
お
も
な
危
険
の
一
つ

と
し
て
の
感
染
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
B
型
肝
炎
、
マ
ラ
リ
ア
、
梅
毒

）
14
（

な
ど
へ
の
感
染
の
問
題
が
簡
略
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

2　

輸
血
と
感
染

　

テ
ィ
ト
マ
ス
は
輸
血
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
血
」
を
他
者

に
移
植
可
能
な
液
体
と
と
ら
え
た
。
そ
れ
は
、
人
類
学
が
考
察
対
象
と

し
て
き
た
文
化
的
価
値
観
に
基
づ
く
「
血
」
の
と
ら
え
方
か
ら
距
離
を

保
つ
こ
と
で
あ
り
、
「
血
」
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
の
試
み
で
も
あ
っ
た
。

他
者
の
「
血
」
を
取
り
入
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

個
人
に
固
定
的
に
所
与
と
さ
れ
る
「
血
」
や
血
縁
の
縛
り
は
、
少
な
く

と
も
原
理
的
に
は
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
輸
血
と
い

う
行
為
は
、
「
血
」
を
め
ぐ
る
文
化
的
、
社
会
的
な
価
値
観
を
偏
っ
た

見
方
と
し
て
払
拭
す
る
近
代
科
学
の
視
点
を
、
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
い

た
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
血
液
は
輸
血
に
よ
っ
て
人
の
命
を
救
う
こ
と
の
で
き

る
大
切
な
物
質
で
あ
る
。
『
贈
与
関
係
』
が
刊
行
さ
れ
た
当
時
、
す
で

に
血
漿
交
換
法
な
ど
血
液
成
分
の
一
部
分
を
用
い
た
移
植
技
術
も
進
展

し
て
い
た
が
、
多
く
の
患
者
は
血
液
そ
の
も
の
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
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は
人
間
の
身
体
で
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
テ
ィ
ト
マ
ス

が
注
目
し
た
の
は
、
輸
血
に
供
せ
ら
れ
る
血
液
が
冷
却
状
態
で
保
管
し

て
も
二
十
一
日
し
か
持
た
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
昼
夜
を
問
わ

ず
さ
ま
ざ
ま
な
血
液
型
の
患
者
が
血
液
を
必
要
と
し
て
、
こ
れ
に
見
合

う
供
給
を
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
供
給
は
可
能
な
限
り
最
大
限
に
満

た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
高
度
な
統
計
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
行
政

的
効
率
性
が
、
遅
滞
な
く
求
め
ら
れ
る
。
ま
し
て
時
間
切
れ
と
な
っ
て

血
液
を
無
駄
に
す
る
事
態
は
、
最
低
限
に
と
ど
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

）
15
（

。
テ
ィ
ト
マ
ス
が
強
調
し
た
効
率
性
、
ロ
ス
（
無
駄
、
技
術
的
コ

ス
ト
）
の
最
小
化
と
い
う
経
済
的
視
点
は
、
い
の
ち
に
関
わ
る
重
要
性

を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
血
液
は
、
こ
こ
で
原
理
的
に
は
純
粋
で
汚
れ
の
な
い
同
質

な
物
質
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ス
ム
ー
ズ
な
輸
血
を
規
定
す
る

の
は
血
液
型
の
マ
ッ
チ
ン
グ
だ
け
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

実
際
に
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
身
体
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
よ
う
に
、
そ

の
身
体
内
で
作
ら
れ
る
血
液
も
ま
た
、
厳
密
に
は
同
じ
で
は
な
い
。
も

ち
ろ
ん
同
一
の
個
人
で
あ
っ
て
も
、
体
調
や
年
齢
に
よ
っ
て
血
液
成
分

の
構
成
が
変
化
す
る
こ
と
は
、
現
代
で
は
血
液
検
査
の
結
果
と
し
て
多

く
の
人
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
の
血
液
が
混
入

す
る
こ
と
は
、
人
間
の
身
体
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す
。
提
供
者

の
血
液
に
含
ま
れ
る
成
分
に
よ
っ
て
は
、
受
け
手
に
不
調
や
病
気
を
生

じ
さ
せ
、
死
に
至
ら
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
血
液
の
混
入

は
針
刺
し
事
故
な
ど
医
療
器
具
に
よ
る
偶
発
的
な
場
合
、
H 

I 

V
で
怖

れ
ら
れ
た
性
行
為
に
よ
る
場
合
な
ど
も
あ
る
が
、
輸
血
は
直
接
に
相
応

量
の
血
液
を
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
個
人
の
身
体
が
他
者
の
身
体
の

派
生
物
と
直
接
に
接
触
す
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
な
操
作
を
行
う
の

は
医
療
従
事
者
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
必
要
な
血
液
を
提
供
す
る
の
は
社

会
の
成
員
で
あ
る
。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
輸
血
に
お
け
る
感
染
の
危
険
に
つ

い
て
十
分
意
識
し
、
だ
か
ら
こ
そ
社
会
的
、
経
済
的
、
倫
理
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

テ
ィ
ト
マ
ス
が
集
め
た
ア
メ
リ
カ
の
デ
ー
タ
に
は
、
血
液
提
供
の
商

業
化
の
傾
向
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
に
付
随
し
て
「
貧
困
者
、

非
熟
練
労
働
者
、
失
業
者
、
ニ
グ
ロ
、
そ
の
他
の
低
所
得
グ
ル
ー
プ

）
16
（

」

等
に
よ
る
血
液
提
供
が
増
大
し
、
「
貧
困
者
か
ら
富
裕
者
へ
の
『
血
液

や
血
液
製
剤
』
の
再
分
配
が
、
ア
メ
リ
カ
の
血
液
バ
ン
キ
ン
グ
・
シ
ス

テ
ム
の
主
要
な
効
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」）

17
（

こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
世

界
へ
と
視
野
を
広
げ
る
な
か
で

）
18
（

、
た
と
え
ば
イ
ン
ド
で
も
ス
ラ
ム
街
や

路
上
生
活
者
ら
が
、
わ
ず
か
な
現
金
を
得
る
た
め
に
血
を
売
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
も
か
れ
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
見
返

り
の
報
酬
と
引
き
換
え
に
提
供
さ
れ
た
血
液
の
方
が
、
そ
う
で
な
い
血

液
に
比
べ
て
は
る
か
に
高
い
比
率
で
感
染
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
低

所
得
層
の
人
び
と
が
よ
り
富
裕
層
に
属
す
る
人
び
と
に
血
液
を
提
供
す

る
と
い
う
現
実
は
、
輸
血
に
よ
る
「
血
」
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
と
い
う

近
代
科
学
的
、
普
遍
的
な
理
念
と
は
、
相
当
に
か
け
離
れ
て
い
た
。
『
贈



社会思想史研究　No. 46　2022

〈特集〉感染症の思想史　●　14

与
関
係
』
が
議
論
を
喚
起
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
部
分
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。

3　

感
染
を
囲
い
込
む
―
―
公
衆
衛
生
と
社
会
福
祉

　

し
か
し
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
十
九
世
紀
に
は
た
と
え
ば
イ
ギ
リ

ス
で
、
循
環
の
比
喩
が
都
市
に
お
け
る
水
の
循
環
へ
と
展
開
さ
れ
た
。

E
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
が
、
身
体
の
血
液
循
環
の
イ
メ
ー
ジ
で
都
市
の

水
の
循
環
を
と
ら
え
、
「
そ
こ
（
都
市
）
で
は
水
が
不
断
に
循
環
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
あ
と
水
は
再
び
汚
い
下
水
道
に
捨
て
去
ら

れ
る

）
19
（

」
と
し
て
、
都
市
の
浄
化
、
公
衆
衛
生
（public health, public 

hygiene

）
が
国
民
の
健
康
に
寄
与
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
か
れ

は
一
八
三
四
年
の
救
貧
法
改
正
に
主
導
的
役
割
を
果
た
し
、
公
衆
衛
生

行
政
の
整
備
に
貢
献
し
た
。
公
衆
衛
生
は
原
語
が
示
す
通
り
、
公
的
、

社
会
的
な
健
康
で
も
あ
る
。

　

当
時
の
公
衆
衛
生
行
政
は
、
医
学
や
病
理
学
と
役
割
分
担
し
な
が
ら
、

病
気
へ
の
感
染
を
封
じ
込
め
る
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た
。
感
染
を
扱

う
専
門
領
域
と
し
て
の
医
学
・
病
理
学
と
公
衆
衛
生
と
の
分
岐
点
が
、

こ
の
時
点
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
川
喜
田
（
一
九
七
七
）
は
、
公
衆

衛
生
の
理
念
が
無
病
息
災

）
20
（

で
あ
る
と
し
、
「
大
衆
の
健
康
、
裏
返
し
て

言
え
ば
病
気
の
不
在
が
、
い
つ
も
狭
い
殻
に
と
じ
こ
も
っ
て
視
界
を
拡

げ
る
習
性
の
欠
け
た
医
者
た
ち
を
よ
そ
に
、
上
下
水
道
の
整
備
、
と
い

う
よ
り
は
む
し
ろ
新
設
、
汚
物
塵
埃
の
処
理
、
住
居
の
改
善
、
等
々
、

〔
…
…
〕
衛
生
工
学
（sanitary engineering

）
的
思
索
に
よ
っ
て
、
合
理
的
、

か
つ
有
効
に
達
成
さ
れ
る
、
と
み
る
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
炯
眼
を
こ
そ

高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

）
21
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で

衛
生
学
は
「
生
理
学
な
い
し
生
物
学
を
土
台
に
し
て
も
の
を
考
え
つ
づ

け
て
き
た
近
代
医
学
〔
…
…
〕
を
包
み
こ
ん
だ
上
で
、
社
会
の
科
学
、

言
う
な
ら
ば
社
会
の
『
生
理
学
』
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
う
し
て
、
医
学
の
歴
史

0

0

0

0

0

は
は
じ
め
て
社
会
科
学

0

0

0

0

と
接
触
す
る

）
22
（

」

と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
当
時
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
の
活
動
が
「
救

貧
」
と
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
感
染
が
「
貧
困
」
の

一
部
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
貧
困
」
は
す
べ
て
の
人

が
生
存
ぎ
り
ぎ
り
で
暮
ら
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
と
認
識
さ
れ
ず
、

一
方
に
富
裕
層
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
対
極
と
し
て

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
ラ
ム
街
に
お
け
る
劣
悪
な
生
活
環
境
、

上
下
水
道
な
ど
の
衛
生
技
術
を
含
む
都
市
の
整
備
不
足
は
、
社
会
的
に

み
れ
ば
低
所
得
層
、
国
際
的
に
み
れ
ば
後
発
国
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ

が
た
と
え
ば
コ
レ
ラ
な
ど
へ
の
感
染
の
温
床
、
「
感
染
源
」
で
あ
る
と

と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
公
衆
衛
生
の
従
事
者
は
、
医
学
と
は
異
な

る
専
門
的
立
場
か
ら
、
広
義
の
貧
困
と
し
て
の
感
染
源
の
撲
滅
に
取
り

組
ん
だ
。

　

や
が
て
テ
ィ
ト
マ
ス
は
社
会
福
祉
の
専
門
家
と
し
て
、
チ
ャ
ド

ウ
ィ
ッ
ク
の
尽
力
し
た
一
八
三
四
年
の
改
正
救
貧
法
、
新
救
貧
法
の
見
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方
、
貧
困
に
対
す
る
見
方
を
継
承
し
、
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
ロ
ン
ド

ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
以
下
L 

S 

E
と
略
記
）
へ
の

就
任
講
演
に
お
い
て

）
23
（

、
同
大
学
社
会
科
学
学
部
の
創
設
者
で
あ
る
S
・

ウ
ェ
ッ
ブ
、
C
・
ブ
ー
ス
ら
の
貧
困
研
究
を
継
承
す
る
と
明
示
し
て
い

る
。
そ
こ
で
新
救
貧
法
は
、
や
が
て
テ
ィ
ト
マ
ス
自
身
が
一
派
の
形
成

を
主
導
す
る
こ
と
に
な
る
社
会
福
祉
と
い
う
専
門
領
域

）
24
（

の
起
点
と
位
置

づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

）
25
（

。
社
会
福
祉
は
、
社
会
と
個
人
の
自
助
努
力
を

求
め
る
対
策
に
よ
っ
て
、
感
染
を
含
む
広
義
の
貧
困
を
消
失
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

）
26
（

。
つ
ま
り
整
備
さ
れ
た
衛
生
設
備
等
も
、
個
人

の
清
潔
、
節
約
、
節
制
と
抱
き
合
わ
せ
で
の
み
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
特
定
の
方
針
に
従
わ
な
い
個
人
に
は
貧
困
救

済
は
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
が
テ
ィ
ト
マ
ス
の
考
え
る
社
会
福
祉
の
伝

統
的
、
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
。

　

実
は
こ
の
よ
う
な
貧
困
の
把
握
の
仕
方
に
は
両
義
的
な
意
味
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
新
救
貧
法
に
お
い
て
貧
民
救
済
は
最
低
限
に
ま
で

縮
小
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
者
に
は
み
な
、
自
己
の
責
任
に
お
い
て
働
い

て
賃
金
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
歴

史
的
に
み
れ
ば
、
こ
れ
が
労
働
力
の
全
面
的
な
市
場
化
へ
と
舵
を
切
っ

た
制
度
的
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
分
析
し
た
と
お

り
で
あ
る

）
27
（

。
十
八
世
紀
末
の
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法
は
、
当
時
の
労
働

力
の
市
場
化
に
抗
っ
て
人
間
を
保
護
し
、
生
存
権
を
確
保
し
よ
う
と
し

た
最
後
の
制
度
的
な
抵
抗
で
あ
っ
た
が
、
「
賃
金
制
度
と
生
存
権
は
互

い
に
相
容
れ
な
い
も
の

）
28
（

」
で
あ
り
、
結
局
そ
れ
自
体
が
社
会
も
荒
廃
さ

せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
賃
金
制
度
、
つ
ま
り
市
場
の
制
度
と
生
存
権
の

保
障
と
い
う
相
容
れ
な
い
も
の
を
併
存
さ
せ
た
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が

担
い
手
に
よ
っ
て
都
合
よ
く
解
釈
さ
れ
て
用
い
ら
れ
、
全
体
と
し
て
結

果
が
裏
目
に
出
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
し
か
し
一
八
三
四
年
の
新
救
貧
法

に
よ
っ
て
、
こ
の
最
後
の
砦
も
つ
い
に
突
き
崩
さ
れ
、
社
会
の
全
面
的

な
市
場
化
、
市
場
社
会
化
に
よ
り
、
社
会
の
荒
廃
は
い
よ
い
よ
深
刻
な

段
階
ま
で
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

　

市
場
化
の
段
階
的
な
ひ
ろ
が
り
の
中
で
、
広
義
の
貧
困
に
含
め
ら
れ

衛
生
行
政
に
よ
っ
て
お
さ
え
込
ま
れ
る
べ
き
感
染
の
問
題
は
、
原
理
的

に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
救
済
も
ま
た
、
基
本
的

に
は
自
己
責
任
と
な
る
。
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
市
場
化
の
進
行
の
帰
結
に
つ

い
て
述
べ
た
一
節
が
、
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。

　

人
間
は
現
世
の
地
獄
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
種
（
人

種
）
と
し
て
の
再
生
産
を
や
め
る
か
、
あ
る
い
は
戦
争
、
疫
病
、

飢
餓
、
悪
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
と
知
り
な
が
ら
進
む
か
、
い
ず
れ

か
の
運
命
し
か
な
か
っ
た
。
貧
困
は
社
会
に
残
存
す
る
自
然
で

あ
っ
た

）
29
（

。

　

人
間
が
欲
望
や
希
望
に
し
た
が
っ
て
賃
金
を
求
め
、
賃
金
市
場
を
広

げ
て
い
く
と
、
戦
争
や
疫
病
、
飢
餓
、
悪
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ



社会思想史研究　No. 46　2022

〈特集〉感染症の思想史　●　16

れ
ら
は
貧
困
と
名
づ
け
ら
れ
て
も
そ
う
で
な
く
て
も
、
社
会
に
内
在
し

て
消
え
る
こ
と
の
な
い
「
自
然
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
見
方
で
あ
っ
た
。
感
染
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
心
が
な
け
れ
ば
お
そ
ら

く
意
識
さ
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
疫
病
が
明
確
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

疫
病
、
す
な
わ
ち
感
染
に
よ
る
病
気
の
蔓
延
も
ま
た
、
社
会
に
残
存
す

る
自
然
で
あ
り
、
市
場
化
を
推
し
進
め
る
人
間
社
会
に
と
っ
て
、
手
な

づ
け
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
問
題
で
あ
る
と
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー

は
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
を
考
察
し
た
結
果
、
明
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
感
染
の
問
題
は
、
市
場
化
の
激
し
い
力
と
衛
生
行
政
の
進
展

に
よ
り
、
社
会
全
般
と
し
て
は
次
第
に
視
野
か
ら
消
え
、
医
学
分
野
の

技
術
的
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

二　

擬
制
商
品
と
し
て
の
血
液
と
贈
与

1　

 

売
血
の
事
情 

 

―
―
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
で

　

ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法
の
失
敗
が
体
現
し
て
い
た
ジ
レ
ン
マ
、
す
な

わ
ち
生
存
権
の
尊
重
と
市
場
制
度
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
は
、
一
九
六
〇
年
代
頃
に
、
輸
血
を
通
じ
て
社
会
に
再
び
あ
ら
わ

れ
た
。
冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
『
贈
与
関
係
』
が
着

目
し
た
の
は
、
輸
血
が
技
術
的
に
可
能
と
な
り
、
必
要
と
す
る
患
者
に

届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
、
そ
の
血
液
提
供
に
対
し
て
報
酬

が
得
ら
れ
る
と
い
う
売
血
が
制
度
的
に
進
行
し
た
こ
と
、
そ
れ
が
お
も

に
低
所
得
層
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
見
知
ら
ぬ
誰
か
の

た
め
に
血
液
を
提
供
す
る
と
い
う
献
血
が
、
い
わ
ば
生
存
権
の
保
障
に

寄
与
す
る
の
に
対
し
、
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
は
む
し
ろ
売
血
を
選
ん

で
市
場
制
度
に
寄
与
し
、
二
つ
の
方
向
が
二
律
背
反
に
な
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
『
贈
与
関
係
』
の
時
代
以
降
も
、
血
液
を
は
じ
め
と
す
る

0

0

0

0

0

0

身
体
の
パ
ー
ツ
全
般
の
市
場
化
、
商
品
化
が
進
展
し
た
こ
と
は
、

K
im

brell 1993/ 1994

が
示
す
と
お
り
で
あ
る

）
30
（

。
キ
ン
ブ
レ
ル
は
こ
れ

を
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
擬
制
商
品
概
念
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
た

）
31
（

。
つ

ま
り
労
働
力
や
貨
幣
な
ど
、
本
来
は
商
品
で
は
な
い
が
、
市
場
化
と
い

う
「
悪
魔
の
碾
き
臼

）
32
（

」
に
よ
っ
て
商
品
化
さ
れ
た
も
の
の
一
覧
に
、
人

間
の
身
体
の
パ
ー
ツ
を
加
え
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る

）
33
（

。
た
だ
し
、
提

供
さ
れ
る
身
体
の
パ
ー
ツ
と
し
て
血
液
を
他
の
臓
器
と
を
比
較
す
る
と
、

血
液
そ
の
も
の
の
特
殊
や
重
要
性
が
視
野
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
。
血
液

は
た
し
か
に
人
間
の
身
体
と
切
り
離
せ
な
い
が
、
血
液
提
供
者
は
一
定

量
を
提
供
し
た
後
に
も
ま
た
血
液
を
生
産
で
き
る
た
め
、
他
の
臓
器
と

同
列
に
考
え
る
の
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る

）
34
（

。
一
方
、
血
液
の
商
品
化
は
、

そ
れ
が
容
易
で
あ
る
か
ら
こ
そ
大
い
に
進
展
し
、
経
済
学
者
の
関
心
も

呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
血
液
の
特
殊
性
、
重
要
性
が
認
め
ら

れ
る
。

　

さ
て
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
売
血
の
実
態
を
つ
か
む
に
は
、

一
九
六
二
年
前
後
の
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
に
お
い
て
、
売
血
か
献
血
か
を
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め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
法
廷
論
争
が
参
考
に
な
る

）
35
（

。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
こ
の

事
例
を
重
視
し
た
。
以
下
は
か
れ
に
よ
る
簡
略
な
紹
介
で
あ
る
。

　

一
九
五
三
年
に
地
元
の
医
師
、
病
院
関
係
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
地

元
の
住
民
た
ち
な
ど
が
協
働
し
て
、
非
営
利
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
血
液
バ

ン
ク
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
始
め
た
。
当
時
は
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
が
集

め
た
血
液
を
朝
鮮
戦
争
の
た
め
に
軍
隊
の
方
へ
回
し
て
お
り
、
地
元
の

病
院
の
血
液
バ
ン
ク
で
は
血
液
供
給
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

血
液
バ
ン
ク
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
賛
否
両
論
の
議
論
を
生
み
、
一
九
五
八

年
に
実
際
に
開
設
で
き
る
ま
で
に
三
年
間
あ
ま
り
も
か
か
っ
た
。
そ
の

間
一
九
五
五
年
に
、
営
利
目
的
の
「
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ス
ト
血
液
バ
ン
ク
お

よ
び
血
漿
セ
ン
タ
ー
」
が
先
に
開
業
し
た
。
経
営
者
の
夫
妻
に
医
学
の

素
養
は
な
く
、
雇
わ
れ
た
医
学
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
血
液
バ
ン
ク
の
訓
練

を
受
け
た
こ
と
の
な
い
老
齢
の
開
業
医
で
あ
っ
た
が
、
連
邦
管
理
官
か

ら
認
可
さ
れ
た
。
こ
の
血
液
バ
ン
ク
は
「
ス
ラ
ム
地
区
に
あ
り
、
『
血

に
現
金
払
い
』
と
い
う
看
板
を
掲
げ
、
『
ド
ヤ
街
の
浮
浪
者
』
と
表
現

さ
れ
る
ド
ナ
ー
か
ら
血
を
得
て
い
た
。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、
「
床
じ
ゅ
う

に
虫
が
這
い
ま
わ
っ
て
い
た

）
36
（

」
と
い
う
証
言
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

ま
た
一
九
五
八
年
に
は
同
じ
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
に
別
の
営
利
血
液
バ

ン
ク
（
ワ
ー
ル
ド
血
液
バ
ン
ク

）
37
（

）
も
開
業
し
た
が
、
非
営
利
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
血
液
バ
ン
ク
が
開
設
さ
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
病
院
が
こ
ち
ら
と

契
約
し
、
実
質
的
な
独
占
状
態
と
な
っ
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
ふ

た
つ
の
営
利
の
血
液
バ
ン
ク
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
血
液
バ
ン
ク
や
病
院
の

関
係
者
な
ど
を
相
手
取
り
、
連
邦
取
引
委
員
会
に
訴
え
を
起
こ
し
た
の

が
一
九
六
二
年
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
被
告
ら
が
共
謀
し
て
血
液
の
州

間
販
売
を
妨
害
し
て
い
る
と
し
た
。
結
果
か
ら
い
う
と
、
被
告
す
な
わ

ち
非
営
利
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
血
液
バ
ン
ク
関
係
者
ら
は
、
一
九
六
六
年

に
一
度
有
罪
と
さ
れ
た
が
上
告
し
、
最
終
的
に
は
一
九
六
九
年
に
無
罪

と
な
っ
て
活
動
を
認
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
間
、
非
営
利
の
血
液
バ
ン
ク
は
連
邦
取
引
委
員
会
の
法
的
規
制

対
象
か
ど
う
か
、
ま
た
「
人
間
や
そ
の
生
き
た
生
物
組
織
（living 

hum
an tissue

）
の
売
買
を
違
法
と
し
た
一
八
六
五
年
の
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
憲
法
修
正
第
一
三
条

）
38
（

」
に
照
ら
し
て
医
学
や
関
連
領
域
は
い
か
に
対

処
す
べ
き
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
示
さ
れ
た
。
州
に
よ
っ
て
異

な
る
考
え
方
に
基
づ
き
、
扱
い
や
制
度
が
異
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
こ
の
事
例
を
め
ぐ
る
議
論
に
よ
っ
て
、
血
液
や
人
間
の
生

物
組
織
の
売
買
と
い
う
テ
ー
マ
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た

と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

2　

市
場
化
と
感
染
の
リ
ス
ク
―
―
一
九
六
三
年
の
ア
ロ
ー
と
テ
ィ
ト
マ
ス

　

一
九
六
〇
年
代
前
後
に
血
液
の
商
品
化
、
市
場
化
と
い
う
テ
ー
マ
に

関
心
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

Fontaine 2002

は
、
当
時
の
英
米
圏
の
経
済
学
、
経
済
思
想
に
次
第

に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
方
向
性
の
な
か
で
、
血
液
の
扱
い
方
や
医
療
（
メ

デ
ィ
カ
ル
ケ
ア
）
全
般
の
市
場
化
が
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
始
め
て
い



社会思想史研究　No. 46　2022

〈特集〉感染症の思想史　●　18

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
五
七

年
に
設
立
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
のInstitute of Econom

ic Affairs

（
以
下
、

I 

E 
A
と
略
記
）
が
こ
の
方
向
性
を
率
い
、
特
に
編
集
長
で
あ
っ
た
ア
ー

サ
ー
・
セ
ル
ド
ン
は
、
ま
さ
に
血
液
提
供
者
へ
の
支
払
い
に
よ
る
血
液

供
給
増
加
の
有
無
に
関
心
を
示
し
て
い
た

）
39
（

。
ア
メ
リ
カ
で
は
ミ
ル
ト
ン
・

フ
リ
ー
ド
マ
ン
が
一
九
五
三
年
の
著
作
に
示
し
た
方
法
論
を
受
け
と
め

た
当
時
の
経
済
理
論
家
た
ち

）
40
（

が
、
医
療
を
ど
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
市
場

理
論
的
に
分
析
で
き
る
か
を
考
察
し
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
潮
流
を
新

自
由
主
義
と
名
づ
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
も
っ
と
ず
っ
と
後
の
こ
と

で
あ
る
。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
英
米
圏
の
経
済
学
的
関
心
を
、

知
識
と
し
て
あ
る
程
度
、
共
有
し
た

）
41
（

。

　

こ
こ
で
特
に
経
済
学
者
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
と
の
「
関
わ
り
」
が
注
目

に
値
す
る

）
42
（

。
テ
ィ
ト
マ
ス
が
「
医
療
の
倫
理
と
経
済
学

）
43
（

」
と
い
う
小
稿

を
発
表
し
た
一
九
六
三
年
、
ア
ロ
ー
も
「
不
確
実
性
と
医
療
の
厚
生
経

済
学
」
と
い
う
論
考
を
発
表
し

）
44
（

、
テ
ィ
ト
マ
ス
は
そ
の
二
年
後
、
メ
モ

を
付
し
な
が
ら
こ
れ
を
読
ん
だ
と
い
う

）
45
（

。
厚
生
経
済
学
（w

elfare 

econom
ics

）
は
、
両
者
の
関
心
の
重
な
る
部
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
や

が
て
『
贈
与
関
係
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
ア
ロ
ー
は
テ
ィ
ト
マ
ス
が
み

ず
か
ら
の
論
考
を
読
ん
だ
こ
と
を
お
そ
ら
く
知
ら
ず
に
、
一
九
七
二
年

に
同
書
に
関
す
る
書
評
的
な
論
考
を
刊
行
し
た
。
わ
ず
か
な
関
わ
り
だ

が
、
テ
ィ
ト
マ
ス
に
と
っ
て
ア
ロ
ー
の
小
稿
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、

ア
ロ
ー
に
と
っ
て
も
『
贈
与
関
係
』
は
か
な
り
の
意
味
を
持
っ
た
と
思

わ
れ
る

）
46
（

。

　

ア
ロ
ー
の
立
ち
位
置
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
経
済
思
想

的
潮
流
の
中
で
も
、
や
や
独
特
で
あ
っ
た
。
医
療
を
論
じ
た
当
時
の
経

済
学
は
、
感
染
の
危
険
と
い
う
問
題
を
視
野
の
中
に
お
さ
め
つ
つ
も
、

全
般
的
に
は
そ
れ
を
費
用
（
コ
ス
ト
）
と
便
益
（
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
）
と
の

比
較
考
量
に
落
と
し
込
み
、
リ
ス
ク
と
不
確
実
性
の
問
題
と
し
て
分
析

す
る
方
向
性
へ
収
斂
し
つ
つ
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
も
二
〇
二
二
年

現
在
で
も
、
経
済
学
は
感
染
そ
の
も
の
を
み
ず
か
ら
の
学
問
の
対
象
と

は
み
て
い
な
い
。
ア
ロ
ー
は
こ
れ
に
沿
い
つ
つ
も
、
個
人
を
基
盤
に
し

た
厚
生
、
社
会
福
祉
へ
と
考
察
を
進
め
る
な
か
で
、
ま
た
お
も
に
当
時

の
経
済
人
類
学
、
文
化
人
類
学
な
ど
か
ら
の
広
義
の
「
経
済
」
的
問
い

か
け
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
な
か
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
こ
れ
ら
に
応
え

ら
れ
る
か
と
い
う
境
界
ま
で
思
考
を
進
め
て
い
た
。
そ
こ
に
テ
ィ
ト
マ

ス
の
、
経
済
か
倫
理
か
と
い
う
、
真
摯
で
情
熱
的
な
問
い
か
け
が
、
偶

然
に
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
医
療
に
お
け
る
経
済
と
倫
理

と
い
う
問
い
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
一
九
六
三
年
の
論
考
の
テ
ー
マ
だ
が
、

実
は
そ
も
そ
も
こ
の
論
考
以
前
か
ら
晩
年
の
『
贈
与
関
係
』
に
至
る
ま

で
の
か
れ
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
で
も
あ
る
。

　

ア
ロ
ー
の
一
九
六
三
年
の
論
考
は
、
医
療
の
厚
生
経
済
学
と
題
さ
れ

て
い
る
が
、
テ
ー
マ
は
医
療
産
業
で
あ
っ
て
健
康
で
は
な
く
、
医
療
と

は
健
康
に
関
わ
る
多
く
の
要
因
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
論
考
の
ほ
と
ん
ど
は
医
療
の
提
供
者
と
し
て
の
医
師
の
意
思
決
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定
の
仕
方
と
、
保
険
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
た
だ
し
序
文
で
、
前
提

の
一
つ
と
し
て
財
の
市
場
化
可
能
性
（m

arketability

）
を
論
じ
、
伝
統

的
な
区
分
で
あ
る
「
個
人
と
社
会
と
の
費
用
便
益
（
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ

ト
）
の
区
分

）
47
（

」
よ
り
も
広
い
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
市
場
は
通
常
、

個
人
の
行
動
が
他
者
に
及
ぼ
し
た
結
果
に
対
し
て
そ
の
コ
ス
ト
の
支
払

を
要
求
せ
ず
、
ま
た
逆
に
便
益
を
与
え
て
も
そ
れ
を
補
填
す
る
こ
と
も

な
い
が
、
ア
ロ
ー
は
こ
れ
に
反
す
る
事
例
と
し
て
、
伝
染
病
の
広
が
り

を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
単
な
る
一
例
に
見
え
る
が
、
一
九
七
二
年
の
『
贈
与
関
係
』

へ
の
論
評
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
ア
ロ
ー
が
感
染
と
い
う
問
題
を
思

い
の
ほ
か
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
人
間
同
士
の
接

触
が
当
人
た
ち
の
意
志
や
意
識
を
超
え
た
形
で
、
影
響
や
結
果
を
も
た

ら
す
場
合
が
あ
る
と
い
う
問
題
と
し
て
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は

血
液
を
介
し
た
接
触
で
は
な
い
が
、
感
染
、
伝
染
は
重
要
な
点
を
突
く

隠
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
予
防
接
種
の
（
面
倒
な
）
手
続
き
を
避
け
る
と
い
う

プ
ラ
ス
の
効
用
と
比
較
考
量
し
た
結
果
、
接
種
し
損
ね
た
個
人
は
、

自
分
自
身
の
健
康
を
リ
ス
ク
に
さ
ら
す
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
効
用

を
得
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
人
び
と
の
健
康
も
リ
ス
ク
に
さ
ら
す

こ
と
に
な
る
。
も
し
望
ま
し
い
価
格
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
な
ら
、
健

康
を
脅
か
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
支
払
い
を
、
こ
の
人
物

に
課
す
価
格
が
決
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
価
格
は
他
の
人
び
と

が
十
分
に
補
償
さ
れ
た
と
感
じ
る
価
格
で
あ
り
、
あ
る
い
は
も
し

他
の
人
び
と
か
ら
そ
の
人
物
に
支
払
わ
れ
た
ら
、
そ
の
人
物
が
予

防
接
種
の
手
続
き
を
踏
む
よ
う
動
機
づ
け
る
価
格
で
あ
る
だ
ろ
う

）
48
（

。

　

ア
ロ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
「
望
ま
し
い
」
価
格
シ
ス
テ
ム
が
も
た
ら

す
「
最
適
な
」
状
態
は
、
も
し
あ
る
な
ら
通
常
の
価
格
決
定
の
結
果
と

は
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
現
実
的
で
な
く
、
実
際
に
は
補
助
金

か
課
税
、
強
制
と
い
っ
た
政
策
的
、
社
会
的
介
入
に
よ
っ
て
「
最
適
」

に
近
い
状
態
に
持
ち
込
む
し
か
な
い
と
し
た
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
市
場
化
不
可
能
性
（nonm

arketability

）
は
、

リ
ス
ク
の
概
念
に
回
収
さ
れ
る
。
医
療
に
お
け
る
リ
ス
ク
に
は
、
病
気

に
な
る
リ
ス
ク
と
、
回
復
が
ま
っ
た
く
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
な

さ
れ
な
い
リ
ス
ク
、
あ
る
い
は
思
っ
た
ほ
ど
早
く
回
復
し
な
い
リ
ス
ク

が
あ
り
、
最
悪
の
場
合
は
死
で
あ
る
と
い
う
病
気
由
来
の
「
損
失

）
49
（

」
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
は
か
な
り
予
測
不
可
能
な
現
象
で
不
確
実
な

た
め
、
保
険
の
問
題
に
も
照
準
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
の

が
ア
ロ
ー
の
見
方
で
あ
っ
た
。
人
間
同
士
の
接
触
に
よ
る
感
染
と
い
う

他
者
へ
の
影
響
の
問
題
を
、
何
と
か
リ
ス
ク
と
不
確
実
性
の
概
念
に

よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

テ
ィ
ト
マ
ス
が
こ
の
論
考
を
読
ん
で
メ
モ
を
付
し
た
の
も
、
ま
さ
に

こ
の
部
分
で
あ
っ
た
。
「
多
く
の
リ
ス
ク
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
。
そ
の
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理
由
は
、
避
け
ら
れ
る
リ
ス
ク
と
避
け
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
を
区
別
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る

）
50
（

」
こ
と
、
ま
た
医
師
が
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
違
っ
て
生

産
物
を
消
費
前
に
テ
ス
ト
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
が
あ
る

の
で
経
験
知
が
十
全
に
は
は
た
ら
か
ず
不
確
実
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ

で
も
医
師
は
、
市
場
化
で
き
な
い
経
験
知
や
知
識
の
担
い
手
と
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、メ
モ
と
し
て
書
き
込
ん
だ
。
そ
し
て
結
局
、「
医

療
に
お
け
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
保
険
で
十
分
に
補
償
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。『
福
祉
の
損
失
』
が
あ
る

）
51
（

」
と
し
て
、
医
療
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
と
ら
え
る
こ
と
全
般
に
批
判
的
な
立
場
を
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
結
局
、
ア
ロ
ー
の
論
考
と
い
う
よ
り
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
経
済

学
の
「
（
パ
レ
ー
ト
）
最
適
性
」
に
関
わ
る
前
提
そ
の
も
の
に
対
す
る
批

判
と
な
っ
た
。
医
療
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ア
ロ
ー
が
言
及
し
た
伝
染
病

の
感
染
の
事
例
と
と
も
に
、
ま
た
ア
ロ
ー
が
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
枠
組

を
超
え
て
、
他
者
と
の
接
触
に
よ
る
感
染
や
発
病
な
ど
の
リ
ス
ク
制
御

の
不
可
能
性
を
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
な
か
に
強
く
喚
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
後
に
『
贈
与
関
係
』
で
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
の
事
例
を
分

析
し
た
際
に
、
血
液
の
市
場
化
の
問
題
を
医
療
現
場
の
コ
ス
ト
、
と
り

わ
け
訴
訟
の
数
の
増
加
に
よ
る
コ
ス
ト
増
大
に
み
た
こ
と
に
、
ア
ロ
ー

の
分
析
か
ら
の
影
響
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、

ア
メ
リ
カ
で
従
来
は
献
血
の
よ
う
に
無
償
の
サ
ー
ビ
ス
と
さ
れ
て
い
た

も
の
が
次
第
に
商
品
取
引
の
対
象
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
法
的
規
制
の

対
象
と
な
る
こ
と
で
、
「
医
療
全
体
や
輸
血
の
事
例
に
お
け
る
医
療
過

誤
（m

alpractice

）
や
医
療
の
怠
慢
に
対
す
る
訴
訟
の
数
、
そ
の
コ
ス
ト

の
劇
的
な
増
加

）
52
（

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た

訴
訟
を
い
く
つ
か
概
観
す
る
と
、
た
い
て
い
医
師
の
都
合
で
患
者
の
側

の
声
は
聞
か
れ
な
く
な
り
、
医
師
と
患
者
の
関
係
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
は
ア
ロ
ー
の
見
方
に
準
拠
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

テ
ィ
ト
マ
ス
は
結
論
と
し
て
、
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
の
ひ
と
つ
の
個
別

の
事
例
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
血
液
バ
ン
ク
が
勝
利
を
収
め
た
と
し
て
も
、

血
液
バ
ン
ク
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
一
般
の
商
品
化
が
全
般
的
に
進
ん
で

「
人
間
の
生
き
た
生
物
組
織
と
し
て
の
血
液
が
商
売
道
具
と
し
て
次
第

に
多
く
売
買
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
や
が
て
商
業
法
則
が
行
き
渡
る

こ
と
に
な
る

）
53
（

」
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
以
下
に
み
る
と
お
り
、
ア
ロ
ー

は
テ
ィ
ト
マ
ス
の
こ
の
部
分
を
評
価
し
な
か
っ
た
。

3　
「
利
他
」
の
拓
い
た
地
平
―
―
経
済
学
に
お
け
る
効
率
性
概
念
の
拡
張

　

一
九
六
〇
年
代
の
経
済
学
の
動
向
の
な
か
で
テ
ィ
ト
マ
ス
の
中
に
は

ぐ
く
ま
れ
、
ま
た
次
第
に
前
も
っ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
贈

与
関
係
』
は
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
刊
行
さ
れ
た
。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、

「
生
き
て
い
る
生
物
組
織
と
し
て
の
血
液
は
今
や
、
西
洋
社
会
に
お
い
て
、

『
経
済
的
な
も
の
』
が
終
わ
り
『
社
会
的
な
も
の
』
が
始
ま
る
究
極
的

な
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
の
一
つ
で
あ
る

）
54
（

」
と
し
た
。
つ
ま
り
社
会
福
祉
の
視

点
を
基
盤
に
、
血
液
提
供
を
経
済
と
社
会
の
境
界
上
に
置
こ
う
と
考
え
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た
の
で
あ
っ
た
。

　

タ
イ
ト
ル
が
明
示
す
る
と
お
り
、
テ
ー
マ
は
贈
与
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
の
「
血
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
す
る
人
類
学
的
な
関
心
か
ら
始
ま
り
、

贈
与
に
関
し
て
は
モ
ー
ス
、
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
、

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た

）
55
（

。
か
れ
ら
は
お
も
に
、
「
産

業
化
さ
れ
て
い
な
い
社
会

）
56
（

」
の
継
続
的
な
や
り
取
り
や
「
非
貨
幣
経

済
）
57
（

」
の
財
の
分
配
に
つ
い
て
、
贈
り
物
や
そ
の
お
返
し
が
さ
ま
ざ
ま
な

感
情
や
共
同
体
の
集
団
性
と
結
び
つ
き
、
社
会
集
団
を
結
び
つ
け
る
強

力
な
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
論
じ
て
き
た

）
58
（

。
一
方
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、

む
し
ろ
産
業
化
さ
れ
貨
幣
経
済
を
も
つ
先
進
国
を
中
心
に
、
贈
与
の
概

念
を
経
済
的
な
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
血
液
を
素
材

と
し
て
、
「
贈
与
と
交
換

）
59
（

」
の
あ
り
方
と
そ
の
帰
結
を
考
察
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

か
れ
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ

と
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
血
液
の
贈
与
つ
ま
り
献
血
と
、
こ
れ
に
対

置
さ
れ
る
売
血
に
よ
る
血
液
提
供
者
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
、
で
き
る
限

り
集
め
た
。
し
か
し
全
般
的
に
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
日
本

や
当
時
の
ソ
連
、
南
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
実
態
に
関
す
る
二
次
文
献
に
も

視
野
を
広
げ
、
三
〇
ヶ
国
あ
ま
り
の
売
血
者
比
率
の
粗
デ
ー
タ

）
60
（

な
ど
を

本
文
に
盛
り
込
ん
で
、
比
較
的
厚
い
付
録
も
い
く
つ
か
付
し
た
。
こ
れ

ら
を
も
と
に
、
血
液
の
提
供
者
の
分
類
、
動
機
の
分
析
、
B
型
肝
炎
へ

の
感
染
比
率
な
ど
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
上
で
、
売
血
を
批
判
し
献
血

を
推
奨
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、
血
液
の
提
供
者
を
ド
ナ
ー
と
呼
ぶ
の
は
慣

例
に
し
た
が
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
お
そ
ら
く
「
よ
り
中
立
に
語
ら
れ
る

）
61
（

」

提
供
者
（
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
）
と
い
う
用
語
を
用
い
る
方
が
適
切
か
も
し

れ
な
い
と
述
べ
た
。
ド
ナ
ー
と
い
う
概
念
は
、
人
類
学
者
た
ち
が
論
じ

た
と
お
り
、
多
く
の
社
会
に
お
い
て
贈
与
が
受
け
手
に
生
じ
さ
せ
る
社

会
的
義
務
感
や
、
贈
り
手
の
心
理
に
お
け
る
利
他
的
な
動
機
を
喚
起
す

る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
果
的
に
は
ド
ナ
ー
と
い
う
表
現
を
用
い

た
。
そ
し
て
こ
の
「
利
他
的
な
動
機
」
が
、
ア
ロ
ー
の
強
い
関
心
と
反

応
を
呼
び
起
こ
し
た
。

　

ア
ロ
ー
は
一
九
七
二
年
の
論
考
で
、
『
贈
与
関
係
』
を
か
な
り
詳
細

に
検
討
し
た

）
62
（

。
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
結
論
部
分
、

す
な
わ
ち
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
血
液
の
私
的
な
市
場
の
研
究
か
ら
、

血
液
と
ド
ナ
ー
関
係
を
商
業
化
す
る
こ
と
は
、
利
他
の
発
現
を
抑
圧
し
、

共
同
体
の
感
覚
を
侵
食
し
〔
…
…

）
63
（

〕
」
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ

の
事
例
か
ら
の
過
度
の
一
般
化
で
あ
る
と
し
、
ま
た
医
療
行
為
の
過
誤
、

訴
訟
の
増
大
な
ど
を
市
場
化
に
帰
し
た
こ
と
も
評
価
し
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
著
作
を
全
体
と
し
て
は
、
「
サ
ー
ベ
イ
や
図
表
が
示
さ
れ
、

デ
ー
タ
の
限
界
が
き
わ
め
て
慎
重
に
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
経
験
的
社
会

学
の
言
葉

）
64
（

」
で
簡
潔
か
つ
客
観
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
著
者
の
信
念

が
随
所
で
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
評
し
た
。こ
こ
に
ア
ロ
ー
の
「
両

義
的
な
感
情
の
あ
ら
わ
れ

）
65
（

」
を
見
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
ア
ロ
ー
は
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評
価
を
「
社
会
哲
学
的
論
争
の
質
を
大
い
に
豊
か
に
し
た

）
66
（

」
と
結
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ア
ロ
ー
自
身
、
こ
の
社
会
哲
学
的
論
争
に
大
い

に
触
発
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ロ
ー
は
輸
血
の
た
め
の
血
液
贈
与
に
つ
い
て
、
「
直
接
の
意
味
で

も
通
常
的
な
意
味
で
も
支
払
い
と
い
う
要
素
の
な
い
、
一
方
的
（
片
務

的
）
取
引
の
広
大
な
領
域
の
一
例
に
過
ぎ
な
い

）
67
（

」
と
し
、
そ
う
し
た
財

の
分
配
す
な
わ
ち
贈
与
（giving 

つ
ま
り
与
え
る
こ
と
）
は
、
尊
敬
や
愛
、

身
分
な
ど
の
概
念
と
は
異
な
り
、
経
済
学
者
が
み
ず
か
ら
の
理
論
的
道

具
を
用
い
て
分
析
で
き
る
範
囲
内
に
あ
る
と
し
た

）
68
（

。
ア
ロ
ー
は
経
済
学

の
概
念
や
考
え
方
を
用
い
て
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
問
題
提
起
を
正
面
か
ら

受
け
止
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
中
心
に
、
効
率
性
の
概
念
と
利
他
の
概

念
が
あ
る
。

　

効
率
性
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
輸
血
の
た
め
の
血
液
が
絶
え
ず
求
め

ら
れ
、
足
り
な
い
と
い
う
需
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
照
ら
し
て
、
効
率

的
な
供
給
が
重
要
で
あ
る
、
と
テ
ィ
ト
マ
ス
が
指
摘
し
た
こ
と
は
す
で

に
み
た
。
テ
ィ
ト
マ
ス
は
さ
ら
に
、
血
液
の
分
配
問
題
を
扱
う
た
め
に

は
経
済
学
の
枠
組
よ
り
広
い
四
つ
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
① 

経
済
的
効
率
性
、
②
行
政
管
理
上
の
効
率
性
、
③
価
格
、
す
な
わ
ち
患

者
に
対
す
る
単
位
当
た
り
の
コ
ス
ト
、
④
純
度
、
潜
在
力
、
安
全
性
も

し
く
は
単
位
当
た
り
の
質
、
を
挙
げ
た
の
で
あ
る

）
69
（

。
ア
ロ
ー
は
、
『
贈

与
関
係
』
が
即
時
に
も
長
期
的
に
も
も
っ
と
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

も
つ
の
は
、
「
贈
与
の
世
界
が
経
済
シ
ス
テ
ム
の
作
用
に
お
い
て
、
実

際
に
効
率
性
を
増
大
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
議
論
で
あ
り
、
そ

の
論
拠
で
あ
る

）
70
（

」
と
し
て
、
経
済
学
に
対
す
る
一
定
の
貢
献
を
み
と
め
、

効
率
性
概
念
の
拡
張
を
検
討
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
効
率
性
で
考
え
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
は
自
明
で
は

な
い
。
輸
血
に
必
要
な
血
液
が
足
り
な
い
状
態
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ

で
は
、
特
に
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

こ
れ
を
所
与
と
し
て
需
給
の
調
整
の
み
で
考
え
る
こ
と
が
適
切
か
ど
う

か
は
、
考
え
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
市
場
経
済
の
理

論
的
枠
内
で
考
察
す
る
限
り
、
効
率
性
の
概
念
は
も
っ
と
も
重
要
な
前

提
の
一
つ
に
違
い
な
い
。

　

ア
ロ
ー
は
贈
与
が
経
済
的
な
財
の
分
配
に
影
響
を
与
え
る
三
つ
の
形

態
を
分
類
し
た
が

）
71
（

、
二
つ
目
は
、
嘘
を
つ
か
な
い
こ
と
や
信
頼
な
ど
の

「
徳
」
に
基
づ
く
贈
与
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
感
染
に

か
ら
ん
だ
説
明
が
な
さ
れ
る
。
ド
ナ
ー
か
ら
受
け
手
に
B
型
肝
炎
を
感

染
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、
輸
血
の
も
っ
と
も
深
刻
な

リ
ス
ク
と
明
記
し
、
血
液
中
の
感
染
を
テ
ス
ト
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

以
上
、
「
感
染
を
検
出
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ド
ナ
ー
が
自
分
で
B
型

肝
炎
に
か
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
本
当
の
こ
と
を
言
う
意
志
に
か

か
っ
て
い
る

）
72
（

」
と
い
う
。
ア
ロ
ー
は
さ
ら
に
「
こ
れ
は
経
済
生
活
に
お

け
る
他
の
多
く
の
似
た
よ
う
な
状
況
の
原
型
で
あ
る

）
73
（

」
と
述
べ
た
。
つ

ま
り
人
び
と
は
経
済
生
活
の
多
く
の
局
面
に
お
い
て
、
徳
に
基
づ
き
誰

か
に
何
か
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
ア
ロ
ー
が
一
九
六
三
年
の
論
考
当
時
か
ら
求
め
て
い
た
、
費

用
便
益
分
析
よ
り
も
広
い
枠
組
に
対
応
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
よ

り
広
い
枠
組
に
は
、
従
来
厚
生
経
済
学

）
74
（

で
費
用
便
益
に
分
析
に
馴
染
ま

な
い
外
部
性
と
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
を
含
め
、
「
市
場
化
で
き
る
か
ど

う
か
に
か
か
わ
ら
ず

）
75
（

」
は
か
る
こ
と
の
で
き
る
、
よ
り
広
義
の
効
率
性

概
念
が
想
定
さ
れ
る
。
ア
ロ
ー
は
、
市
場
に
お
け
る
価
格
分
配
だ
け
が

効
率
的
と
す
る
の
と
は
異
な
る
方
向
性
、
す
な
わ
ち
提
供
者
の
徳
や
社

会
的
責
任
の
感
覚
、
倫
理
的
行
動
な
ど
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
効
率
性

を
、
『
贈
与
関
係
』
に
お
け
る
感
染
の
分
析
に
見
出
し
た
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
こ
れ
に
関
し
、
利
他
主
義
の
考
え
方
の
分
析
が
重
要
と
な
っ
た
。

ア
ロ
ー
は
効
用
概
念
を
基
盤
に
し
て
個
人
の
福
祉w

elfare

を
再
定
式

化
し

）
76
（

、
血
液
贈
与
の
動
機
を
注
意
深
く
整
理
し
直
し
た
。
テ
ィ
ト
マ
ス

自
身
も
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
利
他
の
な
か
に
も
利
己
的
な
意
識
が
混

在
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
利
己
と
利
他
の
動
機
は
二
者
択
一
で
は

な
く
、
他
者
の
満
足
度
の
高
ま
り
が
個
人
の
満
足
度
を
高
め
る
場
合
も

さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
。
こ
れ
に
照
ら
し
て
、
あ
ら
た
め
て
徳
、
つ
ま
り
嘘

を
つ
か
な
い
こ
と
が
、
ど
う
は
た
ら
く
か
を
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
っ

た
。
ア
ロ
ー
は
、
売
血
す
る
ド
ナ
ー
が
「
失
業
者
を
含
ん
で
ほ
ぼ
例
外

な
く
、
よ
り
低
所
得
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
る

）
77
（

」
こ
と
を
確
認
し
、
そ

の
上
で
「
特
に
貧
困
に
駆
ら
れ
た
商
業
的
血
液
ド
ナ
ー
に
は
、
真
実
を

隠
す
あ
ら
ゆ
る
動
機
が
あ
る

）
78
（

」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
利
他
概
念
の
粗
さ
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
ア
ロ
ー
は
、

テ
ィ
ト
マ
ス
に
よ
る
経
験
的
デ
ー
タ
、
す
な
わ
ち
売
血
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
血
液
が
B
型
肝
炎
の
お
も
な
感
染
源
で
あ
る
と
い
う
結
果
を
、

驚
き
を
示
し
つ
つ
も
大
筋
で
認
め
な
が
ら
、
た
と
え
利
他
に
よ
る
満
足

度
が
あ
っ
て
も
利
己
が
そ
れ
に
ま
さ
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
、
限
定
的

か
つ
論
理
的
な
反
証
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

4　

「
血
」
の
逆
襲

　

結
局
、
社
会
が
ゆ
た
か
に
な
れ
ば
一
般
的
に
、
血
を
売
ら
ず
無
償
で

提
供
す
る
よ
う
に
な
る
と
し
た
テ
ィ
ト
マ
ス
の
主
張
は
、
ゆ
た
か
な
社

会
と
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
ゆ
た
か
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
日
本

）
79
（

や

ド
イ
ツ
で
も
進
行
し
て
い
た
市
場
化
、
売
血
と
い
う
事
態
を
う
ま
く
説

明
で
き
ず
、
貧
困
と
売
血
の
相
関
関
係
は
曖
昧
に
と
ど
ま
っ
た
。
お
も

に
英
米
と
い
う
先
進
国
に
照
準
し
、
社
会
的
義
務
や
利
他
性
す
ら
も
排

し
た
純
粋
な
「
贈
与
」
を
理
念
に
し
よ
う
と
し
た
テ
ィ
ト
マ
ス
に
は
、

売
血
す
る
低
所
得
層
が
存
在
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
低
所
得
層
で
な
く

と
も
、
人
び
と
は
売
血
制
度
が
あ
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
献
血
に
向
か

わ
な
い
と
い
う
事
態
を
、
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
の

集
め
た
デ
ー
タ
で
は
、
売
血
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
血
液
の
輸
血
に
よ

る
感
染
の
比
率
は
、
献
血
に
よ
る
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
高
か
っ
た
が
、

ア
ロ
ー
は
そ
こ
に
因
果
関
係
は
な
い
と
指
摘
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
売
血

に
よ
る
血
液
提
供
者
が
ほ
ぼ
低
所
得
層
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
因
果
関

係
か
、
少
な
く
と
も
相
関
関
係
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
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貧
困
状
態
に
あ
る
人
の
血
液
全
般
が
必
ず
、
あ
る
い
は
よ
り
高
い
確
率

で
病
気
に
感
染
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

ア
ロ
ー
は
こ
れ
ら
の
弱
点
を
見
抜
き
、
テ
ィ
ト
マ
ス
が
結
局
、
「
家

族
関
係
の
ゆ
た
か
さ
も
、
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
緊
密
な
結
び
つ
き

も
推
奨
せ
ず
、
〔
…
…
〕
社
会
全
体
の
は
た
ら
き
を
見
渡
す
こ
と
の
で

き
る
個
人

）
80
（

」
、
つ
ま
り
は
聖
人
君
子
の
み
に
適
合
す
る
エ
リ
ー
ト
主
義

に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
、
「
利
他
性
を
重
視
し
な
が
ら
個
人
の
相
互
的

な
感
情
に
程
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

）
81
（

」
と
評
し
、
そ
れ
が
フ
ェ
ビ
ア
ン

主
義
的
社
会
福
祉
の
「
伝
統
」
だ
と
邪
揄
し
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の

ト
ッ
プ
・
エ
リ
ー
ト
経
済
学
者
に
違
い
な
か
っ
た
ア
ロ
ー
が
、
む
し
ろ

人
類
学
的
な
観
点
に
依
拠
し
、
テ
ィ
ト
マ
ス
を
エ
リ
ー
ト
主
義
と
批
判

し
た
こ
と
は
、
な
ん
と
も
皮
肉
で
あ
る
。

　

で
は
た
と
え
ば
ア
ロ
ー
の
経
済
理
論
が
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

推
奨
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
個
人
の
相
互
的
な
感
情
を

十
分
に
取
り
込
ん
だ
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
ア
ロ
ー
が
指
摘
し
た
「
貧
困
と
感
染
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
は
な

い
」
こ
と
の
帰
結
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
貧
困
で
な
い
人
の
血
液

も
、
献
血
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
血
液
も
、
貧
困
な
人
の
血
液
、
売
血

に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
血
液
と
同
じ
よ
う
に
、
感
染
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
個
人
の
相
互
的
な
感
情
を
あ
げ
て

テ
ィ
ト
マ
ス
を
批
判
す
る
ア
ロ
ー
の
言
説
の
な
か
に
、
テ
ィ
ト
マ
ス
が

血
液
の
近
代
科
学
的
把
握
に
よ
っ
て
切
り
離
し
た
は
ず
の
「
血
」
の
呪

縛
が
、
漠
然
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

市
場
化
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
感
染
の
問
題
を
介
し
て
「
血
」
の
呪
縛
へ

と
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
。
市
場
社
会
は
、
市
場
化
の
増
幅
に
と
も
な
っ

て
忍
び
込
む
感
染
を
、
概
念
的
に
も
実
質
的
に
も
お
さ
え
込
む
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
が
、
こ
の
一
端
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
テ
ィ
ト
マ
ス
の
『
贈
与
関
係
―
―
人
間
の
血
液
か

ら
社
会
政
策
へ
』
を
素
材
に
、
感
染
源
と
し
て
の
血
液
を
め
ぐ
っ
て
一

九
六
〇
年
代
、
一
九
七
〇
年
前
後
に
活
発
と
な
っ
た
社
会
科
学
的
思
考

の
断
面
を
考
察
し
た
。
ア
ロ
ー
と
テ
ィ
ト
マ
ス
の
関
わ
り
を
確
認
し
た

上
で
、
貧
困
と
感
染
と
い
う
テ
ー
マ
に
立
ち
戻
っ
て
い
う
な
ら
、
市
場

化
の
全
般
的
な
進
行
と
自
己
責
任
の
発
想
に
よ
っ
て
貧
困
に
絡
ん
だ
感

染
が
置
き
去
り
に
さ
れ
、
見
え
に
く
く
な
る
と
い
う
事
態
は
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
が
看
破
し
た
十
九
世
紀
と
同
様
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
は
っ

き
り
と
あ
ら
わ
れ
た
。
利
他
を
さ
ら
に
抽
象
化
し
た
純
粋
な
贈
与
の
概

念
は
、
感
染
と
貧
困
と
が
絡
む
現
実
に
対
し
て
は
、
い
さ
さ
か
脆
弱
で

あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
ア
ロ
ー
が
か
な
り
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
こ
と
で
、『
贈

与
関
係
』
は
経
済
学
、
と
り
わ
け
同
時
代
の
厚
生
経
済
学
や
経
済
学
に



25　●　〈論文〉贈与と交換のはざまに――中山智香子

対
す
る
貢
献
を
、
あ
る
程
度
は
認
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
一
九
七
二
年
に
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
で
あ
っ
た
ニ
ク

ソ
ン
が
「
安
全
か
つ
迅
速
で
効
率
の
良
い
、
一
国
レ
ベ
ル
の
血
液
収
集

と
分
配
の
シ
ス
テ
ム

）
82
（

」
を
作
る
よ
う
関
係
省
庁
に
呼
び
掛
け
、
こ
の
省

庁
の
担
当
者
が
テ
ィ
ト
マ
ス
の
著
作
を
読
ん
で
対
応
を
発
表
し
た
り
、

赤
十
字
社
連
合
が
一
九
七
三
年
、
一
九
七
五
年
と
血
液
市
場
へ
の
警
告

や
献
血
組
織
の
形
成
促
進
を
示
し
た
り

）
83
（

し
た
。
つ
ま
り
『
贈
与
関
係
』

は
血
液
提
供
の
無
償
化
に
向
け
て
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
一
定
の
実
質
的

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
影
響
力
は
、
一
九

八
〇
年
代
に
輸
血
に
よ
る
H 

I 

V
感
染
の
問
題
が
浮
上
し
猛
威
を
振
る

う
こ
と
に
な
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
、

か
な
り
の
程
度
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

）
84
（

。

　

し
か
し
こ
の
時
期
を
経
て
、
感
染
は
い
っ
そ
う
医
学
の
領
域
に
特
化

し
た
技
術
的
問
題
と
し
て
、
封
じ
込
め
、
解
決
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
経
験
さ
れ
た
二
〇

二
〇
年
代
初
頭
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ひ
と
た
び
感
染
が
進

行
す
る
と
、
個
々
人
は
も
っ
ぱ
ら
医
学
の
素
人
と
し
て
、
公
衆
衛
生
に

寄
与
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
で
き
る
こ
と
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
感
染

源
へ
の
接
触
を
避
け
る
べ
き
こ
と
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

―
―
必
要
な
の
は
む
し
ろ
、
物
理
的
距
離
で
あ
る
が
―
―
と
い
う
不
可

解
な
用
語
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
た
。
今
や
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」
の
復
興
が

求
め
ら
れ
る
局
面
で
、
一
九
六
〇
年
代
、
一
九
七
〇
年
代
に
社
会
科
学

的
思
考
か
ら
抽
出
さ
れ
た
徳
や
贈
与
の
理
念
を
経
済
活
動
と
の
関
わ
り

で
再
考
す
る
こ
と
に
も
、
一
定
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

 

（
な
か
や
ま
・
ち
か
こ
／
現
代
経
済
思
想
）

注（
1
） 

中
山
二
〇
二
〇
で
は
、H

art &
 N

egri 2000

の
「
感
染
」
に
関
す
る
記

述
に
、
接
触
へ
の
恐
怖
心
の
あ
ら
わ
れ
を
見
出
し
、こ
こ
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
核
心
を
み
た
（
中
山
二
〇
二
〇
、
二
二
〇
―
二
二
一
頁
）
。
藤
原

二
〇
一
九
は
よ
り
包
括
的
に
、
か
れ
ら
の
提
示
し
た
「
帝
国
」
概
念
が
生
成

と
分
解
、
発
生
と
腐
敗
の
過
程
を
も
活
用
す
る
点
に
着
目
し
た
。

（
2
） 

た
だ
し
ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
刊
行
は
一
九
七
一
年
で
あ
る

（O
akley &

 Ashton 1997, p. 3

）
。Titm

uss 1970/ 1997

は
関
連
論
考
数

本
を
お
さ
め
、
語
句
の
訂
正
や
削
除
等
の
編
集
を
施
し
た
改
訂
・
拡
大
版
で

あ
る
が
、
原
著
の
部
分
に
関
し
て
は
、
章
の
番
号
が
変
更
さ
れ
、
各
章
内
の

セ
ク
シ
ョ
ン
区
切
り
が
削
除
さ
れ
た
り
、
註
だ
っ
た
も
の
が
本
文
に
入
れ
ら

れ
た
り
な
ど
、
当
初
の
テ
ィ
ト
マ
ス
の
考
え
が
か
な
り
わ
か
り
に
く
く
な
っ

て
い
る
。こ
の
た
め
本
稿
で
は
、
同
書
の
分
析
に
関
し
て
イ
ギ
リ
ス
・
エ
デ
ィ

シ
ョ
ン
の
初
版
（Titm

uss 1970

）
を
用
い
て
い
る
。

（
3
） Berridge 1997, H

ealy 1999 

な
ど
。

（
4
） 

改
訂
新
版
の
編
者
た
ち
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
「
政
治
的
に
正
し
く
な
い
」

部
分
も
当
時
の
文
化
で
あ
る
と
し
て
残
し
た
と
し
て
い
る
が
（O

akley &
 

Ashton 1997, p. 4

）
、
結
果
は
必
ず
し
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た

削
除
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
個
人
的
な
名
誉
に
は
好
都
合
か
も
し
れ
な
い
が
、

思
想
史
研
究
に
と
っ
て
は
損
失
で
あ
る
。

（
5
） 

古
代
か
ら
長
い
あ
い
だ
影
響
を
も
っ
た
と
さ
れ
る
ガ
レ
ノ
ス
の
体
液
説
医

学
は
、
病
気
の
「
た
ね
」
を
受
け
止
め
る
側
に
「
体
質
」
と
い
う
一
定
の
素

地
が
あ
り
、
そ
の
体
質
は
体
液
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
と
ら
え
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て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
論
理
で
あ
っ
て
も
「
病
気
の
『
た
ね
』
」
つ
ま
り
原

因
と
な
る
何
か
の
存
在
を
、
少
な
く
と
も
比
喩
的
に
必
要
と
し
た
（
田
中
二

〇
一
三
、
七
五
頁
）
。
と
こ
ろ
で
ガ
レ
ノ
ス
の
『
医
薬
構
成
論
』
に
医
薬
品

と
し
て
の
砂
糖
の
役
割
を
滑
り
込
ま
せ
、
十
九
世
紀
ま
で
薬
学
書
の
基
本
と

し
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
薬
学
者
た
ち
の
仕
掛
け
に
よ
る
と
さ
れ
て
お
り

（M
intz 1985

、
邦
訳
二
二
六
―
二
二
八
頁
）
、
長
い
影
響
力
の
あ
り
方
も
一

様
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
） Polanyi 1944/ 1957/ 2001. 

ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
自
己
調
整
的
な
市
場
の
ロ

ジ
ッ
ク
を
軸
と
し
た
経
済
の
領
域
が
社
会
の
す
べ
て
に
対
し
て
優
先
さ
れ
、

社
会
全
体
に
広
が
っ
た
状
態
を
市
場
社
会
と
呼
ん
だ
。

（
7
） 

イ
リ
イ
チ
一
九
八
六
。
イ
リ
イ
チ
は
同
書
で
血
液
が
広
義
の
「
水
」
と
し

て
認
識
さ
れ
た
時
代
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
中
山
二
〇
二
二
で
は
イ
リ
イ

チ
の
「
水
」
概
念
の
系
譜
を
考
察
し
た
。

（
8
） Titm

uss 1970, p. 226.

（
9
） Titm

uss 1970, p. 15.

（
10
） 

イ
リ
イ
チ
一
九
八
六
、
九
八
頁
も
こ
れ
を
指
摘
し
た
。
な
お
血
液
循
環
と

い
う
テ
ー
マ
に
関
す
る
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
著
作
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
六
二
八

年
で
あ
り
、
こ
の
年
を
起
点
と
す
る
場
合
も
多
い
よ
う
だ
。

（
11
） 

川
喜
田
一
九
七
七
の
近
代
医
学
の
歴
史
記
述
も
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
を
起
点
と
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ばM

ahon-D
aly 2012

が
示
す
よ
う
に
、
ハ
ー

ヴ
ェ
イ
だ
け
が
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
れ
を
取
り
巻

く
類
似
の
視
点
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（M

ahon-D
aly 2012, p. 

25-26

）
。

（
12
） 

イ
リ
イ
チ
一
九
八
六
、
一
〇
〇
頁
。

（
13
） Titm

uss 1970, p. 18

。
こ
の
後
に
は
一
九
三
〇
年
代
に
明
ら
か
に
な
っ

た
と
い
う
Rh
分
類
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
り
、
初
版
で
は
こ
れ
に
関
す
る
よ

り
詳
し
い
説
明
と
多
少
の
デ
ー
タ
を
含
め
た
付
録
1
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。

（
14
） Titm

uss 1970, pp. 25-26.

（
15
） Titm
uss 1970, p. 21.

（
16
） Titm

uss 1970, p. 119. 

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
詳
述
し
た

第
六
章
、
こ
れ
を
分
析
し
た
第
八
章
で
は
、
こ
こ
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て

の
囚
人
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
17
） Titm

uss 1970, p. 119.

（
18
） 

テ
ィ
ト
マ
ス
は
第
十
章
で
は
、
ド
ナ
ー
の
個
人
的
な
動
機
を
超
え
て
、
与

え
る
、
報
わ
れ
る
、
強
制
さ
れ
る
、
売
る
な
ど
の
行
為
の
も
と
と
な
る
「
社

会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
価
値
の
織
物
」
（Titm

uss 1970, p. 179

）
が

人
び
と
の
行
動
を
規
定
し
て
い
る
と
し
た
が
、
詳
細
な
分
析
は
な
か
っ
た
。

（
19
） 

イ
リ
イ
チ
一
九
八
六
、
一
〇
二
―
一
〇
四
頁
。
イ
リ
イ
チ
は
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ

ク
の
考
察
が
ス
ミ
ス
のTh

e W
ealth of N

ations 

を
意
識
し
、Th

e H
ealth of 

N
ations 

と
い
う
表
題
で
刊
行
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
中
山
二
〇
二
二
、

一
三
二
頁
で
も
こ
れ
に
触
れ
た
）
。

（
20
） 

無
病
息
災
は
「
災
禍
が
息
む
こ
と
と
病
気
の
無
い
こ
と
」
（
川
喜
田
一
九

七
七
、
上
巻
、
四
一
四
―
四
一
五
頁
）
を
意
味
す
る
の
で
、
健
全
と
か
善
く

生
き
る
（w

elfare

）
と
か
の
「
高
望
み
」
に
く
ら
べ
て
、
ず
っ
と
つ
つ
ま
し

い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
福
祉
を
示
すw

elfare

も
高
尚
な
生
活

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
川
喜
田
は
公
衆
衛
生
が
生
存
最
低
限
の
保

障
を
意
味
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
21
） 

川
喜
田
一
九
七
七
、
下
巻
、
一
〇
〇
二
頁
。

（
22
） 

川
喜
田
一
九
七
七
、
四
三
〇
頁
。
傍
点
も
原
文
通
り
。

（
23
） 

テ
ィ
ト
マ
ス
が
就
任
し
た
の
は
、
社
会
行
政
学
（social adm

inistration

）

の
講
座
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
就
任
講
演
の
邦
訳
で
は
社
会
福
祉
行
政

と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
る
（Titm

uss 1957/ 1963, 

邦
訳
二
二
頁
）
。

（
24
） 

そ
も
そ
も
テ
ィ
ト
マ
ス
が
一
九
三
〇
年
代
の
戦
間
期
か
ら
貧
困
、
健
康
な

ど
に
関
す
る
仕
事
に
従
事
し
、
一
九
四
八
年
に
創
設
さ
れ
た
国
民
保
健
サ
ー

ビ
ス
（
以
下
N 

H 

S
と
略
記
）
の
制
度
化
に
貢
献
し
た
こ
と
、
そ
れ
が

L 
S 
E
就
任
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
も
、
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
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て
い
る
。
三
浦
一
九
七
七
（
テ
ィ
ト
マ
ス
と
直
接
に
面
識
が
あ
っ
た
書
き
手

の
追
悼
文
）
、
山
本
二
〇
〇
七
、
二
〇
〇
九
、
最
近
で
はRenw

ick 2019, 
Stew

art 2020

な
ど
参
照
。
一
派
の
形
成
に
つ
い
て
はStew

art 2020 p. 
2-3. 

等
。

（
25
） Titm

uss 1957/ 1963

、
邦
訳
六
―
八
頁
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
就

任
講
演
だ
け
で
テ
ィ
ト
マ
ス
の
社
会
福
祉
に
関
す
る
考
え
方
を
包
括
的
に
把

握
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
26
） 

「
救
貧
法
は
懲
戒
的
機
能
を
持
ち
、
〔
…
…
〕
あ
る
特
定
の
方
針
に
従
っ
て

人
間
が
行
動
す
る
時
に
だ
け
発
動
さ
れ
、
そ
の
施
策
の
特
定
の
方
針
に
沿
っ

て
以
後
行
動
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
る
」
（Titm
uss 1957/ 

1963

、
邦
訳
七
頁
）
。

（
27
） 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、Polanyi 1944/ 1957/ 2001

に
は
、
一
七

九
五
年
の
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
法
、
こ
れ
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
た
一
八
三
四

年
の
新
救
貧
法
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
（Polanyi 1944/ 1957/ 2001, C

h. 
7, 8

）
。
な
おG

arland D
. 2016

（
ガ
ー
ラ
ン
ド
二
〇
二
一
）
は
福
祉
国
家

に
つ
い
て
の
入
門
的
小
著
で
あ
る
が
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
分
析
を
踏
ま
え
（
ガ
ー

ラ
ン
ド
二
〇
二
一
、
三
六
―
四
四
頁
）
、
福
祉
国
家
へ
の
系
譜
を
示
す
中
で
、

こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
（
ガ
ー
ラ
ン
ド
二
〇
二
一
、
三
八
―
三
九
頁
）
。

（
28
） Polanyi 1944/ 1957/ 2001, p. 85.

（
29
） Polanyi 1944/ 1957/ 2001, p. 88. 

邦
訳
も
参
照
し
た
が
改
訳
し
た
。

（
30
） 

こ
れ
は
学
問
的
と
い
う
よ
り
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
で
あ
る

が
、
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
』
と
い
う
衝
撃
的
な
タ
イ
ト
ル
も
あ

ず
か
っ
て
、
か
な
り
広
範
な
読
者
を
獲
得
し
て
き
た
。
日
本
で
は
、
福
岡
伸

一
訳
で
一
九
九
五
年
（
化
学
同
人
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
』
）
、
二

〇
一
一
年
（
講
談
社
『
す
ば
ら
し
い
人
間
部
品
産
業
』
）
、
二
〇
一
七
年
（
講

談
社
現
代
新
書
『
生
命
に
部
分
は
な
い
』
）
と
何
度
も
刊
行
さ
れ
直
し
て
い
る
。

（
31
） Steiner 2003 

は
こ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
て
テ
ィ
ト
マ
ス
を
論
じ
て
い
る
。

（
32
） 

キ
ン
ブ
レ
ル
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
市
場
化
、
商
品
の
象
徴
と
し
て
用
い
た

こ
の
用
語
を
、
第
二
一
章
の
タ
イ
ト
ル
に
冠
し
て
い
る
。

（
33
） K
inm

brell 1993/ 1994, p. 270-272. 

キ
ン
ブ
レ
ル
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
を

大
い
に
援
用
し
た
血
液
の
商
品
化
を
説
き
起
こ
し
、
臓
器
移
植
ビ
ジ
ネ
ス
、

胎
児
や
精
子
、
卵
子
の
商
品
化
へ
と
議
論
を
進
め
、
最
後
に
理
論
的
な
考
察

に
よ
っ
て
、
人
間
の
身
体
の
パ
ー
ツ
の
商
品
化
全
般
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

（
34
） 

キ
ン
ブ
レ
ル
も
、
「
血
液
は
身
体
の
商
品
化
に
向
け
て
転
げ
落
ち
る
坂
道

の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
〔
…
…
〕
輸
血
技
術
と
血
液
に
関
す
る
科
学

に
よ
っ
て
、
血
液
と
血
液
製
剤
の
市
場
が
創
り
出
さ
れ
、
儲
か
る
商
売
と
な
っ

た
よ
う
に
、
移
植
技
術
と
外
科
手
術
の
技
能
に
よ
っ
て
、
人
間
の
臓
器
が
価

値
あ
る
新
商
品
と
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
血
液
と
ち
が
っ
て
、
取
っ

て
し
ま
っ
た
臓
器
は
体
内
で
再
生
で
き
な
い
。
ま
た
取
っ
た
臓
器
の
代
わ
り

に
何
か
で
埋
め
合
わ
せ
る
場
合
に
も
、
リ
ス
ク
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」

（K
im

brell 1993/ 1994, p. 23. 

邦
訳
は
参
照
し
た
が
改
訳
し
て
い
る
）
と

述
べ
、
提
供
の
た
め
の
摘
出
に
よ
っ
て
ド
ナ
ー
に
生
じ
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、

血
液
と
他
の
臓
器
を
区
別
し
た
。
た
だ
し
こ
の
区
別
自
体
、
そ
の
後
の
再
生

医
療
技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
、
キ
ン
ブ
レ
ル
が
考
察
し
た
時
代
よ
り
も
、
現

在
で
は
縮
小
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
35
） 

テ
ィ
ト
マ
ス
は
こ
れ
を
、
『
贈
与
関
係
』
第
九
章
「
血
液
と
市
場
法
則
」

で
取
り
上
げ
た
。K

im
brell 1993/1994 

の
第
一
章
で
も
、
こ
の
事
例
を
大

き
く
取
り
上
げ
、
か
な
り
の
部
分
を
テ
ィ
ト
マ
ス
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
36
） Titm

uss 1970, p. 160.

（
37
） K

im
brell 1993/ 1994

は
テ
ィ
ト
マ
ス
の
記
述
を
論
拠
に
同
じ
経
営
者
に

よ
る
と
書
い
て
い
る
が
、
テ
ィ
ト
マ
ス
は
そ
う
書
い
て
い
な
い
。

（
38
） Titm

uss 1970, p. 162. 

た
だ
し
こ
の
修
正
条
項
は
お
も
に
奴
隷
制
廃
止

の
た
め
の
条
項
で
あ
り
、
当
時
は
生
き
た
生
物
組
織
の
売
買
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ほ
ど
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
か
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。

（
39
） 
セ
ル
ド
ン
が
研
究
所
の
刊
行
物
用
に
、
テ
ィ
ト
マ
ス
で
は
な
い
研
究
者

（M
ichael C

ooper

）
に
血
液
の
提
供
に
関
す
る
論
考
の
執
筆
を
依
頼
し
た
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の
は
一
九
六
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（Fontaine 2002, p. 413

）
。

（
40
） Fontaine 2002 

はAlchian, A., Buchanan, J. Tullock, G
. 

の
名
を
挙
げ
、

か
れ
ら
やFriedm

an

自
身
も
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
仕
事
に
関
心
を
も
っ
て
セ

ル
ド
ン
と
議
論
す
る
機
会
を
数
回
、
持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（Fontaine 

2002, p. 429

）
。

（
41
） 
テ
ィ
ト
マ
ス
は
、
一
九
五
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
N 

H 

S
に
関
す
る
講
演
を

行
う
た
め
に
初
め
て
渡
米
し
、
そ
の
後
も
何
度
か
渡
米
す
る
な
ど
、
ア
メ
リ

カ
の
社
会
福
祉
、
社
会
政
策
に
関
わ
る
経
済
理
論
、
ま
た
売
血
に
関
す
る
状

況
に
関
し
て
も
知
見
を
深
め
た
。
か
れ
の
初
め
て
の
渡
米
時
の
講
演
記
録
も

刊
行
さ
れ
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
名
は
次
第
に
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
経
済
学
者
ら

の
あ
い
だ
で
、
認
識
さ
れ
始
め
て
い
た
（Fontaine 2002, p. 406

）
実
際
、『
贈

与
関
係
』
に
は
セ
ル
ド
ン
へ
の
言
及
も
あ
る
（Titm

uss 1970., p. 159

）
。

（
42
） Fontaine 2002

、Steiner 2003
も
ア
ロ
ー
と
の
関
わ
り
に
言
及
し
て
い
る
。

（
43
） Titm

uss 1963.

（
44
） 

ア
ロ
ー
は
、
フ
ォ
ー
ド
財
団
が
支
援
す
る
「papers on the econom

ics 
of health, education, and w

elfare

」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
と
し
て
、

こ
の
論
考
を
準
備
し
た
と
示
し
て
い
る
（Arrow

 1963, p. 941

）
。
フ
ォ
ン

テ
ー
ヌ
は
ア
ロ
ー
が
刊
行
の
一
年
半
ほ
ど
前
に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
行
わ
れ
た

「
健
康
と
医
療
の
経
済
学
」
に
関
す
る
学
会
に
参
加
し
た
と
指
摘
し
て
い
る

（Fontaine 2002, p. 407

）
。
ち
な
み
に
ア
ロ
ー
は
同
じ
く
一
九
六
三
年
に

“Social C
hoice and Individual Values ” 

（1951

）
の
第
二
版
を
刊
行
す
る

な
ど
、
一
九
五
〇
年
代
以
来
の
一
般
均
衡
論
の
研
究
と
並
行
し
て
、
社
会
選

択
の
純
粋
理
論
的
考
察
も
精
力
的
に
進
め
て
い
た
。
一
九
七
二
年
に
ノ
ー
ベ

ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
理
由
は
、
一
般
均
衡
論
、
社
会
選
択
論
、
厚
生
経

済
学
に
お
け
る
貢
献
で
あ
っ
た
。

（
45
） Fontaine 2002, p. 407-408

。
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る

R
ichard M

orris T
itm

uss Papers 

（Britisch Library of Political and 
Econom

ic Science

）
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
を
用
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
残
念
な

が
ら
、
こ
れ
ら
を
直
接
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
46
） Arrow

 1963, p. 944.

（
47
） Arrow

 1963, p. 944.

（
48
） Arrow

 1963, p. 944.

（
49
） Arrow

 1963, p. 959.

（
50
） Fontaine 2002, p. 407.

（
51
） Fontaine 2002, p. 407. Arrow

 1963, p. 959

へ
の
書
き
込
み
。

（
52
） Titm

uss 1970, p. 165.

（
53
） Titm

uss 1970, p. 171.

（
54
） Titm

uss 1970, p. 158.

（
55
） Titm

uss 1970, pp. 72-73. O
akley &

 Ashton 1997 

は
テ
ィ
ト
マ
ス
が

Schw
artz 1967

を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た

（O
akley &

 Ashton 1997, p. 7

）
。
ま
たFontaine 2002 

は
、
テ
ィ
ト
マ

ス
が
一
九
六
六
年
ご
ろ
に
献
血
に
関
す
る
研
究
を
始
め
た
際
、
娘
婿
の
オ
ー

ク
レ
ー
が
か
れ
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ド
ー
ル
ト
ン
、
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
、

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
な
ど
の
贈
与
に
関
す
る
人
類
学
の
書
物
を
渡
し
た
と
明
ら

か
に
し
た
（Fontaine 2002, p. 419

）
。

（
56
） Titm

uss 1970, p. 73.

（
57
） Titm

uss 1970, p. 73.

（
58
） 

た
だ
し
モ
ー
ス
の
研
究
に
は
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
同
様
の
贈

与
関
係
の
事
例
に
触
れ
る
箇
所
も
あ
っ
た
と
、
テ
ィ
ト
マ
ス
は
指
摘
し
て
い

る
（Titm

uss 1970, p. 73

）
。
し
か
し
山
崎
二
〇
一
五
は
、
テ
ィ
ト
マ
ス
に

よ
る
モ
ー
ス
の
贈
与
概
念
の
理
解
が
不
十
分
で
、
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

山
崎
の
研
究
は
、
臓
器
移
植
の
人
類
学
を
テ
ー
マ
と
し
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
や
マ

リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
経
済
概
念
を
基
盤
に
考
察
し
た
冒
頭
近
く
で
、
医
療
分
野

に
お
け
る
贈
与
論
と
し
て
テ
ィ
ト
マ
ス
に
よ
る
血
液
事
業
の
比
較
分
析
を
紹

介
し
、
批
判
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
（
山
崎
二
〇
一
五
、
二
四
―
二
八
頁
）
。

（
59
） 
ア
ロ
ー
に
よ
る
『
贈
与
関
係
』
へ
の
論
評
の
タ
イ
ト
ル
は
、
ま
さ
に
「
贈
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与
と
交
換
」
で
あ
っ
た
。

（
60
） Titm

uss 1970, pp. 174-176.

（
61
） Titm

uss 1970, p. 71.
（
62
） 
こ
の
論
考
は
「
利
他
と
経
済
理
論
」
と
題
し
た
学
会
大
会
の
報
告
の
記
録

で
あ
る
（Arrow

 1972, p. 343

）
。
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
、
当
時
テ
ィ
ト
マ
ス

の
『
贈
与
関
係
』
に
つ
い
て
ア
ロ
ー
が
評
す
る
こ
と
で
、
法
学
者
、
哲
学
者
、

そ
の
他
の
社
会
科
学
者
ら
と
の
学
際
的
な
議
論
が
起
こ
る
と
期
待
さ
れ
た
こ

と
、
ア
ロ
ー
が
そ
う
し
た
議
論
の
中
心
に
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（Fontaine 2002, p. 431

）
。

（
63
） Titm

uss 1970, pp. 245-246.

（
64
） Arrow

 1972, p. 343.

（
65
） Fontaine 2002, p. 432.

（
66
） Arrow

 1972, p. 362. 

ア
ロ
ー
の
批
判
は
テ
ィ
ト
マ
ス
と
そ
の
対
極
に

あ
っ
た
当
時
の
市
場
化
拡
大
の
風
潮
の
双
方
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
市
場
化

論
者
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
『
隷
従
へ
の
道
』（
一
九
四
四
）

で
あ
る
。
「
商
業
主
義
が
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
を
次
第
に
ダ
メ
に
し
て
し
ま

う
の
で
と
い
う
、
テ
ィ
ト
マ
ス
の
思
考
に
染
み
つ
い
た
怖
れ
の
感
情
は
、
ハ

イ
エ
ク
の
怖
れ
と
鏡
写
し
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
エ
ク
と
テ
ィ

ト
マ
ス
は
、
混
合
経
済
が
必
ず
不
安
定
と
い
う
考
え
で
同
意
し
て
い
る
か
の

よ
う
だ
」
（Arrow

 1972, p. 360

）
。
『
隷
従
へ
の
道
』
が
ア
メ
リ
カ
で
、
ハ

イ
エ
ク
の
意
に
反
し
て
単
純
な
反
共
主
義
、
反
計
画
主
義
、
つ
ま
り
新
自
由

主
義
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
好
評
を
博
し
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
ア
ロ
ー
は
、
市
場
化
論
者
に
照
ら
せ
ば
、
は
る
か
に
テ
ィ

ト
マ
ス
寄
り
の
立
場
を
採
っ
た
と
い
え
る
。

（
67
） Arrow

 1972, p. 345.

（
68
） 

ア
ロ
ー
は
こ
こ
で
、
公
的
な
慈
善
事
業
の
経
済
的
役
割
を
あ
げ
、
ま
た
テ
ィ

ト
マ
ス
も
言
及
し
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
い
う
、
必
要
な
時
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
か
つ
不
定
期
の
相
互
扶
助
に
触
れ
て
い
る
。

（
69
） Titm
ass 1970, p. 205.

（
70
） Arrow

 1972, p. 351.

（
71
） 

一
つ
目
は
政
府
に
よ
る
支
出
、
二
つ
目
は
嘘
を
つ
か
な
い
こ
と
や
信
頼
な

ど
、
や
や
古
典
的
と
も
い
え
る
「
徳virtue

」
に
も
と
づ
く
贈
与
が
経
済
シ

ス
テ
ム
の
作
動
に
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
、
三
つ
目
は
個
人
が
人
道
的
な
社

会
的
秩
序
を
形
成
す
る
に
あ
た
り
、
不
特
定
の
他
者
に
向
け
て
自
由
な
贈
与

を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
つ
目
は
二
つ
目
を
含
む
、
よ
り
包
括
的
な
論
点

で
あ
る
。

（
72
） Arrow

 1972, p. 345.

（
73
） Arrow

 1972, p. 345. 

ち
な
み
に
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、「
要
す
る
に
、
通

常
経
済
財
と
さ
れ
る
商
品
を
補
う
財
の
供
給
は
、
多
く
の
観
点
か
ら
み
て
、

市
場
で
な
さ
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
お
返
し
的
な
移
譲
と
し
て
な
さ
れ
る
」

（Arrow
 1972, p. 346

）
と
結
ば
れ
て
い
る
。

（
74
） 

ア
ロ
ー
は
こ
こ
で
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ピ
グ
ー
、
ヤ
ン
グ
、
ナ
イ
ト
の
名
を
挙

げ
て
い
る
。

（
75
） Arrow

 1972, p. 352.

（
76
） 

ア
ロ
ー
は
個
人
の
福
祉
に
つ
い
て
ま
ず
以
下
の
二
つ
を
あ
げ
、
そ
の
後
に

暗
黙
の
社
会
契
約
的
意
識
が
社
会
の
成
員
全
体
の
満
足
度
を
上
げ
る
と
い
う

点
を
付
記
し
た
。

 

（
1 
）
個
人
の
福
祉
が
、
み
ず
か
ら
の
満
足
と
他
者
が
得
る
満
足
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
に
は
、
妬
み
よ
り
も
利
他
（
の
意
識
）

が
は
た
ら
い
て
い
る
。

 

（
2 
）
個
人
の
福
祉
が
、
自
分
や
他
者
の
効
用
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
効
用

に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

 
 

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
を
血
液
提
供
に
関
す
る
考
察
を
進
め
た
（Arrow

 
1972, p. 348

）
。

（
77
） Arrow

 1972, p. 347.

（
78
） Arrow

 1972, p. 354.
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（
79
） 

日
本
で
は
一
九
五
二
年
に
日
本
赤
十
字
社
が
血
液
バ
ン
ク
を
開
設
し
、
一

九
六
四
年
か
ら
は
輸
血
に
は
献
血
の
血
液
を
用
い
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
が
、

『
贈
与
関
係
』
の
日
本
に
関
す
る
文
献
は
断
片
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
を

ど
の
時
点
か
ら
「
ゆ
た
か
な
社
会
」
と
す
る
か
は
自
明
で
な
い
。

（
80
） Arrow

 1972, p. 360.

（
81
） Arrow

 1972, p. 360.

（
82
） O

akley 
＆Ashton 1997, p. 6. 

ま
たFontaine 2002, p. 423. 

を
は
じ
め
、

『
贈
与
関
係
』
を
扱
う
ほ
と
ん
ど
の
研
究
が
こ
の
事
実
に
言
及
し
て
い
る
。

（
83
） K

im
brell 1993/ 1994, pp. 16-17.

（
84
） H

ealy 1999, p. 534.
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界
思
想
社

山
本
卓

―
―
二
〇
〇
七
「
R
・
M
・
テ
ィ
ト
マ
ス
に
お
け
る
戦
争
と
福
祉
―
―
『
戦
争

と
社
会
政
策
』
再
考
」
『
年
報
政
治
学
』
一
一
九
―
一
四
二
頁

―
―
二
〇
〇
九
「
一
九
三
〇
―
四
〇
年
代
の
英
国
優
生
学
協
会
と
テ
ィ
ト
マ
ス

―
―
福
祉
国
家
に
お
け
る
統
合
と
排
除
」『
思
想
』
六
月
号
、
七
一
―
一
一
四
頁

吉
武
由
彩 

二
〇
一
八
「
R
・
テ
ィ
ト
マ
ス
の
『
贈
与
関
係
論
』
再
考
」
『
福
岡

県
立
大
学
人
間
社
会
学
部
紀
要
』
26
（
2
）
、
一
―
一
八
頁

キ
ー
ワ
ー
ド　

テ
ィ
ト
マ
ス
、
ア
ロ
ー
、
贈
与
、
輸
血
、
感
染
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は
じ
め
に
―
―「
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
」

　

二
〇
二
〇
年
か
ら
続
い
て
き
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
二
二
年
初
頭
よ
り
、
大
き
く
状
況
が
変
わ
り

つ
つ
あ
る

）
1
（

。
内
政
的
事
情
に
押
さ
れ
た
よ
う
に
映
る
イ
ギ
リ
ス
の
規
制

解
除
の
動
き
を
皮
切
り
に
、
二
〇
年
秋
の
ワ
ク
チ
ン
開
発
以
降
く
り
返

さ
れ
て
き
た
、
感
染
対
策
が
最
優
先
と
さ
れ
る
生
活
様
式
か
ら
の
「
出

口
戦
略
」
を
求
め
る
主
張
が
、
先
進
諸
国
で
は
い
よ
い
よ
強
ま
っ
て
い

る
）
2
（

。
「
新
型
コ
ロ
ナ
肺
炎
は
再
来
す
る
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
終
わ
り
は

近
い
」
と
す
る
認
識
は
、
ウ
イ
ル
ス
学
の
知
見
お
よ
び
過
去
の
人
類
の

感
染
症
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
確
か
に
支
持
し
う
る
も
の
と
も
思
え
る

）
3
（

。

致
死
性
の
疾
患
を
人
体
に
も
た
ら
し
う
る
病
原
体
が
地
球
上
の
ど
こ
か

限
ら
れ
た
地
域
を
襲
っ
て
い
る
と
い
っ
た
現
実
は
歴
史
上
に
い
く
つ
も
、

そ
し
て
常
に
存
在
し
て
い
た
が
、
人
類
総
体
が
自
ら
に
と
っ
て
可
能
な

活
動
の
す
べ
て
を
制
限
し
て
、
そ
の
現
実
に
完
全
に
対
処
し
た
よ
う
な

事
例
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
生
じ
た
こ
と
が
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
世
界
保
健
機
関
・
W 

H 

O
が
感
染
症
対
策
の
た
め
に
真

に
必
要
な
全
世
界
的
協
調
を
求
め
て
も
、
そ
れ
が
実
現
し
な
い
ま
ま

だ
っ
た
こ
と
に
驚
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
た
と
え
、
今

回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
わ
る
歴
史
的
な
事
象
と
し
て
、
W 

H 

O
に
対

す
る
攻
撃
の
高
ま
り
に
注
目
し
た
い
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
も

）
4
（

。
し
か

も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
世
界
」
な
る
も
の
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
っ
て
、
新
た
な
危
機
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
肺

〈
特
集
〉
感
染
症
の
思
想
史　

〈
論
文
〉

「
流
行
病
」
と
共
同
体
の
知
覚

【
医
学
史
的
視
点
か
ら
】

田
中
祐
理
子
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炎
に
よ
る
死
の
数
を
減
ら
す
努
力
に
向
け
ら
れ
て
い
た
関
心
は
、
さ
ら

に
急
速
に
別
の
方
向
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
新
た
な
危
機
に
お
け
る
国
際
連
合
の
現
状
は
、
近

年
私
た
ち
が
確
認
し
た
W 

H 

O
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
現
代
世
界
に
と
っ

て
は
す
で
に
馴
染
み
の
あ
る
限
界
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
W 
H 

O
の
「
世
界
」
性
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
基

盤
と
は
、
一
九
四
五
年
十
月
に
生
ま
れ
た
国
際
連
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
国
連
が
現
在
ま
で
明
ら
か
に
果
た
せ
て
い
な
い
「
国
際
の
平
和
と

安
全
を
維
持
す
る
」
（
＝
「
安
全
保
障

）
5
（

」
）
と
い
う
機
能
は
、
「
す
べ
て
の

人
民
の
健
康

）
6
（

」
と
い
う
W 

H 

O
が
実
際
に
は
果
た
せ
た
こ
と
の
な
い
目

標
と
、
長
く
対
を
な
し
続
け
て
き
た
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
二
〇

年
以
来
、
私
た
ち
は
実
に
慣
れ
親
し
ん
だ
危
機
と
失
敗
と
、
そ
の
結
果

を
体
験
し
続
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

「
果
た
さ
れ
て
い
る
べ
き
機
能
」
を
約
束
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
果
た

せ
て
い
な
い
こ
と
を
多
く
の
者
た
ち
が
知
っ
て
い
る
な
か
で
、
そ
れ
で

も
「
機
能
」
と
し
て
存
在
し
続
け
て
き
た
シ
ス
テ
ム
が
、
現
在
そ
の
大

き
な
破
綻
の
場
面
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
今
回
そ

れ
が
こ
と
さ
ら
に
「
明
ら
か
」
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
展
開
の

主
と
な
る
舞
台
が
、
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
「
第
三
世
界
」
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
場
所
で
は
な
か
っ
た
た
め
だ
。

　

C 

O 

V 

I 

D
―
19
の
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
は
「
世
界
」
を
驚
か
せ
た

が
、
そ
の
驚
か
せ
方
は
、
必
ず
し
も
完
全
に
新
奇
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
少
な
く
と
も
医
学
史
的
関
心
を
も
っ
て
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を

体
験
し
た
者
に
と
っ
て
、
そ
の
「
驚
き
」
の
あ
り
よ
う
は
、
一
定
の
違

和
感
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
続
け
た
。
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
終
わ
る
の

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
、
動
き
続
け
て
い
る
状
況
の
な
か
で
、
本
稿

で
は
そ
の
「
違
和
感
」
の
場
面
を
、
粗
く
と
も
記
録
す
る
こ
と
を
試
み

て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
違
和
感
」
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か

り
と
し
て
、
歴
史
に
関
わ
る
二
つ
の
思
考
を
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
て
お

き
た
い
。

　

こ
の
予
期
せ
ぬ
新
し
い
も
の
を
あ
る
時
期
に
そ
れ
が
含
意
す
る

す
べ
て
の
も
の
と
と
も
に
探
り
当
て
、
そ
の
意
義
を
余
す
こ
と
な

く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
歴
史
家
の
務
め
で
あ
る

）
7
（

。

 

（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
）

　

こ
う
す
る
こ
と
は
、
「
問
題
を
終
結
さ
せ
る
よ
り
も
む
し
ろ
そ

れ
を
再
開
さ
せ
よ
」
と
い
う
哲
学
思
想
の
要
請
に
従
う
こ
と
な
の

だ
と
思
う
。
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
哲
学
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
解
決
済
み
の
問
題
の
科
学
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
の

簡
潔
で
意
味
深
い
定
義
を
、
採
用
す
る
こ
と
と
す
る

）
8
（

。

 

（
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
）

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
言
葉
は
一
九
五
四
年
の
「
理
解
と
政
治
（
理
解
す
る
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こ
と
の
難
し
さ
）
」
の
一
節
で
あ
り
、
彼
女
は
そ
こ
で
、
彼
女
ら
が
直
面

し
た
全
体
主
義
を
「
理
解
で
き
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
「
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
」
こ
と
の

危
険
が
、
執
拗
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
読
め
る
。
「
出
来
事
そ
の
も
の
、

ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
現
象
が
、
理
解
の
た
め
の
伝
統
的
な
手
だ
て
を
私
た

ち
か
ら
奪
っ
て
し
ま
っ
た

）
9
（

」
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、「
理

解
す
る
」
の
み
な
ら
ず
、
「
説
明
が
つ
く
も
の
の
寄
せ
集
め
」
に
ま
で

辿
り
つ
く
知
性
の
あ
り
か
た
が
、
「
（
ニ
ー
チ
ェ
的
）
科
学
」
や
「
歴
史

家
」
に
内
在
す
る
危
険
―
―
「
無
批
判
な
理
解
」
―
―
と
し
て
、
そ
こ

に
は
名
指
し
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
10
（

。

　

こ
の
「
無
批
判
な
理
解
」
は
、
恐
ら
く
き
わ
め
て
速
や
か
に
「
問
題

を
終
結
さ
せ
る
」
こ
と
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
解

決
済
み
の
問
題
」
と
い
う
認
識
に
最
短
で
辿
り
つ
く
「
理
解
」
が
は
ら

む
危
険
を
、
生
命
科
学
と
医
学
の
科
学
認
識
論
を
論
じ
続
け
た
カ
ン
ギ

レ
ム
も
ま
た
、「
哲
学
の
要
請
に
従
」
っ
て
問
う
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
こ
の
問
題
は
、
全
体

主
義
を
理
解
す
る
際
の
困
惑
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
け
に

い
っ
そ
う
切
実
で
あ
る
」
と
述
べ
た
通
り
に
、
私
た
ち
は
「
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
」
と
い
う
場
面
、
す
な
わ
ち
人
間
の
身
体
と
生
命
活
動
、
お
よ
び
そ

れ
ら
に
関
わ
る
科
学
的
諸
実
践
の
交
錯
し
た
場
面
に
つ
い
て
も
、
決
し

て
な
め
ら
か
に
理
解
し
て
終
わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
し
て
「
理
解
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
〔
…
…
〕
お
お
い
隠
し
て

し
ま
う

）
11
（

」
こ
と
を
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
恐
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

一　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
い
う
再
帰
性

　

さ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
私
た
ち
の
個
人
的
な
生
に
お
い
て
、
最
悪

の
恐
れ
や
最
良
の
希
望
が
現
実
に
起
こ
る
事
柄
に
対
し
て
私
た
ち
を
う

ま
く
そ
な
え
さ
せ
た
た
め
し
が
な
い
」
こ
と
も
論
じ
て
い
た
（
「
な
ぜ

な
ら
、
予
期
さ
れ
た
出
来
事
が
起
こ
っ
た
場
合
で
す
ら
す
べ
て
が
変
化
す
る
以

上
、
私
た
ち
は
計
り
知
れ
な
い
文
字
ど
お
り
の
『
す
べ
て
』
に
対
し
て
そ
な
え

る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い

）
12
（

」
）
。
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
「
私
た
ち
」

が
「
歴
史
家
」
に
な
ろ
う
と
す
る
と
何
が
起
こ
る
か
。
こ
れ
を
表
わ
す

た
め
に
、
彼
女
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
「
後
ろ
向
き
の
預
言
者
」
と
い
う

語
を
引
用
し
て
、
「
人
間
の
頭
脳
の
嘆
か
わ
し
い
物
理
的
な
限
界
」
が

越
権
と
失
敗
に
向
か
う
さ
ま
を
、
次
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
描
き
だ
し
て

い
る
。

　

新
し
さ
は
―
―
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
事
象
に
か
か
わ
る
自
然

科
学
者
と
は
違
っ
て
―
―
つ
ね
に
た
だ
一
度
だ
け
起
こ
る
出
来
事

を
扱
う
歴
史
家
の
領
域
で
あ
る
。
こ
の
新
し
さ
が
操
作
さ
れ
う
る

の
は
、
歴
史
家
が
因
果
性
を
強
調
し
、
最
後
に
は
彼
ら
に
帰
着
す
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る
因
果
の
連
鎖
に
よ
っ
て
出
来
事
を
説
明
し
う
る
と
言
い
張
る
場

合
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
実
際
、
歴
史
家
は
「
後
ろ
向
き
の

預
言
者
」
を
装
う
け
れ
ど
も
、
人
間
の
頭
脳
の
嘆
か
わ
し
い
物
理

的
な
限
界
に
よ
っ
て
、
彼
は
真
の
預
言
の
天
分
か
ら
は
隔
て
ら
れ

て
い
る
。
人
間
の
頭
脳
は
同
時
に
作
用
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
原
因

を
包
含
し
、
そ
れ
ら
を
正
確
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い

）
13
（

。

　

ご
く
一
般
的
な
医
学
史
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
「
後
ろ
向
き
の

預
言
者
」
に
な
る
こ
と
を
誘
う
光
景
が
、
特
に
二
〇
二
〇
年
春
に
は
散

見
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
、
し
か
も

北
部
都
市
圏
に
お
い
て
、
埋
葬
が
お
い
つ
か
な
い
死
者
を
出
す
よ
う
な

医
療
崩
壊
が
伝
え
ら
れ
た
と
き

）
14
（

。
そ
の
一
か
月
後
に
は
、
そ
れ
と
ほ
ぼ

同
じ
光
景
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
中
心
部
で
も
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
15
（

。

　

戦
争
で
も
災
害
で
も
な
く
棺
が
並
ぶ
光
景
、
し
か
も
欧
米
の
都
市
部

で
の
そ
の
出
現
は
、
感
染
症
に
関
わ
る
過
去
の
大
き
な
記
憶
を
集
合
的

に
呼
び
起
こ
す
の
に
最
適
の
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
通
り
、
十
四
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
が
黒

死
病
を
体
験
し
て
以
来
、
あ
る
都
市
が
死
体
を
儀

礼
的
に
処
理
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
場
面
は
、

感
染
症
に
よ
る
深
刻
な
危
機
の
到
来
を
特
徴
づ
け

る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
歴
史
を
通
じ
て
い
く
度
も

描
か
れ
て
き
た
。
ま
た
、
危
機
の
さ
な
か
当
該
の

都
市
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
余
力
の
残
る
人
び

と
が
、
そ
の
力
の
な
い
者
た
ち
を
う
ち
捨
て
て
急

ご
う
と
す
る
光
景
も
、
す
で
に
数
世
紀
を
越
え
て

定
着
し
て
い
た
、
感
染
症
に
よ
る
危
機
の
イ
メ
ー

ジ
の
基
本
構
成
要
素
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
な
、
初
期
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
報
道
に
お
け
る
象
徴
的
な
光

景
の
す
ぐ
後
に
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
直
前
の
パ
リ
脱

図 1　ベル「1665 年ロンドンの大疫病」

図 2　デッカー「逃亡者たちへの懲罰」
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出
を
試
み
る
車
列

）
16
（

や
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
空
洞
化
に
関
す
る
報
道

）
17
（

に
触

れ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
な
図
像
を
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
な

に
が
し
か
の
理
路
を
思
い
出
さ
な
い
で
い
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
ほ
と
ん

ど
の
人
間
に
と
っ
て
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
図
1
・
2
））

18
（

。

　

感
染
症
に
関
わ
る
歴
史
を
少
し
で
も
知
っ
て
い
れ
ば
、
以
下
の
程
度

の
事
柄
は
文
字
通
り
「
預
言
す
る
」
こ
と
さ
え
で
き
た
は
ず
だ
。
こ
れ

ら
の
光
景
が
出
現
す
る
と
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き
る
。
パ
ニ
ッ
ク
は
さ
ら
に

混
乱
を
呼
ぶ
の
で
、
い
っ
そ
う
都
市
機
能
は
麻
痺
し
て
い
く
。
都
市
機

能
が
麻
痺
す
る
以
上
、
都
市
の
公
共
性
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
く

な
る
。
そ
の
と
き
に
は
普
段
は
防
壁
で
あ
る
壁
の
内
側
で
、
さ
ら
に
ミ

ク
ロ
の
「
内
と
外
」
が
可
視
化
さ
れ
て
、
城
壁
内
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
内
で
の
物
資
の
奪
い
合
い
が
起
こ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
す
ぐ
に

物
資
の
流
通
を
管
理
し
て
、
よ
り
深
刻
な
パ
ニ
ッ
ク
に
繋
が
ら
な
い
よ

う
分
配
経
路
を
準
備
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
ら
の
事
柄
に
続
け
て
、
二
〇
二
〇
年
三
月
の
ブ
ラ
ジ
ル
大
統
領

ボ
ル
ソ
ナ
ロ
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
告
げ
る
こ
と
に
、
そ
の
と
き
こ
れ

ら
の
「
歴
史
家
」
た
ち
の
知
は
実
質
的
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ

ろ
う
か
―
―
「
残
念
な
が
ら
死
ぬ
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
死
ぬ
。

そ
れ
が
生
と
い
う
も
の
だ

）
19
（

」
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
た
び
生
じ
た

死
の
事
例
を
必
然
的
に
再
帰
す
べ
き
も
の
に
転
じ
さ
せ
る
思
考
と
、
私

た
ち
は
無
縁
で
い
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
く
は
、
そ
れ
に
対
し
て
「
そ

な
え
」
る
思
考
を
示
す
能
力
を
も
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

感
染
症
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
は
長
い
歴
史
を
通
じ
て
堆
積
す
る
と
同

時
に
、
あ
た
か
も
記
憶
か
ら
す
ぐ
に
取
り
出
し
、
私
た
ち
の
経
験
に
再

利
用
で
き
る
か
の
よ
う
に
、
二
〇
二
〇
年
春
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
与

し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
の

機
構
に
は
、
「
経
験
」
と
「
記
憶
」
に
関
わ
る
い
く
重
か
の
捻
じ
れ
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
「
歴

史
的
記
憶
」
を
喚
起
か
の
す
る
よ
う
な
光
景
が
、
実
際
に
は
ま
だ
「
繰

り
返
し
」
の
無
い
と
こ
ろ
に
、
よ
り
強
い
、
よ
り
優
れ
た
喚
起
力
と
と

も
に
使
用
さ
れ
、
一
定
の
効
果
を
発
揮
し
た
「
フ
ェ
イ
ク
」
の
事
例
を
、

こ
こ
で
挙
げ
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
（
図
3
））

20
（

。

　

「
恐
れ
」
や
「
希
望
」
と
い
う
、
未
来
に
向
け
ら
れ
る
心
的
な
態
勢
が
、

図 3　 誤った写真を使った情報拡散に関わる
ファクトチェック
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実
際
に
は
そ
れ
に
と
っ
て
有
効
で
あ
り
う
る
「
そ
な
え
」と
と
も
に
、「
私

た
ち
」
が
未
来
に
向
か
う
こ
と
に
結
び
つ
か
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

ア
ー
レ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
た
、
「
そ
な
え
」
と
い
う
構
え
を
む
し
ろ

転
倒
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
私
た
ち
」
に
特
有
の
事
態
は
、
人
間
の

感
染
症
の
経
験
に
、
ほ
と
ん
ど
本
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
よ
う
で

も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
恐
れ
」
や
「
混
乱
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
再

生
産
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
新
た
に
・
か
つ
・
も
う
一
度
」
、
で
き

る
こ
と
な
ら
「
そ
な
え
」
て
お
き
た
か
っ
た
よ
う
な
望
ま
し
く
な
い
事

態
の
方
が
出
現
も
し
く
は
再
帰
す
る
こ
と
―
―
そ
れ
自
体
も
ま
た
感
染

症
に
関
わ
る
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
明
ら
か
に
「
予
期
で
き
る
」
出
来

事
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
歴
史
家
の
サ
ン
ダ
ー
・
ギ
ル
マ
ン
や
批
評
家
の
ス
ー
ザ
ン
・

ソ
ン
タ
グ
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
先
進
諸
国
の
都
市
生
活
者
た
ち
が

H 

I 

V
に
直
面
し
た
と
き
、
梅
毒
や
結
核
が
深
刻
な
打
撃
を
社
会
に
及

ぼ
し
て
い
た
過
去
の
記
憶
が
い
ち
早
く
掘
り
起
こ
さ
れ
、
A 

I 

D 

S
に

よ
る
身
体
的
な
打
撃
が
社
会
に
広
が
る
前
か
ら
、
あ
た
か
も
「
そ
な
え
」

の
よ
う
に
、「
恐
れ
」
る
べ
き
対
象
の
発
掘
を
呼
び
か
け
る
効
果
を
持
っ

た
こ
と
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
た

）
21
（

。
感
染
症
の
歴
史
に
お
い
て
は
、「
ス

テ
ィ
グ
マ
」
も
ま
た
、
堆
積
し
、
か
つ
転
用
・
再
利
用
さ
れ
続
け
て
き

た
こ
と
は
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
恐
ら
く
は

C 

O 

V 

I 

D
―
19
に
感
染
し
た
人
び
と
に
対
す
る
、
い
わ
ば
「
必
要
以

上
」
の
恐
怖
感
や
譴
責
が
社
会
内
で
生
じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
ま

た
そ
れ
と
連
結
さ
れ
る
現
象
と
し
て
、
一
方
で
は
医
療
従
事
者
、
他
方

で
は
患
者
が
身
を
置
く
家
庭
や
地
域
に
対
す
る
、
ま
っ
た
く
「
不
必
要
」

で
あ
る
は
ず
の
攻
撃
と
い
っ
た
行
動
す
ら
現
れ
る
だ
ろ
う
と
「
予
期
す

る
」
こ
と
も
、
歴
史
的
知
識
を
持
つ
者
に
と
っ
て
は
可
能
な
こ
と
だ
っ

た
の
だ
。

　

そ
し
て
「
予
期
す
る
」
こ
と
は
可
能
だ
が
、
恐
ら
く
は
有
効
な
意
味

で
「
そ
な
え
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

を
「
予
期
す
る
」
準
備
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
呼

び
か
け
る
こ
と
は
、
「
そ
の
よ
う
に
恐
れ
る
選
択
肢
が
あ
る
」
と
周
知

し
想
起
さ
せ
る
こ
と
と
、
と
き
に
効
果
の
う
え
で
は
違
い
が
な
い
―
―

そ
の
こ
と
も
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
エ
イ
ズ
の
体
験

　 図 4　 「スティグマ・プロジェクト」 
ポスター
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を
通
し
て
、
確
か
に
知
ら
れ
て
い
た
事
象
だ
っ
た
か
ら
だ

）
22
（

。
現
在
で
も
、

H 
I 
V
を
体
内
に
保
有
し
て
い
る
人
体
が
惹
起
す
る
、
病
状
そ
れ
自
体

と
は
別
種
の
「
恐
れ
」
を
ひ
と
揃
い
列
挙
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
図

4
））

23
（

。
ギ
ル
マ
ン
ら
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
梅
毒
に
対
し
て
も
、

結
核
に
対
し
て
も
、
そ
し
て
ハ
ン
セ
ン
病
の
事
例
で
も
A 

I 

D 

S
の
事

例
で
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
、
こ
れ
ら
の
不
可
思
議
な
ま
で
に
伝

統
的
な
「
恐
れ
」
は
、
C 
O 
V 

I 

D
―
19
の
体
験
に
お
い
て
も
折
々
に

回
帰
し
て
、
一
定
の
社
会
集
団
を
否
定
的
に
名
指
し
す
る
言
辞
の
出
現

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
た

）
24
（

。

　

「
歴
史
は
繰
り
返
さ
れ
る
」
、
ま
た
は
「
同
様
の
こ
と
は
以
前
に
も
生

じ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
た
く
な
る
指
標
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
場
に
も
、
確
か
に
数
多
く
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
指
標
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
準
備
さ
れ

過
ぎ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
恐
れ
や
混
乱
や
驚
き
ま
で
が
、
あ
た
か
も
一

度
す
で
に
説
明
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
け

れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
説
明
や
理
解
は
、
二
〇
二
〇
年
春
以
来
何
百
万

と
積
み
あ
が
っ
た
、
い
ま
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る
死
者
の
死
を
語
る

た
め
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

二　

歴
史
的
特
異
性
と
知
の
不
能

　

上
記
の
よ
う
な
再
帰
性
に
、
今
回
も
ま
た
ど
う
し
て
も
出
会
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
し
か
し
他
方
で
、
感
染
症
に

関
わ
る
歴
史
に
少
し
で
も
触
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
間
で
あ
れ
ば
同
様
に

注
視
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
そ
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ

こ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
予
期
で
き
た
こ
と
」
が
実
は
自
分
に
と
っ
て
は

「
予
期
せ
ぬ
光
景
」
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
歴

史
的
な
特
異
性
と
い
う
も
の
が
、
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
は
存
在
す

る
。
そ
れ
は
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
体
験
の
ほ
ぼ
全
般
に
お
い
て
、

個
別
の
ウ
イ
ル
ス
が
「
立
体
的
」
か
つ
「
動
的
」
な
姿
に
お
い
て
、
常

に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
、
二
〇
二
〇
年
春
に
公
開
さ
れ
たSAR

S-C
oV-2

の
分
子
構
造

モ
デ
ル
図
を
挙
げ
て
お
き
た
い
（
図
5
））

25
（

。

　

こ
の
よ
う
な
姿
で
表
象
さ
れ
た
ウ
イ
ル
ス
が
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
す

人
体
上
の
病
状
の
最
初
の
出
現
と
、
そ
の
影
響
の
深
刻
さ
に
つ
い
て
の

認
知
と
と
も
に
、
体
験
の
ご
く
初
め
の
段
階
か
ら
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」

と
い
う
事
象
へ
の
人
間
側
の
対
応
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
事
態
に
は
、

恐
ら
く
前
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
画
像
は
、
上
述
し

た
棺
の
並
ぶ
光
景
や
、
薬
局
や
ス
ー
パ
ー
で
の
マ
ス
ク
や
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
の
買
い
占
め
を
め
ぐ
る
騒
動
を
報
じ
る
ニ
ュ
ー
ス
映
像
と
も

し
ば
し
ば
並
ん
で
、
ご
く
一
般
的
に
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

だ
っ
た
。
ウ
イ
ル
ス
の
ゲ
ノ
ム
を
包
み
込
む
外
膜
の
構
造
分
析
情
報
に

基
づ
き
作
成
さ
れ
た
色
つ
き
の
3 

D
モ
デ
ル
は
、
た
と
え
ば
一
九
七
五

年
に
透
過
型
電
子
顕
微
鏡
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の



39　●　〈論文〉「流行病」と共同体の知覚――田中祐理子

画
像
（
図
6
））

26
（

と
は
異
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
ウ
イ
ル
ス
研
究

が
本
格
化
し
た
二
十
世
紀
半
ば
か
ら
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス
の
特
徴
を
な
し

続
け
て
き
た
「
コ
ロ
ナ
（
冠
）
」
の
よ
う
な
突
起
は
、
最
新
の
立
体
モ

デ
ル
の
形
成
に
お
い
て
は
構
成
単
位
と
し
て
の
「
原
子
」
粒
子
を
組
み

合
わ
せ
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
形
成
が
ひ
と
た
び
完
了
す
れ
ば
、

こ
の
突
起
の
部
分
は
そ
れ
自
体
が
「
ス
パ
イ
ク
た
ん
ぱ
く
質
」
の
モ
デ

ル
と
し
て
、
そ
こ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の
粒
子
が
備
え
て
い

る
べ
き
特
性
に
し
た
が
っ
て
、
他
の
た
ん
ぱ
く
質
―
―
人
体
の
側
の
構

成
要
素
―
―
に
「
付
着
」
し
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
反
応
」
「
変
化
」

し
た
り
と
い
っ
た
、
つ
ま
り
「
生
成
」
を
模
し
た
「
動
き
」
を
生
み
出

す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
有
機
化
学
研
究
を
特
徴
づ
け
る
、

こ
の
物
質
間
に
生
じ
る
時
間
的
な
「
生
成
」
お
よ
び
「
動
き
」
の
モ
デ

ル
化
と
い
う
要
素
の
新
し
さ
は
、
予
想
を
は
る
か
に
超
え
た
速
さ
で
の

ワ
ク
チ
ン
製
造
に
確
か
に
結
び
つ
い
た

）
27
（

。

　

構
成
要
素
と
そ
の
基
本
的
動
き
が
情
報
化
さ
れ
、
こ
れ
を
さ
ら
に
任

意
の
場
を
形
成
す
る
情
報
と
組
み
合
わ
せ
て
計
算
し
、
そ
こ
に
「
生
じ

る
」
は
ず
の
「
動
き
」
を
作
り
出
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
動

態
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
作
業
が
、
こ
れ
ほ
ど
同
時
的
に
、
感

染
症
の
拡
大
と
ほ
ぼ
並
走
し
て
範
囲
を
広
げ
な
が
ら
、
実
用
に
付
さ
れ

た
事
例
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
た
め
の
デ
ー
タ
は
、
ス
パ
イ
ク
た
ん
ぱ
く

質
か
ら
人
間
の
集
団
的
行
動
に
い
た
る
ま
で
の
各
水
準
で
蓄
積
さ
れ

図 5　 スーパーコンピュータ FRONTERA を活
用した新型コロナウイルス立体モデル

　　図 6　 透過型電子顕微鏡で捕捉された 
コロナウイルス像
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「
オ
ー
プ
ン
リ
ソ
ー
ス
」
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
各
「
リ
ソ
ー
ス
」

を
起
点
と
し
て
、
さ
ら
に
新
し
い
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
が
生
み
出
さ
れ
る
と

い
う
展
開
が
い
ま
も
続
い
て
い
る

）
28
（

。

　

少
な
く
と
も
「
専
門
知
」
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
お
い
て
、
確
か
に
な

ん
ら
か
の
「
更
新
」
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
更

新
」
と
と
も
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
「
新

し
さ
」
か
ら
遠
い
事
象
と
な
っ
た
の
か
。
「
科
学
史
」
と
い
う
研
究
領

域
そ
れ
自
体
を
問
う
事
実
と
し
て
、
こ
こ
で
は
や
は
り
驚
い
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
「
こ
こ
ま
で
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ら
し
い
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な

る
と
は
予
期
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
の
「
驚
き
」
は
、
い
ま
こ
こ

に
新
た
に
存
在
す
る
知
や
理
解
と
い
っ
た
も
の
の
、
実
際
的
な
不
能
を

証
言
す
る
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
れ
だ
け
温
暖
化
と
オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
進
み
、
日
常
の
生
活

環
境
が
荒
廃
す
る
一
方
で
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
の
人
間
が
安
易
な
長
距

離
移
動
を
推
奨
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
で
、
い
つ
か
ひ
と
つ
の
病
原
体
が

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
態
に
達
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
常
に
予
想
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
、
そ
の
と
き
ど
う
行
動
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
の
判
断
を
す
る

の
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
な
い
は
ず
だ
と
考
え
る
た
め
の
根
拠
も
、

確
か
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
ひ

と
つ
の
病
原
体
」
の
「
動
き
」
に
、
「
人
間
」
の
知
性
と
意
志
の
力
を

す
べ
て
振
り
向
け
た
な
ら
、
何
が
可
能
と
な
る
か
。

　

他
の
物
質
と
接
触
す
る
ご
と
に
「
反
応
」
し
新
た
な
「
動
き
」
を
生

み
出
し
、
ま
た
自
ら
も
「
変
異
」
し
続
け
る
よ
う
な
「
ひ
と
つ
の
病
原

体
」
の
、
そ
の
さ
ら
に
細
部
に
過
ぎ
な
い
「
突
起
」
の
「
生
態
」
を
見

つ
め
る
こ
と
―
―
そ
し
て
、
そ
れ
を
こ
そ
「
感
染
」
と
い
う
現
象
の
な

か
で
最
も
決
定
的
に
意
味
を
な
す
事
実
で
あ
る
と
考
え
て
み
る
こ
と
は
、

「
人
間
」
や
「
人
口
」
の
水
準
で
実
現
さ
れ
る
「
動
き
」
に
優
先
し
て
、

注
視
さ
れ
、
管
理
さ
れ
る
べ
き
「
動
き
」
を
発
見
さ
せ
る
視
角
と
な
る

も
の
だ
。
そ
れ
自
体
は
確
か
に
魅
力
的
な
効
果
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
動
き
」
の
た
め
の
新
た
な
知
と
技
術
の
集

積
と
し
て
の
、
科
学
研
究
領
域
が
生
ま
れ
る
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
二
十
世
紀
を
通

じ
て
発
展
し
、
ま
た
近
年
の
情
報
科
学
と
の
融
合
に
よ
り
、
さ
ら
に
飛

躍
的
な
方
法
論
的
洗
練
を
経
験
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
先
端
の
学
知
と
し

て
の
感
染
症
疫
学
が
、
多
く
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
ほ
ぼ
初
め
て
実
際

の
生
活
の
場
に
適
用
さ
れ
、
そ
し
て
冒
頭
の
英
国
の
事
例
に
も
そ
れ
が

表
現
さ
れ
て
い
る
通
り
に
、
そ
の
「
知
」
の
実
践
は
多
く
の
困
難
に
直

面
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

症
状
を
見
せ
て
い
る
人
間
以
外
は
一
斉
に
動
き
を
止
め
る
。
症
状
の

あ
る
人
間
だ
け
治
療
に
回
し
、
そ
れ
以
外
の
人
間
は
状
況
が
把
握
さ
れ

る
ま
で
な
る
べ
く
活
動
し
な
い
で
、
た
だ
生
き
延
び
る
だ
け
の
状
態
を

一
カ
月
ほ
ど
辛
抱
す
る
。
そ
う
し
て
す
べ
て
の
人
体
内
に
す
で
に
棲
息

し
て
い
る
活
発
な
「
病
原
体
」
の
死
滅
を
待
つ
。
そ
の
間
の
個
々
人
の

社
会
的
生
活
の
安
全
は
行
政
制
度
が
保
障
す
る
。
日
本
の
場
合
は
、
強
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硬
で
全
体
的
な
行
動
制
限
で
は
な
く
、
感
染
予
防
の
啓
蒙
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
打
ち
つ
つ
、
「
ク
ラ
ス
タ
ー
」
ご
と
に
「
病
原
体
」
を
消
し
て
い

く
と
い
う
「
日
本
モ
デ
ル
」
を
採
っ
た
と
い
わ
れ
る

）
29
（

。
よ
り
小
規
模
の

集
団
ご
と
に
「
病
原
体
」
の
動
き
を
捕
捉
し
、
そ
れ
ら
が
死
滅
す
る
ま

で
の
期
間
を
限
ら
れ
た
「
人
間
」
の
活
動
の
停
止
に
よ
っ
て
確
保
す
る

と
い
う
思
考
の
理
路
は
明
確
だ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
の
理
路
は
、

実
践
に
お
い
て
「
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
を
成
立
さ
せ
る
力
を
持
つ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

）
30
（

。
「
専
門
家
」が
社
会
の
た
だ
な
か
で
、

困
惑
の
表
情
で
そ
の
「
知
」
と
と
も
に
立
た
さ
れ
て
い
る
場
面
は
、
二

〇
二
〇
年
春
以
来
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

だ
っ
た
。

　

こ
こ
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
同
様
の
性
質
の
事
象
は
、
一
九
三
三
年
に

ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
宛
に

書
き
送
っ
た
公
開
書
簡
で
用
い
た
「
易
し
い
（einfach
）
」
と
い
う
語
が

示
し
て
い
た
場
面
に
も
、
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
縁
が
な
い
私
の
よ
う
な
人
間
か
ら
見
れ
ば
、

戦
争
の
問
題
を
解
決
す
る
外
的
な
枠
組
み
を
整
え
る
の
は
易
し
い

よ
う
に
思
え
て
し
ま
い
ま
す
（ercheint m

ir 

〔...

〕einfach

）
。
す

べ
て
の
国
家
が
一
致
協
力
し
て
、
一
つ
の
機
関
を
創
り
あ
げ
れ
ば

よ
い
の
で
す
。
こ
の
機
関
に
国
家
間
の
問
題
に
つ
い
て
の
立
法
と

司
法
の
権
限
を
与
え
、
国
際
的
な
紛
争
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
こ

の
機
関
に
解
決
を
委
ね
る
の
で
す
。
個
々
の
国
に
対
し
て
は
、
こ

の
機
関
の
定
め
た
法
を
守
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
の
で
す

）
31
（

。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
念
頭
に
は
国
際
連
盟
が

置
か
れ
て
お
り
、
第
一
次
大
戦
後
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
戦
争
の
火
種

は
、
こ
の
「
易
し
い
」
方
策
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
事
態
の
切
迫

性
を
彼
ら
に
知
ら
せ
続
け
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
易
し
い
」

方
法
が
目
指
す
、
そ
の
と
き
切
実
に
必
要
だ
っ
た
は
ず
の
「
実
践
」
を

ど
う
し
て
も
阻
む
も
の
と
し
て
の
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
、
彼
は
フ
ロ

イ
ト
に
尋
ね
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
問
答
の
す
ぐ
あ
と
に
、
彼
ら
ふ
た
り

と
も
が
亡
命
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
同
じ
状
況
を
ア
ー
レ
ン
ト
も
生
き
延
び
る
。

　

「
易
し
い
」
道
は
見
え
て
い
る
の
に
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
実
現
さ

れ
な
い
―
―
そ
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
ひ
と
つ
の
体
制
は
、

な
お
こ
の
世
界
の
体
制
と
し
て
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、

い
ま
確
認
し
て
お
か
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
―

フ
ロ
イ
ト
公
開
書
簡
は
、
国
際
知
的
協
力
委
員
会
の
枠
組
み
の
な
か
で

実
現
し
た
、
一
種
の
知
的
体
制
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
え
る
。

今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
表
わ
れ
た
「
そ
な
え
」
を
め
ぐ
る
困
惑
や
混

乱
と
、こ
の
一
九
三
三
年
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
知

的
」
な
不
能
性
の
事
実
と
は
、
結
局
そ
の
後
の
歴
史
を
通
じ
て
、
今
日

ま
で
連
続
し
て
き
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
易
し
い
」と
感
じ
ら
れ
る
答
え
が
見
え
た
よ
う
に
思
え
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
よ
う
な
「
同
時
に
作
用
し
て
い
る
あ
ら
ゆ

る
原
因
を
包
含
し
」
そ
し
て
「
す
べ
て
が
変
化
す
る

）
32
（

」
事
態
の
前
で
、

実
際
に
は
有
効
な
「
知
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま

で
一
度
も
本
当
に
有
効
に
そ
の
「
知
」
が
実
践
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
い
ま
目
の
前
に
「
ま
た
」
生
じ
て
し
ま
っ
た
「
新
し

い
出
来
事
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
、
今
回
の
事
態
の
な
か
に

―
―
「
再
帰
」
を
「
理
解
」
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
「
予
期
」
を
拒
み
な
が

ら
―
―
、
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三　

 

共
同
体
と
し
て
病
む
と
い
う
こ
と 

 

―
―
経
験
の
領
域
性
と
堆
積

　

感
染
症
に
関
わ
る
医
学
史
は
、
つ
ね
に
共
同
体
に
関
わ
る
知
覚
と
と

も
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
の
「
流
行
病

（Epidem
ios

）
」
の
英
訳
に
付
さ
れ
た
註
か
ら
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

epidem
ics

と
い
う
語
は
「
来
訪
〔visits

〕
」
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
で
治
療
を
行
な
う
た
め
の
医
者
の
来
訪
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
可
能
性
の
高
い
も
の
と
し
て

は
、
そ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
病
気
の
到
来
を
指
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
ガ
レ
ノ
ス
は
後
者
の
意
味
で
と
っ
て
い
る

）
33
（

）
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
派
か
ら
帝
国
ロ
ー
マ
の
ガ
レ
ノ
ス

ま
で
引
き
継
が
れ
た
体
液
説
に
基
づ
く
医
学
は
、
体
液
の
調
和
が
産
出

す
る
個
体
内
の
状
態
が
、
個
々
人
の
「
体
調
」
の
成
立
を
説
明
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
個
別
」
で
は
な
く
「
人
々
（dem

io

）
」
と
い
う
集
合

的
な
水
準
で
観
察
さ
れ
る
単
一
の
病
態
は
、
ど
う
し
て
も
標
準
的
な
病

理
学
を
超
え
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら

の
特
殊
な
説
明
を
要
す
る
病
気
に
つ
い
て
の
事
例
が
集
積
さ
れ
た
文
献

の
題
名
がEpidem

ios

＝Epidem
ics

で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
語
で
は
通

常
「
流
行
病
」
と
訳
さ
れ
る
。
そ
こ
に
医
学
史
的
な
厳
密
さ
を
要
求
す

る
な
ら
、
こ
の
題
名
の
語
に
は
、
ま
だ
「
感
染
」
や
「
伝
染
」
を
連
想

さ
せ
る
べ
き
含
意
は
生
じ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
「
流
行
病
」
「
伝

染
病
」
「
感
染
症
」
の
用
語
は
、
あ
る
事
象
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
よ

う
が
歴
史
的
に
推
移
し
た
過
程
を
反
映
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
派
に
よ
るepidem

ios

の
用
法
は
、

そ
れ
自
体
が
独
自
の
新
し
い
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
学
派
が
形

成
さ
れ
始
め
る
前
五
世
紀
に
お
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
病

気
を
指
す
た
め
に
こ
の
語
を
使
う
こ
と
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
ヒ

ポ
ク
ラ
テ
ス
本
人
と
同
時
代
人
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
は
「
都
市
へ
の
来
訪

者
」
を
指
す
た
め
に
こ
の
語
を
使
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
数
世
紀
さ
か
の

ぼ
る
『
イ
ー
リ
ア
ス
』『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
で
は
、
そ
れ
は
主
に
「
母
国
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う

）
34
（

。
つ
ま
り
、
今
日
の
医
学
史
研
究
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者
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
のEpidem

ios

を
つ
い
疑
い
な
く
「
流
行
病
」
を

論
じ
た
も
の
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
が
、
そ
こ
に
は
「
流
行
病
」
と
い

う
言
葉
な
ど
な
い
の
で
あ
り
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
派
の
医
師
た
ち
は
「
当

該
の
地
域
に
住
む
人
び
と
に
到
来
す
る
何
か
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

　

上
に
引
い
た
註
を
書
い
た
英
訳
者
で
あ
る
古
典
学
者
の
ウ
ェ
ズ

リ
ー
・
D
・
ス
ミ
ス
が
明
記
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
派
の

epidem
ios

は
ガ
レ
ノ
ス
の
影
響
力
を
経
て
、
や
が
て
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ラ
テ
ン
語
のepidem

ia
に
移
植
さ
れ
る
頃
に
は
、
「
流
行
病
」
を

主
な
語
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
転
じ
て
い
る
。
そ
し
て
ガ
レ
ノ

ス
主
義
医
学
を
パ
ド
ヴ
ァ
大
で
学
ん
だ
十
六
世
紀
の
医
師
ジ
ロ
ー
ラ

モ
・
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
、
こ
の
「
流
行
病
」
の
な
か
に
「
共
通
」
性
と

「
伝
染
」
性
の
二
つ
の
性
質
を
細
別
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

他
方
で
、
伝
染
の
原
因
と
な
る
種
が
、
我
々
の
外
部
か
ら
も
ま

た
到
来
し
、
我
々
の
体
内
で
最
初
に
生
ま
れ
る
も
の
で
な
い
と
い

う
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
明
ら
か
に
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

病
気
が
多
く
の
者
の
間
に
広
く
広
ま
り
、
流
行
病
〔Epidem

ias

〕

と
呼
ば
れ
る
の
を
、
我
々
は
頻
繁
に
見
る
か
ら
で
あ
る
。
い
く
つ

か
の
流
行
病
は
、
多
く
の
都
市
や
地
方
に
共
通
で
あ
る
が
、
伝
染

性
で
は
な
く
、
た
だ
「
共
通
〔com

m
unes

〕
」
だ
と
言
わ
れ
る
。

他
方
で
、
別
の
い
く
つ
か
の
流
行
病
は
伝
染
性
〔contagiosi

〕
で

あ
り
、
最
初
に
ひ
と
り
の
者
に
発
生
す
る
と
、
大
気
の
一
般
的
な

状
態
の
関
与
が
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
の
病
気
は
他
の
者
に
伝
染
を

運
ぶ
。
こ
れ
ら
の
病
気
は
単
に
「
共
通
」
と
は
言
わ
れ
ず
、
伝
染

性
な
の
で
あ
る

）
35
（

。

　

一
般
的
な
医
学
史
的
解
釈
と
し
て
、
こ
こ
に
感
染
症
病
理
学
に
関
わ

る
認
識
論
的
な
転
換
を
読
み
と
り
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。

　

体
液
説
お
よ
び
外
的
環
境
の
影
響
の
い
ず
れ
の
理
路
に
お
い
て
も
、

ど
う
し
て
も
説
得
的
に
説
明
で
き
な
い
現
象
と
見
え
た
病
気
群
に
対
し

てcontagio

＝
伝
染
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
カ
ス
ト

ロ
以
前
か
ら
次
第
に
講
壇
ガ
レ
ノ
ス
医
学
の
体
制
の
な
か
で
も
進
行
し

て
い
た
。
し
か
し
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
は
こ
の
「
伝
染
」
と
い
う
概
念
に
、

特
に
「
伝
染
す
る
も
の
」
と
い
う
特
異
の
存
在
の
役
割
を
主
張
し
た
点

に
お
い
て
、
重
要
な
転
換
を
な
し
た
。
つ
ま
り
「
病
気
が
伝
染
す
る
」

の
で
は
な
く
、
「
伝
染
す
る
も
の
」
こ
そ
が
他
の
身
体
に
移
動
す
る
の

で
あ
り
、
そ
の
「
も
の
」
こ
そ
が
、
も
と
の
罹
患
者
と
同
じ
生
理
で
成

り
立
つ
他
の
身
体
上
に
、
一
種
の
「
生
態
」
と
し
て
の
「
同
じ
病
気
」

を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
病
理
学
的
プ
ロ
セ
ス
が
、
そ
こ
で
は
論
じ
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
い
う
「
伝
染
す
る
も
の
」
は
同
時
に

「
人
間
が
感
覚
で
き
な
い
も
の
」
で
も
あ
っ
た
た
め
、
実
際
の
病
気
に
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対
す
る
処
置
は
、
個
々
の
身
体
上
や
、
集
合
的
経
験
の
水
準
で
な
さ
れ

る
し
か
な
い
時
間
が
そ
の
後
も
な
が
く
続
い
た
。
す
な
わ
ち
共
同
体
か

ら
の
追
放
や
、
あ
る
い
は
人
や
荷
の
出
入
り
を
管
理
す
る
カ
ラ
ン
テ
ィ

ン
制
度
と
い
っ
た
も
の
だ
け
が
、
実
践
と
し
て
は
可
能
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
て
、「
多
く
の
都
市
や
地
域
に
共
通
」
で
あ
り
、
か
つ
「
伝

染
す
る
」
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
「
何
か
」
が
生
み
出
し
た
、
前
々
節

で
見
た
よ
う
な
数
多
く
の
混
乱
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
ラ
カ
ス
ト
ロ
の
前

後
の
数
世
紀
に
ま
た
が
り
、
繰
り
返
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
で
描
き
出

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
が
積
み
重
な
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
な
か
に
、
「
伝
染
す
る
も
の
」
と
は
細
菌
そ
の
他
の

微
生
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
新
た
な
科
学
的
実
践
を
成
立
さ
せ
る

も
の
と
し
て
登
場
し
た
の
が
、
十
九
世
紀
後
半
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
の
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
細
菌
学
に
よ

る
感
染
症
の
病
理
学
を
一
つ
の
事
実
と
し
て
共
有
す
る
、
「
国
際
的
」

と
形
容
さ
れ
る
医
学
研
究
者
の
世
界
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る

）
36
（

（
こ
の

過
程
で
、
細
菌
学
に
基
づ
く
感
染
症
医
学
の
「
先
駆
け
」
と
し
て
フ
ラ
カ
ス
ト

ロ
が
医
学
史
的
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
も
な
る
）
。
そ
の
場
面
と
は
、
一
方

で
は
W 

H 

O
の
設
立
に
直
結
す
る
展
開
の
起
点
で
あ
り
、
も
う
一
方
で

は
、
分
子
レ
ベ
ル
で
解
析
さ
れ
、
操
作
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
「
病

原
体
」
と
い
う
存
在
を
私
た
ち
の
経
験
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

　

で
は
こ
の
歴
史
的
な
場
面
に
お
い
て
、
そ
こ
に
う
ち
出
さ
れ
た
新
た

な
病
理
学
が
理
解
し
、
説
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
や
が
て
解
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
時
代
以
降
を
生
き
続
け
て
い
る
「
人

間
」
で
あ
る
「
私
た
ち
」
が
受
け
取
っ
た
「
感
染
症
」
と
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
な
が
ら
く
「
流
行

病
」
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
堆
積
し
、
そ
し
て
恐
ら
く
反
芻
さ
れ
て
き
た
、

「
感
染
症
」
そ
れ
自
体
よ
り
も
は
る
か
に
巨
視
的
で
あ
り
、
集
合
的
で

あ
り
、
混
濁
し
た
事
象
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
「
経
験
」
の
総
体
が
も
た
ら
す
大
き
な
、
か
つ
混
乱
し
た
心
象

と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
医
学
史
が
語
る
限
り
、
十
九
世
紀

末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
細
菌
学
は
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
登
場
し
、
こ
の
科
学
の
存
在
は
、
そ
の
時
期
の
科
学
的

知
識
と
い
う
も
の
に
対
し
て
社
会
が
与
え
た
役
割
の
著
し
い
増
大
に
、

大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
細
菌
や
ウ
イ
ル

ス
が
、
寄
生
先
の
組
織
が
な
け
れ
ば
存
在
も
繁
殖
も
で
き
な
い
と
い
う

事
実
と
鏡
写
し
と
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
「
伝
染
す
る
も
の
」
に
つ

い
て
専
門
知
が
い
く
ら
更
新
さ
れ
、
そ
こ
に
「
易
し
い
」
と
見
え
る
よ

う
な
解
決
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
「
流
行
病
」
な
る
無
数
の
、
そ
し
て

あ
ら
ゆ
る
水
準
の
、
生
き
、
動
く
有
機
体
が
必
ず
介
在
す
る
現
象
に
対

し
て
は
、
一
個
の
専
門
知
だ
け
で
何
か
が
な
せ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
「
私
た
ち
」
は
今
回
、
も
う
一
度
確
認
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
が
歴
史
を
通
じ
て
形
成
し
て
き
た
と
考
え
る

「
知
」
は
、
そ
の
形
成
の
さ
れ
方
に
お
い
て
、
ど
こ
か
で
決
定
的
な
誤
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解
の
道
を
進
ん
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
「
共

通
（com

m
unes

）
」
の
状
態
に
あ
る
「
生
」
が
「
病
む
」
と
い
う
事
実
が
、

結
局
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
、
「
知
」
か
ら
程
遠
く
置
き
去
り
に
な
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
「
易
し
い
」
方
法
で
確
か
に

す
く
い
と
れ
る
は
ず
の
数
多
の
「
生
」
が
、
い
ま
も
た
だ
潰
え
続
け
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
一
九
二
七
年
に
も
う

ひ
と
り
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
同
時
代
人
・
三
木
清
が
「
生
の
基
礎
経
験
か

ら
生
ま
れ
、
そ
れ
の
把
握
と
し
て
、
表
現
と
し
て
、
こ
の
基
礎
経
験
そ

の
も
の
を
活
か
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
の
で
き
た
ロ
ゴ

ス
」
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
が
絶
対
的
な
る
専
制
的
な
る
位
置
を
占
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
却
て
生
そ
の
も
の
を
抑
圧
し
、
圧
迫
す
る
に
到

る
）
37
（

」
と
き
に
必
要
で
あ
る
と
し
た
こ
と
を
、
私
た
ち
は
実
践
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
み
ず
か
ら
新
し
き
ロ
ゴ
ス
を
要
求

す
る

）
38
（

」
―
―
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
い
ま
に
、
向
き
合
う
こ
と
が

で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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） 

本
稿
は
二
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年
十
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三
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日
開
催
の
社
会
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想
史
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会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
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あ
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た
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稿
を
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と
し
て
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年
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に
追
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。
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拙
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な
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。
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）; 

「
次
な
る
波
に
備

え
つ
つ
、出
口
戦
略
に
舵
を
切
れ
」一
般
社
団
法
人 

日
本
経
済
団
体
連
合
会
、二

〇
二
二
年
三
月
十
五
日（https://w

w
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献
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（
3
） M
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ontinue but the End of 
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ic Is N
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（
4
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筆
者
は
別
稿
で
も
W 

H 

O
の
歴
史
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
と
と
も
に

試
論
的
に
留
ま
る
不
十
分
な
考
察
で
あ
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が
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今
後
も
課
題
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史
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危
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さ
れ
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研
究
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八
頁
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憲
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憲
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憲
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生
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働
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世
界
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健

機
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参
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w
w.m
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0000&
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pageN
o=1

）
。



社会思想史研究　No. 46　2022

〈特集〉感染症の思想史　●　46

（
7
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
「
理
解
と
政
治
（
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
）
」

『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成 

Ⅱ
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事
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私
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す
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史
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ク
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49　●　〈論文〉政治禍としてのコロナ禍――藤原辰史

プ
ロ
ロ
ー
グ

　

二
〇
二
〇
年
四
月
八
日
、
既
知
の
奈
良
の
小
学
校
教
員
か
ら
私
に

メ
ー
ル
が
届
い
た
。
私
の
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
生
き
る
指
針
―
―
歴
史

研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ

）
1
（

」
と
い
う
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
エ
ッ
セ
イ
を
お
送
り

し
た
そ
の
返
信
だ
っ
た
。
感
想
と
と
も
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
勤
め
先
の

小
学
校
の
現
状
が
送
ら
れ
て
き
た
。

　

（
二
月
二
十
七
日
の
）
首
相
の
突
然
の
休
校
要
請
に
よ
り
、
小

学
校
の
現
場
も
大
変
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
傷
つ
き
は
も
ち
ろ

ん
、
職
員
間
も
分
断
さ
れ
、
流
さ
れ
て
い
く
、
慣
れ
て
い
く
風
潮
。

今
ま
で
同
じ
方
向
を
向
い
て
き
た
と
思
っ
て
い
た
職
員
が
、
ぎ
す

ぎ
す
し
て
い
く
こ
と
も
つ
ら
い
日
々
で
し
た
。
私
た
ち
の
社
会
が

た
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

学
校
の
休
校
は
世
界
各
地
で
断
行
さ
れ
た
が
、
日
本
の
場
合
、
そ
れ

は
文
部
科
学
省
の
萩
生
田
光
一
大
臣
で
さ
え
抵
抗
す
る
ほ
ど
の
強
引
な

決
断
だ
っ
た
。
提
言
し
た
の
は
首
相
直
近
の
今
井
尚
哉
首
相
補
佐
官
で

あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
開
催
す
る
た
め
だ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
は
比
較
的
早
く
報
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

）
2
（

。
し
か
も
、「
要

請
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
最
終
的
な
責
任
を
現
場
に
委
ね
た
、

と
い
う
こ
と
も
当
時
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
要
請
の
理
由
、
そ
の
も

と
に
な
っ
た
現
状
分
析
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
杜
撰

〈
特
集
〉
感
染
症
の
思
想
史　

〈
論
文
〉

政
治
禍
と
し
て
の
コ
ロ
ナ
禍

【
現
場
政
治
の
生
成
】

藤
原
辰
史
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な
統
治
の
あ
り
方
に
対
し
て
も
批
判
が
沸
騰
し
た
。
そ
し
て
、
現
場
が

ど
れ
ほ
ど
混
乱
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
新
聞
雑

誌
を
通
じ
て
繰
り
返
し
報
じ
ら
れ
た
。
だ
が
、
私
は
、
以
下
に
振
り
返

る
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
現
場
は
、
混
乱
と
い
う
言
葉
だ
け
で
片
付
け

ら
れ
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　

奈
良
の
小
学
校
に
戻
ろ
う
。
二
月
二
十
七
日
は
木
曜
日
だ
っ
た
。
休

校
要
請
は
す
べ
て
の
教
育
者
た
ち
、
そ
し
て
、
児
童
や
生
徒
た
ち
に
寝

耳
に
水
で
あ
る
と
と
も
に
あ
る
冷
厳
な
事
実
を
突
き
つ
け
た
。
三
月
二

日
か
ら
春
休
み
ま
で
の
休
校
と
は
す
な
わ
ち
、
卒
業
や
転
校
を
控
え
る

子
ど
も
に
残
さ
れ
た
日
が
、
わ
ず
か
一
日
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
両

親
共
働
き
世
帯
や
ひ
と
り
親
世
帯
は
も
ち
ろ
ん
、
教
員
も
子
ど
も
た
ち

も
大
混
乱
に
陥
っ
た
。

　

前
述
の
小
学
校
教
員
は
、
当
日
の
様
子
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
を
添
付

で
私
に
送
っ
た
。
開
門
時
刻
に
泣
き
な
が
ら
坂
を
上
が
っ
て
き
た
児
童
、

前
の
晩
か
ら
泣
き
続
け
て
い
た
児
童
も
い
た
、
と
い
う
。
二
月
二
十
八

日
に
、
「
今
日
で
終
わ
る
な
ん
て
無
理
！
」
と
い
う
あ
る
児
童
の
言
葉

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
深
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い

た
。

　

と
こ
ろ
が
興
味
深
い
こ
と
が
起
こ
る
。
怒
っ
た
り
泣
い
た
り
す
る
小

学
校
最
後
の
教
室
の
日
に
、
子
ど
も
た
ち
が
突
然
「
政
治
」
に
目
を
向

け
始
め
た
。
黒
板
で
休
校
反
対
の
署
名
活
動
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
お
昼
に
は
、
黒
板
で
は
署
名
に
な
ら
な
い
の
で
、
署
名
用
紙
を

作
り
始
め
た
と
い
う
。
日
本
国
憲
法
の
授
業
を
や
っ
て
い
た
こ
と
も
子

ど
も
た
ち
の
行
動
に
影
響
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
今
回
の
休
校
要
請
は
憲

法
二
五
条
違
反
で
あ
る
と
子
ど
も
た
ち
は
考
え
た
。
「
憲
法
に
反
す
る

要
請
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
、
い
つ
も
通
り
学
校
に
来
た
い
人
」
と
い

う
言
葉
が
書
か
れ
、
子
ど
も
た
ち
が
名
前
を
連
ね
て
い
く
。

　

た
だ
、
こ
の
様
子
を
伝
え
る
小
学
校
教
諭
の
文
章
は
、
憲
法
の
条
項

を
学
ん
だ
成
果
を
こ
の
よ
う
な
危
機
の
時
代
に
目
の
見
張
る
よ
う
な
か

た
ち
で
生
か
し
た
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
寿
ぐ
も
の
で
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
自
分
も
大
人
で
あ
り
、
子
ど
も
を
傷
つ
け
た
側
に
い
る
と
い

う
事
実
と
、
こ
の
国
は
子
ど
も
に
何
を
さ
せ
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
怒

り
が
も
っ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
た
。も
ち
ろ
ん
、こ
の
小
学
校
は
エ
リ
ー

ト
だ
け
を
集
め
た
私
立
小
学
校
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
背
景
を
抱
え
た

子
ど
も
た
ち
の
通
う
普
通
の
小
学
校
で
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
こ

う
。

　

終
わ
り
の
会
の
最
後
の
あ
い
さ
つ
で
、
子
ど
も
た
ち
は
一
斉
に
教
員

を
向
き
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ

は
こ
う
結
ば
れ
て
い
る
。
「
政
治
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
た
あ
の
日
。
日
本

中
の
学
校
で
傷
つ
い
た
子
ど
も
た
ち
と
教
員
の
〝
最
後
〞
が
あ
っ
た
は

ず
だ
。
私
は
絶
対
に
そ
の
こ
と
を
忘
れ
た
く
な
い
」
。

　

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
政
治
」
と
い
う
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
否
定
的

な
意
味
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
政
治
家
の
不
見
識
な
言
動
」

と
い
う
意
味
に
近
い
だ
ろ
う
。
首
相
の
「
要
請
」
は
「
政
治
」
と
い
う
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に
は
あ
ま
り
に
も
政
治
的
で
は
な
か
っ
た
。
首
相
と
そ
の
周
辺
の
行
為

は
、
有
権
者
の
「
代
表
」
と
し
て
の
行
為
で
は
な
く
、
責
任
を
と
も
な

わ
な
い
、
現
場
に
「
政
治
」
を
丸
投
げ
す
る
、
す
な
わ
ち
「
政
治
禍
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
首
相
は
、
政
治
、
す
な
わ
ち
、
意
見
の

集
約
も
調
整
も
対
立
の
緩
和
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
手
法
は

コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
政
治
手
法
の
例
外
で
は
な
く
本
道
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
世
界
中
の
新
自
由
主
義
的
政
策
の
基
本
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

代
わ
り
に
、
政
治
も
統
治
も
調
整
も
決
断
も
、
要
請
さ
れ
た
現
場
に
押

し
寄
せ
て
い
た
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
現
場
が
厳
し
い
意
見
の
調
整
の
舞

台
と
な
っ
た
。
病
院
、
保
育
園
、
学
校
、
介
護
施
設
、
飲
食
店
な
ど
で
、

少
な
い
予
算
と
人
的
資
源
の
中
で
、
毎
日
話
し
合
い
が
も
た
れ
、
ル
ー

ル
が
決
め
ら
れ
、
意
見
が
求
め
ら
れ
、
繰
り
返
し
変
更
さ
れ
、
決
断
さ

れ
た
。
決
断
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ず
っ
と
続
い
て
き
た
店
を
た
た
む
と
い

う
苦
渋
の
決
断
も
存
在
し
た
。

　

奈
良
の
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
も
教
員
た
ち
も
、
意
見
の
集
約
と
調

整
を
行
な
っ
て
決
断
を
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
ぎ
す
ぎ

す
し
た
空
気
」
も
職
場
を
覆
っ
た
の
だ
ろ
う
。
上
か
ら
の
あ
ま
り
に
も

軽
率
な
決
断
が
な
け
れ
ば
、
感
染
症
者
が
増
え
た
段
階
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
小
学
校
が
対
策
を
「
判
断
」
し
、
既
存
の
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

使
っ
て
「
分
析
」
と
「
調
整
」
を
し
、
休
み
を
取
る
こ
と
が
難
し
い
保

護
者
と
の
連
絡
を
強
化
し
て
、
自
治
体
単
位
の
対
策
を
す
る
こ
と
も
可

能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
現
場
を
無
視
す
る
」
と
い
う
名
の
政
治

と
統
治
が
日
本
中
の
小
学
校
に
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
降
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。
奈
良
の
小
学
校
教
諭
が
抱
い
た
罪
悪
感
の
よ
う
な
も
の
は
、
大

人
の
や
る
べ
き
政
治
が
、
政
治
的
弱
者
へ
の
政
治
と
下
請
け
さ
れ
た
こ

と
に
発
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
二
〇
二
〇
年
三

月
十
三
日
に
発
表
し
た
「
こ
の
春
卒
業
を
迎
え
る
皆
さ
ん
へ
」
と
い
う

文
章
で
、
「
皆
さ
ん
は
、
こ
の
休
業
期
間
中
に
、
先
生
や
友
達
と
過
ご

す
時
間
や
絆
の
大
切
さ
な
ど
、
い
つ
も
は
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
日

常
の
大
切
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た

当
た
り
前
の
日
常
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
で
ほ

し
い
」
と
い
う
「
訓
育
」
が
発
せ
ら
れ
、
他
方
で
同
年
三
月
十
九
日
、

今
度
は
文
部
科
学
大
臣
が
教
職
員
向
け
に
、
教
職
員
に
向
け
て
、
「
全

国
各
地
・
各
学
校
に
お
け
る
多
大
な
る
御
尽
力
や
様
々
な
創
意
工
夫
に
、

深
く
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
は
学
校
や
先
生
方
の
大
き
な

底
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
「
賛
辞
」
が
述
べ
ら
れ

た
こ
と
と
、
大
き
く
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
世
界
に
目
を
転
じ
て
み

て
も
、
一
定
の
時
間
に
医
療
従
事
者
に
拍
手
を
送
る
こ
と
が
ブ
ー
ム
に

な
っ
た
し
、
医
療
従
事
者
や
ゴ
ミ
の
清
掃
者
た
ち
を
讃
え
る
言
説
も
多

数
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
善
意
は
、
最
前
線
へ
と
政
治
と
統
治
が

凝
縮
し
、
責
任
が
下
請
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
も

な
っ
た
こ
と
は
も
っ
と
意
識
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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一　

政
治
禍
と
「
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
生
活
者
」

　

奈
良
の
小
学
校
の
事
例
は
、
病
気
に
よ
る
災
い
を
防
ぐ
た
め
、
と
い

う
よ
り
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
開
催
す
る
と
い
う
政
治
的
か
つ
経
済

的
目
的
の
た
め
に
、
調
整
や
話
し
合
い
を
ス
キ
ッ
プ
し
て
決
断
さ
れ
た

政
治
が
、
感
染
症
よ
り
も
早
く
「
政
治
禍
」
と
し
て
降
っ
て
き
た
事
例
、

そ
し
て
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
民
主
主
義
が
発
揮
さ
れ
た

事
例
で
あ
っ
た
。
政
治
の
無
責
任
の
つ
け
を
民
衆
が
払
う
、
と
い
う
構

造
で
あ
る
。

　

経
済
史
家
の
ア
ダ
ム
・
ト
ゥ
ー
ズ
は
、
す
で
に
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
軸
で
あ
っ
た
新
自
由
主
義
的
な
政
治
の
遺
産
で
あ
る

「
組
織
化
さ
れ
た
無
責
任
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
病
院
は
経
済
に
組
み
込
ま
れ
た
だ
け
で

は
な
い
。
す
で
に
経
済
の
一
部
だ
っ
た
が
、
新
た
に
市
場
に
も
組

み
込
ま
れ
た
の
だ
。
病
院
は
現
代
経
営
手
法
の
実
験
場
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
経
営
は
ス
リ
ム
化
さ
れ
、
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
方

式
の
運
営
を
行
う
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
方
向
を
目
指
し
、
効
率

性
の
基
準
に
従
っ
て
〝
普
通
の
〞
企
業
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
病
院
が
、
ジ
ャ
ン
ク
債
〔
信
用
は
低
い
が
利

回
り
が
高
い
債
券
の
こ
と
〕
を
発
行
し
て
資
金
を
調
達
す
る
営
利
企

業
だ
っ
た
。
患
者
処
理
の
最
大
化
を
図
り
、
余
剰
病
床
を
最
小
限

に
削
っ
た
。
必
要
不
可
欠
な
医
療
設
備
や
器
具
の
在
庫
を
、
最
低

限
に
ま
で
減
ら
し
た
。
医
療
用
の
マ
ス
ク
や
手
袋
と
い
っ
た
必
需

品
は
、
地
球
の
裏
側
か
ら
調
達
し
た
。

　

世
に
蔓
延
す
る
経
営
ド
ク
ト
リ
ン
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
生
産

余
力
は
責
任
あ
る
予
防
措
置
で
は
な
く
、
効
率
性
の
残
念
な
足
枷

と
み
な
さ
れ
た
。
〔
…
…
〕
威
を
振
る
う
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
患
者

数
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
病
院
シ
ス
テ
ム
は
、
世
界
中
の
ど
こ
を
探

し
て
も
な
か
っ
た
。
「
組
織
化
さ
れ
た
無
責
任
」
が
支
配
し
て
い

た
）
3
（

。

　

「
責
任
」
が
統
治
側
か
ら
一
掃
さ
れ
、
「
自
己
責
任
」
が
末
端
ま
で
広

ま
っ
て
い
た
社
会
に
降
っ
て
き
た
コ
ロ
ナ
禍
は
、
病
床
が
足
り
な
い
、

と
い
う
一
点
だ
け
で
も
す
で
に
政
治
禍
だ
っ
た
。
日
本
で
は
病
床
だ
け

で
は
な
く
、
政
権
与
党
や
そ
れ
に
近
い
野
党
政
治
に
よ
っ
て
保
健
所
も

削
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
本
人
た
ち
が
認
め
た
。
緊
急
処
置
を
要
す
る

感
染
者
の
受
付
が
万
全
に
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
政
治
禍
の
一
つ

の
形
態
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
私
が
試
み
て
み
た
い
の
は
、
禍
と
し
て
の
感
染
症
そ
の
も
の

の
被
害
よ
り
も
、
そ
の
周
辺
で
動
揺
し
た
り
、
統
治
を
失
敗
し
た
り
、

不
完
全
な
統
治
が
作
動
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
、

政
治
や
統
治
に
よ
る
災
禍
で
あ
る
。
す
で
に
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
場
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合
に
よ
っ
て
は
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
た
）
型
に
は
ま
っ
て
、
本
来
は
等
し

く
人
び
と
に
降
り
注
ぐ
は
ず
の
災
難
が
、
一
定
の
社
会
的
な
集
団
に
お

い
て
、
よ
り
ひ
ど
く
な
る
よ
う
な
災
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
逆

説
的
に
で
は
あ
る
が
、
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
で
仕
事
が
で
き
た
人
び
と

と
は
全
く
別
の
次
元
で
、
現
場
の
政
治
、
現
場
の
工
夫
、
現
場
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
性
化
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
で
、
子
ど
も
食
堂
の
数
が
、
二
〇
一
九
年
に
す
で

に
三
七
一
八
カ
所
だ
っ
た
も
の
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
へ
て
、
二
〇
二
〇
年

に
は
五
〇
八
六
ま
で
伸
び
た
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

食
事
の
場
所
が
感
染
し
や
す
い
場
所
と
し
て
政
府
か
ら
使
用
を
避
け
る

よ
う
要
請
が
出
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
驚
異
的
な
現
象
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
平
常
通
り
の
食
堂
の
運
営
で
は
な

く
、
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ
ー
や
弁
当
の
配
布
な
ど
、
形
態
を
変
え
た
り
、

あ
る
い
は
、
早
期
に
再
開
し
て
、
仕
事
も
な
く
子
ど
も
と
家
で
向
き
合

う
親
た
ち
の
溜
ま
り
場
を
形
成
し
た
り
し
た

）
4
（

。

　

現
場
で
お
き
た
調
査
と
調
整
と
決
断
は
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
呼
ば
れ

た
り
、
自
治
と
呼
ば
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
現
場
政
治
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
現
場
政
治

の
勃
興
こ
そ
、
政
治
禍
と
な
ら
ん
で
本
稿
が
注
目
し
た
い
現
象
で
あ
る
。

　

結
論
め
い
た
こ
と
を
い
え
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
は
感
染
に
よ
る
被
害
に
も

ま
し
て
、
政
治
禍
の
被
害
も
甚
大
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
場

の
政
治
も
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
通
常
で
は
起
こ
り
え
な
い
紛
糾
や
失
望
も

生
ま
れ
、
そ
の
統
合
過
程
で
活
性
化
も
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る

災
害
は
政
治
禍
的
性
格
を
帯
び
る
し
、
そ
の
な
か
で
自
治
的
な
機
能
が

活
性
化
す
る
の
は
普
遍
的
な
現
象
だ
ろ
う
。
だ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
ほ
ど
、

政
治
的
災
禍
が
猛
威
を
振
る
っ
た
も
の
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
政
治
の
災
い
が
ど
う
い
う
も
の
な
の

か
を
考
え
る
さ
い
に
役
立
つ
の
は
、
現
場
の
調
査
や
報
告
は
も
ち
ろ
ん
、

百
年
前
に
世
界
を
席
巻
し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
歴

史
と
い
う
強
力
な
参
照
軸
で
あ
る
。
現
状
と
歴
史
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と

で
、
少
し
で
も
感
染
症
を
通
し
て
蔓
延
す
る
政
治
禍
の
あ
り
方
に
迫
り

た
い
と
思
う
。
コ
ロ
ナ
禍
と
比
べ
れ
ば
圧
倒
的
に
不
十
分
な
統
治
で
、

し
か
も
、
今
回
の
よ
う
に
世
界
的
な
感
染
症
と
共
通
認
識
を
持
た
な

か
っ
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
歴
史
か
ら
は
、
た
し
か

に
、
政
治
の
リ
ス
ク
が
権
力
の
弱
い
方
へ
と
ド
ロ
ッ
プ
ダ
ウ
ン
し
て
い

く
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
く
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
や

そ
の
植
民
地
の
場
合
、
そ
も
そ
も
の
政
治
的
調
整
の
失
敗
の
禍
で
あ
る

「
戦
争
」
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
「
植
民
地
支
配
」
が
泥
沼
化
し
て

い
く
最
終
段
階
で
世
界
を
襲
っ
た
感
染
症
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
コ
ロ
ナ

禍
と
異
な
り
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
、
大
規
模

検
査
体
制
に
せ
よ
、
経
済
の
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
に
せ
よ
、
先
回
り
し
た

対
策
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
と

い
う
世
界
的
政
治
禍
が
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
禍
を

飲
み
込
み
、
ほ
と
ん
ど
の
感
染
症
対
策
は
後
手
に
回
っ
た
。
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こ
こ
で
は
、
適
宜
、
百
年
前
の
様
子
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
現
在
の

政
治
禍
と
し
て
の
コ
ロ
ナ
禍
の
様
相
を
炙
り
出
し
て
み
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
も
う
少
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
襲
わ
れ
た
日
本
列
島
の
現

場
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、

東
京
都
、
神
奈
川
県
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
及
び
福
岡
県
の
区
域
に
緊
急

事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
。
期
限
は
五
月
六
日
ま
で
で
あ
る
。
小
池
百

合
子
東
京
都
知
事
は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
と
と
も
に
記
者
会
見
を

開
き
、
企
業
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
呼
び
か
け
た
が
、
事
業
体
に
は
具
体
的

な
要
請
を
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
三
日
後
の
四
月
十
日
の
記

者
会
見
で
、
都
知
事
は
注
目
す
べ
き
発
言
を
し
た
。
遊
興
施
設
、
大
学
、

商
業
施
設
な
ど
に
休
業
要
請
を
し
、
居
酒
屋
に
は
「
営
業
午
後
八
時
・

酒
類
販
売
七
時
ま
で
」と
い
う
時
間
制
限
の
要
請
を
し
た
の
だ
が
、
ネ
ッ

ト
カ
フ
ェ
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ

フ
ェ
は
休
業
対
象
と
な
る
が
、
寝
泊
り
す
る
人
々
に
対
し
て
住
居
を
支

援
、
五
〇
〇
人
規
模
を
想
定
し
一
二
億
円
を
予
算
措
置
し
て
お
り
、
必

要
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
拡
充
す
る

）
5
（

」
。

　

も
し
、
こ
の
発
言
後
に
本
当
に
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
か
ら
追
い
出
さ
れ
た

人
た
ち
に
住
居
が
準
備
さ
れ
、
ス
ト
レ
ス
な
く
向
か
う
こ
と
が
で
き
た

な
ら
ば
、
稀
有
な
統
治
の
成
功
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
厚
生
労
働
省
も
、

生
活
保
護
の
柔
軟
な
運
用
を
呼
び
か
け
て
お
り
、
こ
れ
も
大
き
な
進
歩

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
死
と
直
結
す
る
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
生
活
者
の
対
策
で

も
や
は
り
無
責
任
の
組
織
化
、
責
任
の
現
場
へ
の
下
請
は
例
外
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。

　

中
野
を
拠
点
と
し
た
生
活
困
窮
者
支
援
団
体
「
一
般
社
団
法
人
つ
く

ろ
い
東
京
フ
ァ
ン
ド
」
の
小
林
菜
穂
子
は
、
小
池
都
知
事
の
会
見
の
後

の
対
応
の
ま
ず
さ
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
だ
っ
て
、
小
池

都
知
事
は
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
へ
休
業
要
請
を
出
し
て
、
閉
鎖
後
に
行
き
場

を
失
う
人
た
ち
の
た
め
に
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
な
ど
を
確
保
し
た
っ
て
四

月
六
日
の
記
者
会
見
で
言
っ
た
け
ど
、
そ
れ
を
聞
い
て
安
堵
し
た
皆
さ

ん
よ
く
考
え
て
。
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
発
信
は
全

然
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
用
意
す
る
（
し
た
）
っ
て
言
っ
た
だ
け
。

で
、
今
日
か
ら
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
に
い
ら
れ
な
く
な
る
人
た
ち
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
だ
ね
。
ど
こ
に
ア
ク
セ
ス
し
た
ら
い
い
の
か
ね
？　

そ
の

日
か
ら
入
れ
る
の
か
ね

）
6
（

？
」
。
つ
ま
り
、
小
林
か
ら
す
れ
ば
、
言
い
っ

ぱ
な
し
の
放
置
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
場
へ
の
し
わ
寄
せ
な
の
で
あ
る
。

　

四
月
八
日
、
小
林
は
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
で
暮
ら
し
て
い
た
が
緊
急
事

態
宣
言
で
そ
こ
を
追
わ
れ
た
女
性
の
相
談
に
乗
る
。
「
も
う
首
吊
る
し

か
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
私
も
人
間
な
ん
で
す
か
ね
、
生
き
た

い
と
思
っ
て
し
ま
た
ん
で
す

）
7
（

」
。
相
談
を
受
け
た
お
か
げ
で
、
自
殺
を

思
い
と
ど
ま
っ
た
女
性
は
福
祉
事
務
所
の
窓
口
に
出
か
け
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
た
。
小
林
は
彼
女
か
ら
連
絡
を
受
け
激

怒
す
る
。
そ
も
そ
も
、
小
林
が
最
初
の
相
談
で
生
活
保
護
の
話
を
し
た

と
き
、
彼
女
は
こ
う
言
っ
た
と
い
う
。
「
私
み
た
い
な
若
い
人
は
受
け

ら
れ
な
い
と
思
っ
て
た
。
ハ
ー
ド
ル
が
い
く
つ
も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
」
。
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こ
の
状
況
に
電
話
で
抗
議
を
す
る
小
林
の
連
れ
合
い
の
稲
葉
剛
に
対
し
、

福
祉
事
務
所
の
女
性
相
談
員
は
こ
う
言
い
返
し
た
と
い
う
。
「
来
る
人

み
ん
な
を
受
け
て
い
た
ら
福
祉
事
務
所
が
パ
ン
ク
す
る
」
。
小
林
は
、

こ
の
相
談
員
の
言
葉
に
対
し
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
い
る
。

　

「
溢
れ
出
る
人
た
ち
が
助
け
を
求
め
て
福
祉
事
務
所
に
殺
到
す
る
。

そ
ん
な
の
は
読
め
た
こ
と

）
8
（

」
。

　

事
前
の
準
備
も
調
整
も
計
画
も
薄
弱
な
ま
ま
、
威
勢
の
良
い
宣
言
だ

け
が
な
さ
れ
る
政
治
が
、
災
厄
に
な
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
現
場
に
面
倒
で
時
間
が
か
か
る
行
為
を
集
中
さ
せ
る
。
本
書
『
コ

ロ
ナ
禍
の
東
京
を
駆
け
る
』
は
、「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
を
す
る
べ
き
ホ
ー

ム
の
な
い
人
び
と
を
救
う
た
め
に
奔
走
す
る
人
間
た
ち
の
模
様
を
描
い

た
も
の
だ
が
、
の
ち
の
世
代
に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
政
治
の
災
厄
と
現
場
の

政
治
の
活
性
化
を
描
い
た
史
料
と
し
て
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
怒
り
と
ス

ト
レ
ス
が
す
べ
て
現
場
に
押
し
寄
せ
る
中
で
、
小
林
は
コ
ロ
ナ
が
も
た

ら
し
た
効
用
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
コ
ロ
ナ
が
こ
れ
ま
で
誤

魔
化
さ
れ
、
隠
さ
れ
て
き
た
貧
困
を
可
視
化
さ
せ
、
無
関
係
と
思
っ
て

い
た
人
々
の
身
に
も
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
視
で
き
な
く
さ
せ
た

）
9
（

」
。

こ
こ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
日
本
の
政
治
の
膿
が
出
て
き
た

の
で
あ
る
。

二　

軍
隊
の
中
の
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　

そ
も
そ
も
感
染
症
は
政
治
禍
と
接
続
し
や
す
い
。
村
上
陽
一
郎
は
、

『
ペ
ス
ト
大
流
行
』
の
な
か
で
、
十
四
世
紀
の
ペ
ス
ト
が
生
み
出
し
た

デ
マ
が
人
間
へ
の
暴
力
に
向
か
う
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
多
く
の
人
び
と
が
、
こ
の
大
疫
病
に
つ
い
て
、
自
分
勝
手
な
解
釈
を

考
え
出
し
た
。
あ
る
地
方
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
世
界
の
毒
を
ま
い

て
い
る
の
だ
と
考
え
、
数
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
。

ま
た
あ
る
地
方
で
は
、
不
潔
な
貧
民
た
ち
が
、
空
気
や
食
物
、
飲
物
を

汚
す
の
が
原
因
だ
と
し
て
、
貧
民
た
ち
を
街
中
か
ら
追
放
し
た
。
ま
た

あ
る
地
方
で
は
、
貴
族
が
疫
病
の
元
凶
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
貴
族

た
ち
は
平
安
に
街
を
歩
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

）
10
（

」
。

　

ま
た
、
宮
崎
揚
弘
は
、
『
ペ
ス
ト
の
歴
史
』
で
、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト

に
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺
の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
一
三
三
八
年
、
黒
死
病
の
流
行
が
始
ま
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺
が

地
中
海
沿
岸
か
ら
始
ま
っ
た
。
皮
切
り
は
三
月
二
十
二
日
、
ス
ペ
イ
ン

の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
で
二
〇
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
殺
害
さ
れ
、
家
屋
が
略
殺

さ
れ
た
事
件
。
四
月
、
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ロ
ン
で
四
〇
人
の
ユ
ダ
ヤ

人
が
虐
殺
さ
れ
、
五
月
に
は
全
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
へ
拡
大
し
た
」
。

さ
ら
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
は
、
一
三
四
九
年
二
月

十
四
日
に
、
市
民
た
ち
は
決
起
し
、
市
内
の
ユ
ダ
ヤ
人
一
八
八
四
人
を
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捕
ら
え
、
改
宗
を
迫
っ
た
。
改
宗
を
拒
否
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
九
〇
〇
人
は
、

な
ん
と
共
同
墓
地
に
掘
っ
た
大
穴
に
放
り
込
み
、
焼
き
殺
し
た
と
い
う

）
11
（

」
。

　

感
染
症
の
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
た
人
び
と
が
特
定
の
人
間
集
団
へ
の
暴

力
に
向
か
う
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も
各
所
で
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ

た
が
、
ペ
ス
ト
の
場
合
に
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
に
根
深
く
存

在
し
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
、
ペ
ス
ト
の
恐
怖
を
経
て
か
た
ち
と
な
り
、

市
民
の
調
整
と
合
意
の
も
と
で
実
行
に
移
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
暴
力
は
、
関
東
大
震
災
の
と
き
に
、
自
警
団
が
在

日
朝
鮮
人
に
も
た
ら
し
た
テ
ロ
ル
と
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
小
池
東

京
都
知
事
が
、
関
東
大
震
災
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
の
記
憶
と
追
悼
に
熱
心

で
は
な
い
事
実
は
、
東
京
を
は
じ
め
各
地
で
起
こ
っ
た
感
染
者
や
医
療

従
事
者
へ
の
暴
力
へ
の
抑
制
と
は
反
対
の
方
向
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
上
か
ら
の
秩
序
が
弱
ま
り
、
下
か
ら
の
政
治
が
沸

き
起
こ
っ
た
様
子
を
み
て
き
た
が
、
ペ
ス
ト
の
時
代
や
関
東
大
震
災
で

は
、
そ
の
よ
う
な
草
の
根
の
政
治
が
虐
殺
に
発
展
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
災
厄
が
世
界
中
に
広
ま
る
中

で
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
参
照
さ
れ
た
感
染
症
の
歴
史
的
事
例
は
、
ペ
ス

ト
と
並
ん
で
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ
っ
た
。
第
一
次

世
界
大
戦
の
最
終
年
に
ア
メ
リ
カ
の
兵
舎
や
兵
士
の
輸
送
船
の
中
で
爆

発
的
な
感
染
が
起
こ
っ
て
以
来
、
強
毒
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
戦
場

で
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ア
や
南
米
で
も
、

す
で
に
帝
国
支
配
と
近
代
技
術
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
人
と
モ
ノ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
な
ぞ
る
よ
う
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
と
く
に
、
最

終
年
度
は
、
交
戦
国
の
食
糧
状
態
は
極
め
て
悪
く
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九

一
六
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
の
冬
に
、
膨
大
な
数
の
餓
死
者
を

出
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
銃
後
や
下
級
兵
士
の
栄
養
状
態
の
悪
化
ゆ

え
に
、
人
び
と
の
免
疫
機
能
は
低
下
し
て
お
り
、
容
易
に
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
を
は
じ
め
と
す
る
感
染
症
に
か
か
り
や
す
い
環
境
が
生
ま
れ
て
い

た
）
12
（

。
日
本
で
も
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
と
呼
ば
れ
、
工
場
で
ク
ラ
ス
タ
ー

が
発
生
し
た
り
、
病
床
が
逼
迫
し
た
り
、
大
き
な
混
乱
が
引
き
起
こ
さ

れ
た
こ
と
が
、
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
未
知
の
感
染
症
で
は
、
と
り
わ
け
健
康
な
若
年
層
が
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
な
っ
た
。
世
界
で
も
四
〇
〇
〇
万
人
か
ら
一
億
人
の
死
者
が
出
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
喧
騒
の
中
に
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
記
憶
は
紛
れ
て
し
ま
い
、
第
一
次
世
界
大
戦
そ
の
も

の
の
死
者
よ
り
も
多
い
数
の
死
者
を
出
し
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
忘
却

さ
れ
て
い
っ
た
。

　

で
は
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
政
治
禍
の
関
わ
り
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　

そ
れ
は
、
欧
米
諸
国
に
と
っ
て
み
れ
ば
交
戦
中
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
な
ら
っ
て
戦
争
を
政
治

の
延
長
と
み
る
な
ら
ば
、
戦
争
が
、
末
端
の
兵
士
の
感
染
に
注
意
を
払

わ
な
い
状
態
を
作
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
経
済
活
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動
を
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
で
き
た
が
、
四
年
近
く
交
戦
国
の
若
者
た
ち
の

命
を
大
量
に
飲
み
込
ん
で
き
た
第
一
次
世
界
大
戦
を
感
染
症
の
蔓
延
で

シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
の
兵
舎
が
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
震
源

地
と
な
っ
た
。
原
因
不
明
の
感
染
症
に
よ
っ
て
、
若
い
兵
士
が
バ
タ
バ

タ
と
倒
れ
る
異
常
事
態
に
軍
医
た
ち
は
頭
を
抱
え
た
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
で
亡
く
な
っ
た
米
軍
兵
士
の
数
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
死
亡
し
た

兵
士
の
数
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た

）
13
（

。
環
境
史
家
の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・

W
・
ク
ロ
ス
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
軍
隊
の
規
律
が
感
染
症
対
策
を
遅
ら
せ

た
。
「
軍
医
た
ち
に
は
、
自
然
の
猛
威
か
ら
兵
士
を
守
れ
な
い
こ
と
に

つ
い
て
感
傷
に
浸
っ
て
い
る
ひ
ま
は
な
か
っ
た
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

流
行
に
か
か
わ
り
な
く
、
軍
の
仕
組
み
は
機
械
的
に
働
い
て
い
た
。
訓

練
を
終
え
た
兵
士
た
ち
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
て
い
た
可
能

性
が
高
か
っ
た
が
、
ほ
か
の
軍
キ
ャ
ン
プ
に
向
け
て
続
々
と
送
り
出
さ

れ
て
い
た

）
14
（

」
。

　

軍
キ
ャ
ン
プ
は
、
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

戦
争
は
急
に
は
止
め
ら
れ
な
い
。
密
集
し
て
生
活
を
営
む
場
所
で
あ
り
、

兵
士
た
ち
は
お
互
い
に
行
き
来
を
繰
り
返
し
て
い
た
た
め
、
ウ
イ
ル
ス

に
と
っ
て
絶
好
の
場
所
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
わ
た
っ
た
米
軍
兵
士

は
、
合
計
一
五
〇
万
人
に
も
の
ぼ
っ
た
。
軍
艦
の
中
は
兵
士
た
ち
が
感

染
し
、
死
ん
だ
場
合
は
海
葬
に
付
さ
れ
た
。
ブ
リ
ト
ン
号
に
乗
船
し
て

い
た
衛
生
兵
の
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ォ
ー
レ
ス
の
回
想
を
、

ク
ロ
ス
ビ
ー
は
引
用
し
て
い
る
。
朝
起
き
て
み
る
と
体
が
辛
く
な
っ
て
、

軍
医
の
診
察
に
行
っ
た
。
す
で
に
長
蛇
の
列
に
な
っ
て
い
た
。
熱
が
三

九
・
四
度
あ
り
、
上
甲
板
で
寝
床
を
作
り
、
毛
布
に
く
る
ま
っ
て
寝
る

よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
「
下
の
船
室
に
戻
っ
て
そ
こ
で
仲
間
の
み
ん
な

に
病
気
を
う
つ
し
た
い
な
ら
そ
う
し
ろ

）
15
（

」
。
強
風
と
塩
水
を
浴
び
な
が
ら
、

高
熱
で
錯
乱
し
、
縛
り
首
の
ロ
ー
プ
が
降
り
て
く
る
幻
覚
が
繰
り
返
さ

れ
た
と
い
う
。
朝
、
食
事
道
具
一
式
も
彼
の
革
ゲ
ー
ト
ル
も
帽
子
も
ど

こ
か
に
流
さ
れ
て
い
た
。
衛
生
兵
は
夜
の
う
ち
に
死
者
を
運
び
出
し
、

防
腐
処
理
を
施
さ
れ
る
か
、
海
葬
に
付
さ
れ
た
。
ウ
ォ
ー
レ
ス
は
、
看

護
師
の
献
身
を
書
き
留
め
て
い
る
。
一
二
日
間
、
同
じ
靴
下
を
履
い
て

い
た
彼
は
、
看
護
師
に
そ
れ
を
脱
ぎ
と
っ
て
も
ら
い
、
石
け
ん
で
洗
っ

て
も
ら
っ
た
。
「
人
の
か
た
ち
を
し
た
奇
跡
」
だ
と
の
ち
に
記
し
て
い

る
）
16
（

。

　

た
だ
、
航
海
の
中
で
命
を
取
り
留
め
た
兵
士
は
幸
運
だ
っ
た
。
別
の

戦
艦
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
船
の
中
は
感
染
症
が
蔓
延

し
や
す
い
環
境
だ
っ
た
。
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
に
お
け
る
兵
員
居
住
区

は
あ
ま
り
に
混
み
合
っ
て
お
り
、
毎
日
の
清
掃
を
ち
ょ
っ
と
で
も
手
抜

き
す
れ
ば
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
通
り
抜
け
不
可
能
な
場
所
に
な
っ
た
。

特
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
患
者
た
ち
の
二
〇
％
は
鼻
出
血
を
起
こ
し
て

お
り
、
ま
た
病
院
、
健
康
者
の
別
な
く
み
な
船
酔
い
で
嘔
吐
し
て
い
た

）
17
（

」
。

　

軍
隊
と
い
う
、
一
般
社
会
の
外
に
設
置
さ
れ
る
軍
法
に
支
配
さ
れ
た
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階
級
社
会
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
狭
い
部
屋
に
過
ご
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
兵
士
、
衛
生
状
態
の
悪
い
前
線
や
清
掃
要
員
に
駆
り
出
さ
れ
る
兵

士
、
つ
ま
り
、
階
級
の
低
い
兵
士
に
、
感
染
の
危
険
が
集
中
し
た
こ
と

は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
連
合
国
と
同
盟
国
で
も
感
染
の
高
さ
は
異
な
っ
て
い
た
。
ド

イ
ツ
現
代
史
家
の
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
の
研
究
に
よ
る
と
、

ド
イ
ツ
軍
兵
士
の
方
が
連
合
国
軍
兵
士
よ
り
も
感
染
率
が
高
か
っ
た
と

い
う
。
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

奇
妙
な
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
軍
兵
士
の
重
篤
化
率
は
連
合
国
軍
の

兵
士
よ
り
も
は
る
か
に
高
か
っ
た
。
通
常
は
感
染
し
て
も
生
死
に

関
わ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
子
供
や
高
齢
者
だ
っ
た
こ
の
ウ
イ
ル
ス
は
、

攻
勢
〔
一
九
一
八
年
の
春
と
初
夏
の
一
発
逆
転
を
目
指
す
大
攻
勢
の
こ

と
〕
に
出
る
ド
イ
ツ
軍
部
隊
の
若
く
壮
健
な
兵
士
た
ち
に
異
例
の

猛
威
を
振
る
っ
た
。
七
月
の
前
半
に
、
ア
ル
ザ
ス
の
ド
イ
ツ
第
六

軍
だ
け
で
一
日
あ
た
り
一
万
件
の
罹
患
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、

総
計
で
一
〇
〇
万
人
を
超
す
ド
イ
ツ
兵
が
一
九
一
八
年
の
五
月
か

ら
七
月
に
か
け
て
罹
患
し
た

）
18
（

。

　

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
軍
で
は
、
同
年
六
月
か
ら
七
月
ま
で
五
万
件
で
あ
っ

た
。

　

さ
ら
に
ド
イ
ツ
軍
の
戦
い
の
中
で
も
ア
フ
リ
カ
戦
線
で
は
、
地
元
の

戦
士
の
方
が
死
亡
数
と
死
亡
率
は
高
か
っ
た
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。

「
レ
ッ
ト
＝

フ
ォ
ア
ベ
ッ
ク
と
生
き
残
り
の
部
下
た
ち
は
、
ド
イ
ツ
領

東
ア
フ
リ
カ
に
連
れ
戻
さ
れ
、
十
二
月
八
日
に
ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
に

到
着
し
た
。
と
こ
ろ
が
移
動
の
途
中
で
一
行
は
、
一
九
一
八
年
八
月
末

に
ア
フ
リ
カ
に
ま
で
到
来
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
第
二
波
に
罹
患

し
て
し
ま
っ
た
。
ア
バ
コ
ー
ン
で
降
伏
し
た
一
一
六
二
人
の
ア
ス
カ
リ

〔
ド
イ
ツ
軍
に
雇
わ
れ
た
先
住
民
兵
士
〕
の
う
ち
一
六
二
名
〔
約
一
四
％
〕
、

一
五
五
名
の
ド
イ
ツ
人
兵
の
う
ち
一
一
名
〔
約
七
％
〕
が
こ
の
疫
病
で

死
亡
し
た

）
19
（

」
。
も
ち
ろ
ん
、
一
四
％
と
七
％
で
は
決
定
的
な
差
と
い
う

ほ
ど
で
も
な
く
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
こ
の
差
が
全
体
の
差
を
代
表
し
て
い

る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
植
民
地
で
は
ど
う
し
て
も
ド
イ
ツ
軍
よ
り

も
先
住
民
兵
士
の
方
が
多
く
な
り
、
負
担
も
危
険
も
大
き
く
な
る
と
い

う
背
景
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
数
値
の
開
き
は
無
視
で
き
な
い
。
植
民
地

的
、
軍
隊
的
権
力
関
係
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
禍
の
「
平
等
性
」
を
崩
す

の
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
場
で
、
瀕
死
の
ウ
ォ
ー
レ
ス
を
看
病
し
、

彼
に
生
き
る
力
を
与
え
た
看
護
師
の
よ
う
な
倫
理
的
人
間
が
多
数
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
善
意
を
簡
単
に
飲
み
込
む
ほ
ど
、
政
治
禍
は

猛
威
を
奮
っ
た
。

三　

政
治
禍
と
病
院

　

コ
ロ
ナ
禍
の
対
応
に
迫
ら
れ
た
病
院
も
ま
た
、
政
治
禍
に
見
舞
わ
れ
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て
い
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
最
も
初
期
に
甚
大
な
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

被
害
を
受
け
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
二
月
二
十

日
、
パ
ヴ
ィ
ア
の
病
院
に
感
染
症
の
第
一
号
と
な
る
三
十
八
歳
の
男
性

患
者
が
運
び
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
次
々
に
患
者
が
運
ば
れ
て
く
る
。

集
中
治
療
室
の
病
床
も
す
ぐ
に
足
り
な
く
な
る
。
サ
ン
・
マ
ッ
テ
オ
総

合
病
院
の
感
染
症
科
部
長
の
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ー
レ
・
ブ
ル
ー
ノ
は
、
手
記

の
中
で
、
医
者
や
看
護
師
た
ち
追
い
込
ま
れ
て
い
た
疲
労
を
綴
っ
て
い

る
。　

数
週
間
、
と
い
う
よ
り
も
数
カ
月
前
か
ら
、
私
た
ち
に
は
立
ち

止
ま
る
暇
も
な
い
。
疲
労
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
休

日
、
あ
る
い
は
最
後
の
家
族
と
過
ご
し
た
日
が
い
つ
だ
っ
た
か
さ

え
覚
え
て
い
な
い
。
こ
の
悪
夢
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
は
ま
だ
、
病
院

で
は
同
僚
へ
の
悩
み
相
談
、
新
規
感
染
者
の
急
増
に
ま
つ
わ
る
議

論
、
疲
労
や
き
つ
い
シ
フ
ト
に
つ
い
て
の
不
平
不
満
、
危
機
感
を

も
た
ず
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
な
ん
て
マ
ス
コ
ミ
の
つ
く
り
話
だ
と
言

わ
ん
ば
か
り
に
暮
ら
す
一
部
の
イ
タ
リ
ア
人
を
非
難
す
る
声
…
…

そ
ん
な
も
の
を
耳
に
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
自
分
の
仕
事
と
、

家
族
を
遠
ざ
け
ざ
る
を
得
な
い
生
活
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
、
私

た
ち
は
献
身
と
苦
労
、
そ
し
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ま
で
も
分
か
ち

合
っ
て
き
た
。
い
ま
や
誰
も
が
疲
れ
て
い
る
。
全
員
が
同
じ
目
つ

き
を
し
て
、
目
の
下
に
く
ま
を
つ
く
り
、
頬
に
は
同
じ
マ
ス
ク
の

跡
。
暗
黙
の
協
定
を
結
ん
で
い
る
み
た
い
だ
。
わ
ず
か
に
残
っ
た

気
力
を
患
者
に
捧
げ
、
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
考
え
る

）
20
（

。

　

背
水
の
陣
で
の
現
場
の
調
整
が
こ
こ
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の

疲
労
と
部
下
の
疲
労
。
不
平
不
満
。
特
効
薬
の
存
在
し
な
い
病
気
に
対

し
て
、
ブ
ル
ー
ノ
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
「
一
世
紀
前
」
の
治
療
法
で

対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
防
護
服
や
ゴ
ム
手
袋
が
あ
る
の

で
、
直
接
触
れ
ら
れ
ず
、
意
思
疎
通
が
図
り
に
く
い
。
「
私
は
も
う
何

週
間
も
、
く
ぐ
も
っ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
。
防
護
服
、
マ
ス
ク
、
フ
ェ

イ
ス
シ
ー
ル
ド
の
せ
い
で
音
が
歪
ん
で
聞
こ
え
る
。
患
者
や
同
僚
の
話

を
聞
く
た
め
に
は
数
セ
ン
チ
の
距
離
に
ま
で
近
寄
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
づ
ら
い
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
難
し
い
の

は
、
患
者
の
親
族
に
病
状
を
説
明
す
る
こ
と
だ
っ
た

）
21
（

」
。

　

だ
が
、
冒
頭
の
奈
良
の
小
学
校
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た

世
界
だ
か
ら
こ
そ
、
患
者
と
の
関
係
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
て
い
く
。
ブ

ル
ー
ノ
は
、
長
期
間
の
集
中
治
療
室
で
の
戦
い
を
経
て
、
つ
い
に
退
院

し
た
一
号
患
者
の
マ
ッ
テ
ィ
ア
を
義
母
の
家
に
招
き
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

を
す
る
。
命
を
救
っ
て
く
れ
た
ブ
ル
ー
ノ
を
、
コ
ロ
ナ
で
父
を
無
く
し

た
ば
か
り
の
マ
ッ
テ
ィ
ア
は
「
第
二
の
父
」
と
呼
ぶ
。
退
院
し
て
す
ぐ

に
子
ど
も
も
誕
生
し
た
の
で
、
ブ
ル
ー
ノ
は
マ
ッ
テ
ィ
ア
の
子
ど
も
に

と
っ
て
み
れ
ば
い
わ
ば
「
祖
父
」
に
な
っ
た
わ
け
だ
。
「
あ
ま
り
年
寄
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り
の
気
分
に
は
な
り
た
く
な
い
か
ら
せ
め
て
兄
に
し
て
く
れ
」
と
ブ

ル
ー
ノ
は
お
願
い
す
る

）
22
（

。

　

過
酷
な
仕
事
の
あ
い
ま
に
届
く
、
家
族
の
言
葉
に
ブ
ル
ー
ノ
は
感
極

ま
る
。
全
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
手
紙
が
押
し
寄
せ
る
。
君
を
誇
り
に
思

う
、
と
い
う
昔
の
友
人
か
ら
も
。
医
者
と
し
て
の
矜
持
や
前
向
き
な
姿

勢
に
多
く
の
読
者
は
心
奪
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
い
よ
い
よ
終
盤
に

差
し
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
の
前
向
き
な
論
調
が
一
変
す
る
。

　

ギ
ン
べ
財
団
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
で
は
二
〇
一
〇
年

か
ら
二
〇
一
九
年
の
一
〇
年
間
で
公
的
資
金
か
ら
の
医
療
費
拠
出

が
三
七
〇
億
ユ
ー
ロ
以
上
も
削
減
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
約
二
五

〇
億
ユ
ー
ロ
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
金

融
操
作
に
よ
る
削
減
だ
。
〔
…
…
〕
ス
ペ
イ
ン
を
除
く
ほ
か
の
西

欧
諸
国
よ
り
も
看
護
師
が
少
な
く
、
そ
の
数
は
E 
U
平
均
を
著
し

く
下
回
る
。
医
療
に
割
り
当
て
ら
れ
る
財
源
の
削
減
に
よ
り
、
と

く
に
公
立
病
院
に
お
い
て
、
医
師
や
看
護
師
の
数
が
減
少
し
た
。

国
家
会
計
監
査
庁
の
計
算
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一

七
年
の
あ
い
だ
に
、
公
立
医
療
機
関
は
八
〇
〇
〇
人
の
医
師
と
一

万
三
〇
〇
〇
人
の
看
護
師
を
失
っ
て
い
る

）
23
（

。

　

ブ
ル
ー
ノ
は
政
府
を
直
接
的
に
は
批
判
し
な
い
。
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

の
誓
い
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
、
こ
の
危
機
の
状
況
の
中
で
、

医
師
と
し
て
何
を
考
え
、
誰
と
何
を
話
し
、
そ
し
て
ど
う
行
動
し
た
の

か
を
点
検
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
脈
か
ら
は

み
出
る
か
た
ち
で
唐
突
に
割
り
込
ま
れ
た
こ
の
デ
ー
タ
は
、
逆
に
、
ブ

ル
ー
ノ
の
作
り
上
げ
た
医
療
チ
ー
ム
の
中
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
や
、
家
族

の
よ
う
な
結
束
と
信
頼
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
と
比
べ
れ
ば
感
染
者
が
格
段
に
少
な
か
っ
た
日
本
で
も
、

第
一
波
で
す
で
に
病
床
は
逼
迫
し
て
い
た
。
写
真
家
の
渋
谷
敦
志
は
、

四
月
十
四
日
か
ら
取
材
に
入
っ
た
武
蔵
野
赤
十
字
病
院
で
の
状
況
を
院

長
か
ら
聞
き
取
っ
て
い
る

）
24
（

。
「
第
一
波
で
病
床
、
人
、
物
資
も
ひ
っ
迫
、

職
員
の
使
命
感
で
な
ん
と
か
持
ち
こ
た
え
て
い
る
状
態
で
す
。
こ
の
ま

ま
重
症
患
者
が
増
え
続
け
れ
ば
、
医
療
崩
壊
が
起
き
て
し
ま
う
瀬
戸
際

に
い
ま
す
。
と
に
か
く
重
症
者
を
減
ら
し
て
い
く
対
策
が
急
務
で
す
」
。

　

し
か
し
、
看
護
師
た
ち
か
ら
の
聞
き
取
り
と
写
真
か
ら
は
、
信
じ
ら

れ
な
い
く
ら
い
前
向
き
な
言
葉
が
出
て
く
る
。
経
験
の
長
い
看
護
師
で

あ
る
高
橋
さ
ん
は
、
無
力
感
に
苛
ま
れ
た
と
き
の
こ
と
を
こ
う
語
っ
て

い
る
。

　

一
時
、
た
し
か
七
台
並
ん
だ
ん
で
す
。
コ
ロ
ナ
の
前
は
あ
っ
て

も
二
台
と
か
。
そ
れ
で
も
大
変
な
ん
で
す
が
、
深
刻
な
患
者
は

I 
C 
U
（
集
中
治
療
室
）
に
診
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
コ
ロ

ナ
に
な
り
、
H 

C 

U
の
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
I 

C 

U
で
の
経
験
が
あ

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
経
験
値
と
押
し
寄
せ
て
き
た
重
症
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さ
が
マ
ッ
チ
し
て
い
な
か
っ
た
。
管
理
が
難
し
い
、
人
手
が
か
か

る
、
容
体
急
変
の
ス
ピ
ー
ド
は
早
い
、
二
四
時
間
交
代
で
見
守
ら

な
い
と
い
け
な
い
。
夜
勤
に
リ
ー
ダ
ー
で
入
っ
た
と
き
、
後
輩
が

こ
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
る
の
に
自
分
な
ん
だ
よ
っ
て
、
瞬
間
的
に

無
力
感
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
踏
ん
張
れ
た
の
か
、
と
い
う
渋
谷
の
問
い
に
、
高
橋
さ
ん

は
こ
う
答
え
て
い
る
。
「
同
じ
場
所
で
同
じ
境
遇
で
同
じ
感
覚
で
一
緒

に
働
い
て
い
る
人
が
い
た
か
ら
」
。
ま
た
、
看
護
師
長
の
宮
本
さ
ん
も
、

夜
勤
ス
タ
ッ
フ
が
減
っ
た
と
き
に
、
患
者
全
体
の
状
況
を
把
握
し
き
れ

ず
、
「
今
日
の
夜
勤
は
崩
壊
し
て
る
」
と
絶
望
感
を
覚
え
る
状
況
に
追

い
詰
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、「
朝
に
な
れ
ば
師
長
が
来
て
く
れ
る
、

だ
か
ら
太
陽
が
昇
る
ま
で
が
ん
ば
ろ
う
」
と
言
っ
て
励
ま
し
た
と
い
う
。

　

高
齢
層
の
男
性
患
者
は
、
若
い
看
護
師
に
暴
言
を
吐
い
た
り
、
わ
が

ま
ま
を
言
っ
た
り
す
る
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
実
も
、
特
筆
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
「
お
前
な
ん
か
看
護
師
や
め
ち
ま
え
」
と
密
室
で
言
わ
れ

た
後
輩
に
、
先
輩
の
看
護
師
の
渋
谷
さ
ん
は
、
「
後
輩
が
や
め
た
ら
、

あ
な
た
は
ど
う
す
る
ん
で
す
か
。
そ
う
言
い
返
し
た
い
気
持
ち
を
「
静

か
に
押
し
殺
し
た
」
」
と
い
う
。
「
調
整
」
と
い
う
行
為
に
は
、
納
得
い

か
な
い
こ
と
で
も
ぐ
っ
と
飲
み
込
む
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
患
者
に
は

G 

o 

T 

o
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
旅
行
に
行
っ
て
感
染
し
た
人
間
も
い
る
。

看
護
師
は
旅
行
に
行
く
時
間
も
な
く
、
外
に
出
て
も
暴
言
を
吐
か
れ
る

の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
暴
言
の
濃
縮
が
、
現
場
で
も
っ
と
も
ひ
ど
い
か

た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
看
護
師
の
渋
谷
さ
ん
は
こ
う
答
え
た
。
「
で
も
、
そ
う
や
っ

て
一
人
、
ま
た
一
人
っ
て
休
ん
で
し
ま
う
と
、
自
分
も
つ
ら
い
っ
て
な
っ

て
負
の
連
鎖
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
は
防
が
な
い
と
」
。
負
の

連
鎖
は
、
若
い
女
性
を
選
ん
で
暴
言
を
吐
く
高
齢
男
性
患
者
で
は
な
く
、

看
護
師
で
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
一
つ
と
っ
て
も
、
こ
の
社
会
の
循
環

が
ど
こ
の
「
踏
ん
張
り
」
で
回
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

四　
「
パ
レ
ー
ド
」
と
い
う
災
い

　

大
衆
政
治
は
し
ば
し
ば
、
国
民
の
賛
同
を
調
達
す
る
た
め
に
、
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
、
場
合
に

応
じ
て
災
禍
と
な
る
。

　

一
九
一
七
年
四
月
六
日
に
ア
メ
リ
カ
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し

て
依
頼
、
国
債
が
発
行
さ
れ
て
き
た
。
一
九
一
八
年
九
月
二
十
八
日
、

す
で
に
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
攻
撃
を
受
け
て
い
た
都

市
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
、
自
由
国
債
を
市
民
に
買
っ
て
も
ら
う
パ

レ
ー
ド
が
強
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た

）
25
（

。
市
に
は
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
割
り
当
て
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
七
名
の
医
師
が
、
感
染

が
蔓
延
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
の
で
、
パ
レ
ー
ド
中
止
を
す
る
よ
う
に
公

衆
衛
生
局
長
の
ウ
ィ
ル
マ
ー
・
ク
ル
ー
ゼ
ン
に
訴
え
た
。
だ
が
、
パ
レ
ー
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ド
中
止
の
世
論
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
新
聞
に
呼
び
か
け
て
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
戦
争
中
に
戦
争
を
否
定
す
る
よ
う
な
記
事
を
書
く
勇
気
を

持
っ
た
新
聞
社
は
い
な
か
っ
た
。

　

ク
ル
ー
ゼ
ン
は
、
反
対
派
の
意
見
を
聞
い
た
が
、
実
践
は
せ
ず
、
市

内
で
開
か
れ
る
あ
ら
ゆ
る
パ
ー
テ
ィ
ー
で
兵
士
の
接
待
を
禁
ず
る
と
い

う
微
細
な
措
置
だ
け
し
か
行
わ
な
か
っ
た
。
パ
レ
ー
ド
の
前
日
に
も
入

院
者
数
は
増
え
て
い
た
。
ク
ル
ー
ゼ
ン
も
、
人
混
み
が
感
染
の
リ
ス
ク

を
高
め
る
こ
と
を
十
分
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ク
ル
ー
ゼ
ン
は
、
病

原
体
の
特
定
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
情
報
を
耳
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

自
由
国
債
の
パ
レ
ー
ド
と
そ
の
関
連
集
会
を
開
催
す
る
と
宣
言
し
た
。

九
月
二
十
八
日
の
パ
レ
ー
ド
は
市
の
歴
史
で
最
大
の
規
模
の
パ
レ
ー
ド

で
あ
っ
た
。

　

パ
レ
ー
ド
の
参
加
者
は
少
な
く
と
も
三
キ
ロ
、
楽
隊
、
数
々
の

旗
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
、
応
援
の
女
性
グ
ル
ー
プ
、
海
兵
隊
、
水

兵
、
兵
士
の
列
が
三
キ
ロ
以
上
も
続
い
た
。
何
十
万
と
い
う
見
物

人
が
パ
レ
ー
ド
の
通
り
道
に
ひ
し
め
き
合
い
、
よ
く
見
よ
う
と
互

い
に
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
。
う
し
ろ
に
い
る
者
は
人
々
の
肩
越
し
や

頭
越
し
に
勇
敢
な
若
者
た
ち
に
向
か
っ
て
声
援
を
送
っ
た

）
26
（

。

　

パ
レ
ー
ド
の
二
日
後
、
ク
ル
ー
ゼ
ン
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
市

民
や
兵
士
で
感
染
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
の
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
知
識
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

戦
争
と
い
う
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
動
機
械
の
よ
う
な
存
在
と
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
戦
争
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
や
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、
本
来
な
ら
広
ま
る
は
ず
の
な
か
っ
た
危
険
を
さ
ら

に
広
め
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
政
治
イ
ベ
ン
ト
の
強
行
が
も
た
ら
し
た
政
治
禍

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
百
年
間
の
話
だ
け
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
で

も
、
夏
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
冬
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
開
催
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
が
ど
れ
ほ
ど
感
染
者
を
増
や
し
た

の
か
は
、
今
後
の
検
証
が
待
た
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
後
者
は
各
地
で

反
対
が
叫
ば
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
施
さ
れ
、
東
京
の
感
染
者
数
は

こ
の
時
期
、
け
っ
し
て
減
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
五
輪
は
実

施
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
の
部
活
の
試
合
は
中
止
に
追
い
込
ま

れ
る
と
い
う
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ト
が
、
社
会
に
は
原
則
を
破
っ
て
も

よ
い
階
層
と
そ
う
で
は
な
い
階
層
が
あ
る
こ
と
を
、
将
来
の
給
付
金
の

借
金
を
担
う
予
定
の
若
者
た
ち
に
伝
え
た
の
は
、
教
育
政
策
の
失
敗
と

い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
、
コ
ロ
ナ
を
軽

く
み
る
ふ
る
ま
い
は
、
上
記
の
「
パ
レ
ー
ド
」
と
同
様
の
効
果
を
も
た

ら
し
た
こ
と
を
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
経
済
活
動
を

優
先
し
た
ト
ラ
ン
プ
は
、
非
白
人
の
人
び
と
が
支
え
る
農
業
や
食
品
産

業
の
感
染
リ
ス
ク
を
軽
視
し
た
こ
と
が
、
間
接
的
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
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イ
ヴ
ズ
・
マ
タ
ー
の
動
き
に
つ
な
が
っ
た
。
黒
人
た
ち
や
移
民
た
ち
は

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
で
き
る
よ
う
な
仕
事
を
選
べ
な
い
割
合
が
、
白
人
よ
り

も
少
な
か
っ
た
。
従
来
か
ら
ア
メ
リ
カ
社
会
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
人

種
差
別
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
人
び
と
の
非
平
等
的
な
リ
ス
ク
分
配
に
寄
与

し
た
。
親
ト
ラ
ン
プ
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
ニ
ュ
ー
ス
の
キ
ャ
ス
タ
ー
に
、「
再

選
が
決
ま
っ
た
ら
、
二
期
目
は
何
が
し
た
い
か
」
と
言
わ
れ
、
返
答
に

詰
ま
り
、
何
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う

）
27
（

ト
ラ
ン
プ
の
無
策
は
、
ア

メ
リ
カ
の
医
療
の
徹
底
し
た
市
場
化
ゆ
え
に
、
日
本
を
は
る
か
に
上
回

る
死
者
を
出
し
、
大
規
模
な
政
治
禍
と
な
っ
た
が
、
で
は
日
本
が
ど
う

し
て
欧
米
諸
国
ほ
ど
感
染
者
が
増
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に

対
す
る
答
え
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
、
現
場
政
治
が
か
な
り
の
程
度
ま

で
秩
序
を
支
え
、
機
能
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
質
の

悪
い
マ
ス
ク
の
大
量
発
注
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
強
行
に
み
ら
れ
る
政
府

の
無
策
の
な
か
に
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
米
軍
基
地
の
杜
撰
な
感
染
症

対
策
と
米
兵
を
通
じ
て
の
基
地
周
辺
の
地
域
へ
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
蔓

延
に
も
関
わ
ら
ず
、
病
院
、
学
校
で
の
現
場
調
整
か
ら
、
個
人
の
マ
ス

ク
着
用
に
至
る
ま
で
、
警
察
を
投
入
し
な
く
と
も
一
定
の
対
策
が
で
き

た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
構
造
的
暴
力
の
矛
盾
を
一
身
に
担
う
現
場
の
自

治
的
な
共
同
性
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
い
え
ば
、
現
場
の
火
事
場
の
潜
在
力
と
底
な
し
の
善
意
に
、
意

図
せ
ず
頼
る
こ
と
で
、
皮
肉
に
も
、
日
本
の
政
治
家
は
か
ろ
う
じ
て
こ

れ
ま
で
の
新
自
由
主
義
的
な
看
板
を
お
ろ
さ
ず
と
も
済
ん
だ
と
さ
え
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
コ
ロ
ナ

禍
を
交
互
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
二
大
感
染
症
の
政
治
禍
の
様
相
を
と
ら

え
て
き
た
。
ど
ち
ら
の
感
染
症
も
、
社
会
的
に
高
い
地
位
に
あ
る
人
間

よ
り
も
低
い
地
位
に
あ
る
人
間
に
猛
威
を
振
る
い
、
白
人
よ
り
も
そ
れ

以
外
の
人
び
と
の
被
害
を
甚
大
に
し
た
。
ど
ち
ら
も
、
ゆ
と
り
の
あ
る

執
務
室
よ
り
も
、
過
密
な
病
院
や
船
上
の
最
前
線
で
こ
そ
、
多
く
の
人

を
殺
す
役
割
を
果
た
し
た
。

　

他
方
で
、
政
治
の
担
い
手
が
、
責
任
を
「
要
請
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
現
場
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
で
は
と
り

わ
け
、
す
で
に
設
定
さ
れ
た
新
自
由
主
義
的
状
況
、
と
く
に
医
療
の
市

場
化
が
、
現
場
の
人
び
と
を
深
刻
な
事
態
へ
と
追
い
や
っ
た
。

　

そ
の
状
況
下
で
、
現
場
で
の
人
間
関
係
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
軽
減
や

意
見
の
調
整
、
ス
ト
レ
ス
の
軽
減
、
感
情
の
負
の
連
鎖
の
断
ち
切
り
は
、

単
な
る
政
府
の
尻
拭
い
で
も
、
補
完
で
も
な
か
っ
た
。
生
活
貧
困
者
の

支
援
者
も
、
兵
士
も
、
看
護
師
も
、
国
家
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、「
隣

の
仲
間
」
の
た
め
に
、
気
の
滅
入
る
よ
う
な
行
為
を
続
け
て
い
た
こ
と

は
、
す
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
各
地
で
見
ら
れ
た

オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
の
動
き
は
、
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
エ
ッ
セ
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ン
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
と
い
う
概
念
は
あ
く
ま
で
感
染
症
の
問
題
を

労
働
の
問
題
に
と
ど
め
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
労
働
が
な
い
と
私
た
ち
の

暮
ら
し
が
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
統
治
者
の
ま
な
ざ
し
が
こ
の
言
葉

に
滲
ん
で
い
る
。
だ
が
、
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば

れ
た
人
び
と
の
仕
事
の
な
か
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
担
い
手
に
勝
る
よ
う

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
信
頼
醸
成
が
生
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

統
治
者
の
目
線
は
大
き
く
動
揺
す
る
だ
ろ
う
。

　

繰
り
返
す
が
、
戦
禍
と
伝
染
病
の
禍
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
る
か
た
ち
で

猛
威
を
振
る
っ
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
歴
史
的
検
討

は
、
現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
災
厄
と
比
較
す
る
上
で
も
役
立

つ
。
そ
れ
は
、
人
為
的
な
制
限
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
失
業
に
追

い
込
ま
れ
た
り
、
店
を
た
た
ん
だ
り
す
る
と
い
う
経
済
的
不
況
に
苦
し

み
、
日
本
で
は
女
性
の
自
殺
者
が
増
え
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
状
況
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど

ち
ら
も
、
感
染
症
の
勃
発
の
以
前
か
ら
あ
る
長
期
的
か
つ
持
続
的
暴
力

が
、
感
染
症
の
足
跡
を
あ
る
程
度
ま
で
社
会
的
に
決
定
づ
け
て
き
た
か

ら
だ
。
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
せ
よ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
の
純
粋
な
災
厄
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

こ
の
複
合
の
形
態
を
、
と
り
わ
け
政
治
の
観
点
か
ら
眺
め
て
み
た
の
が

本
稿
の
試
み
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
こ
に
期
せ
ず
し
て
現
れ
た
の
が
、
政
治
的
空
間
の
下
請

け
で
あ
り
、
そ
の
下
請
け
に
お
け
る
「
政
府
の
失
敗
の
尻
拭
い
」
か
ら

の
逸
脱
的
現
象
で
あ
っ
た
。
と
く
に
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
小
学
生
た
ち
の

自
主
的
な
署
名
、
生
活
困
窮
者
の
援
助
者
た
ち
の
作
る
空
間
、
看
護
師

た
ち
の
、
家
父
長
的
な
負
の
循
環
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
我
慢
な
ど
、

ど
れ
も
が
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
小
さ
く
な
い
問
題
と
し
て
、
社
会
の
病

理
に
潜
ん
で
い
た
も
の
を
白
日
の
も
と
に
晒
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
現
場
の
逸
脱
的
行
為
を
、
単
に
「
称
賛
」
に
よ
っ
て
、
あ

る
い
は
「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
の
重
要
性
の
強
調
に
よ
っ

て
の
み
評
価
す
る
こ
と
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
現
場
で
起
こ
っ
た
こ
と

を
こ
の
言
葉
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
、
社
会
思
想
史
の
営
み
か
ら
す
れ

ば
か
な
り
も
っ
た
い
な
い
操
作
で
あ
る
。
別
の
政
治
の
あ
り
方
の
原
型

を
、
む
し
ろ
私
た
ち
は
多
く
の
現
場
の
研
究
か
ら
見
出
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
は
ず
だ
。

 

（
ふ
じ
は
ら
・
た
つ
し
／
食
農
思
想
史
）

＊
以
上
の
論
文
は
、
日
本
学
術
振
興
会
領
域
開
拓
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
の
歴
史
研
究
に
基
づ
い
た
ポ
ス
ト
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
社
会
・
環
境
理
論
の

構
築
」
の
助
成
を
受
け
た
。

注（
1
） 

B
面
の
岩
波
新
書
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
生
き
る
指
針
」
二
〇
二
〇
年
四
月

二
日https://w

w
w.iw

anam
ishinsho80.com

/post/pandem
ic

（
閲
覧
：
二

〇
二
〇
年
四
月
一
日
）
。

（
2
） 
「
首
相
独
断
、
官
邸
に
亀
裂　

一
斉
休
校
要
請　

菅
氏
ら
に
不
信
？　

決

定
か
ら
除
外
」
『
西
日
本
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
二
月
二
十
九
日
付
。
閲
覧
は



65　●　〈論文〉政治禍としてのコロナ禍――藤原辰史

こ
ち
ら
か
ら
。https://w

w
w.nishinippon.co.jp/item

/n/588052/　
（
閲

覧
：
二
〇
二
二
年
四
月
二
十
一
日
）

（
3
） 

ア
ダ
ム
・
ト
ゥ
ー
ズ
『
世
界
は
コ
ロ
ナ
と
ど
う
闘
っ
た
の
か
？
―
―
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
経
済
危
機
』
江
口
泰
子
訳
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
二
二
年
、

五
八
―
五
九
頁
。

（
4
） 
コ
ロ
ナ
禍
の
子
ど
も
食
堂
に
つ
い
て
の
思
想
的
考
察
と
し
て
、
成
元
哲
「
コ

ロ
ナ
禍
の
子
ど
も
食
堂
」
『
現
代
思
想
』
四
八
巻
一
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
が

あ
る
。

（
5
） 

「
東
京
都
、
遊
興
・
商
業
施
設
な
ど
に
休
業
要
請　

協
力
金
は
一
社
五
〇

―
一
〇
〇
万
円
」https://jp.reuters.com

/article/tokyo-em
ergency-order-

idJPK
C

N
21S0D

G

（
閲
覧
：
二
〇
二
二
年
四
月
十
九
日
）
。

（
6
） 

稲
葉
剛
・
小
林
美
穂
子
・
和
田
靜
香
編
『
コ
ロ
ナ
禍
の
東
京
を
駆
け
る

―
―
緊
急
事
態
宣
言
下
の
困
窮
者
支
援
日
記
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、

二
一
頁
。

（
7
） 

同
右
、
二
三
頁
。

（
8
） 

同
右
、
二
六
頁
。

（
9
） 

同
右
、
九
七
頁
。
五
月
二
十
九
日
の
日
記
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
10
） 

村
上
陽
一
郎
『
ペ
ス
ト
大
流
行
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
三
年
、
一
一
四
頁
。

（
11
） 

宮
崎
揚
弘
『
ペ
ス
ト
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
七
四
頁
。

（
12
） 

藤
原
辰
史
『
カ
ブ
ラ
の
冬
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
一
年
。

（
13
） 

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
W
・
ク
ロ
ス
ビ
ー
『
史
上
最
悪
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

―
―
忘
れ
ら
れ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
』
西
村
秀
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇

四
年
、
三
三
頁
。

（
14
） 

同
右
、
三
一
―
三
二
頁
。

（
15
） 

同
右
、
一
六
五
頁
。

（
16
） 

同
右
、
一
六
六
頁
。

（
17
） 

同
右
、
一
六
八
頁
。

（
18
） 

ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
『
史
上
最
大
の
革
命
』
み
す
ず
書
房
、
二

〇
二
〇
年
、
八
八
頁
。

（
19
） 

同
右
、
二
〇
六
頁
。

（
20
） 

ラ
ッ
フ
ァ
エ
ー
レ
・
ブ
ル
ー
ノ
、
フ
ァ
ビ
オ
・
ヴ
ィ
タ
ー
レ
『
イ
タ
リ
ア

か
ら
の
手
紙
』
田
澤
優
子
訳
、
ハ
ー
パ
ー
・
コ
リ
ン
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇

二
〇
年
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

（
21
） 

同
右
、
三
二
頁
。

（
22
） 

同
右
、
一
三
八
頁
。

（
23
） 

同
右
、
一
六
一
―
一
六
二
頁
。

（
24
） 

以
下
、
渋
谷
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
【
連
載
】
明
け
な
い
夜
は
な
い　

コ
ロ
ナ

病
棟
の
現
場
か
ら
（
1
）
（
2
）
（
3
）
を
参
照
し
た
。https://note.com

/
iw

anam
inote/m

/m
15f2f3bba9e0

（
閲
覧
日
：
二
〇
二
二
年
四
月
二
十
日
）

（
25
） 

以
下
、
ジ
ョ
ン
・
バ
リ
ー
『
グ
レ
ー
ト
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ　

上
』
平
澤

正
夫
訳
、
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
二
一
年
、
「
第
一
二
章　

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
の
大
失
敗
」
を
参
照
し
た
。

（
26
） 

同
右
、
二
三
一
頁
。

（
27
） 

ト
ゥ
ー
ズ
、
前
掲
書
、
三
〇
一
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

責
任
、
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
新
自
由
主
義
、

政
治
禍
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
教
育
」
と
の
関
係
を
再
考
す
る
た

め
に
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
に
注
目
し
、
そ
の
意
義
と
問
題
点

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
『
民
主
主
義
と
教
育
』
（
一
九
一
六
）
に
代
表
さ
れ
る

デ
ュ
ー
イ
の
思
想
は
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す

る
理
念
と
し
て
、
教
育
学
、
政
治
学
、
社
会
学
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
日
本
も
含
め
多
数
の
国
々
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
き
た
。
そ
の
理
論
と
実
践
の
意
義
を
再
考
す
る
試
み
は
、
現

代
で
も
行
わ
れ
続
け
て
い
る

）
1
（

。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
「
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
と
教
育
」
に
関
す
る
研
究
で
は
、
初
期
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
を
取

り
上
げ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
変
質
を
踏
ま

え
た
上
で
の
考
察
は
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

）
2
（

。
一
九
二
九
年
の

大
恐
慌
や
一
九
三
〇
年
代
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
抬
頭
以
後
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
が
「
社
会
主
義

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」socialist dem

ocracy

と
表
現
す
る
よ
う
に
、
「
社
会

主
義
」
へ
近
接
し
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
流
と

は
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
た
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

〈
公
募
論
文
〉

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
持
続
可
能
に
す
る
教
育
、�

�
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
対
峙
す
る
教
育

【
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
再
考
】

石
田
雅
樹
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と
教
育
」
に
つ
い
て
も
当
時
の
進
歩
主
義
教
育
や
社
会
改
造
主
義
の
教

育
論
と
は
異
な
る
独
自
路
線
を
歩
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　

本
稿
で
は
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
教
育
」
の
変
容
を
検
証
し
、
そ
の
意
義
と
問
題
点
を
批
判
的
に
考
察

し
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
際
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
進
め
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
に
、
一
九
一
〇
年
代
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

教
育
」
に
つ
い
て
、『
民
主
主
義
と
教
育
』
に
お
け
る
議
論
か
ら
出
発
し
、

こ
の
時
期
の
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
が
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

自
明
性
を
前
提
と
し
た
上
で
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
持
続
可
能
に
す
る
教

育
」
を
論
じ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
お

い
て
デ
ュ
ー
イ
が
主
張
し
て
い
た
「
仕
事
」occupation

を
通
じ
た
理

論
と
実
践
の
融
合
、「
市
民
性
教
育
」
と
「
職
業
教
育
」
と
の
一
体
性
が
、

ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
質
と
中
等
教
育
の
再
編
に
際
し
て
民
主
的
な
社
会

を
持
続
可
能
に
す
る
た
め
の
提
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
第
二
に
、

一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
『
公
衆
と
そ
の
諸
問
題
』（
一
九
二
七
）
や
「
ソ

ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
印
象
記
」
（
一
九
二
八
）
の
議
論
に
注
目
し
、
そ
れ
ら

が
共
に
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
自
体
を
問
い
直
し
相
対
化
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
『
公
衆
と
そ
の
諸
問
題
』
で

は
専
門
的
知
性
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
接
合
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、

「
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
印
象
記
」
で
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
の

成
功
例
と
し
て
の
ソ
ビ
エ
ト
評
価
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
に
「
ア
メ

リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
相
対
化
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
議
論
へ
と

接
続
さ
れ
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
に
、
一
九
三
〇
年
代
に

お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
、
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
が
言

う
「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
特
質
を
帯
び
、
ま
た
そ
れ
が
同
時

に
全
体
主
義
に
抗
す
る
「
闘
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
あ
っ
た
点
を
確
認

し
、
そ
れ
ら
が
共
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
対
峙
す
る
教
育
」
を

指
向
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
大
恐
慌
や
全
体
主
義
の
抬
頭
に
際
し
「
ア

メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
脅
か
さ
れ
る
な
か
で
、
デ
ュ
ー
イ
は
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
し
変
革
し
よ
う
と
し
た
の
か
、

ま
た
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
に
際
し
て
教
育
に
ど
の
よ
う
な
意
義

と
役
割
を
求
め
、
ど
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た

か
を
再
考
す
る
。
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
変
質
を
検
証
し
、
そ
の
「
教
育
」
の
位
置
付
け
や
方

向
性
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思

想
史
的
見
取
図
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
持
続
可
能
に
す
る
教
育
と 

 

市
民
性
教
育

　

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
社
会
の
理
念
型
と
し

て
追
求
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
時
代
状
況
に
応
じ
て
変
質
し
て
い
る
こ

と
は
既
に
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
の
浩
瀚
な
研
究
に
お
い
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た

）
3
（

。
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
を
内
在
的
に
辿
り
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
歴
史
的
文
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脈
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の

主
流
派
で
な
く
少
数
派
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
参
加
民
主
主
義
を

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
提
唱
す
る
点
に
そ
の
独
自
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
の
研
究
は
、
そ
れ
以
前
の
対
立
す
る
デ
ュ
ー
イ
解

釈
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
導
き
手
・

良
心
と
位
置
付
け
る
解
釈
（
ヘ
ン
リ
ー
・
S
・
コ
マ
ガ
ー
等
）
と
、
管
理

教
育
を
導
入
し
た
体
制
秩
序
の
擁
護
者
と
い
う
対
立
す
る
解
釈
（
ク
ラ

レ
ン
ス
・
J
・
キ
ャ
リ
ア
等
）
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

デ
ュ
ー
イ
の
政
治
思
想
研
究
の
水
準
を
引
き
上
げ
た
画
期
的
な
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
の
研
究
は
、
小

西
中
和
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
自
身
の
「
参
加
民

主
主
義
」
を
肯
定
す
る
価
値
観
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
そ
の

枠
組
み
か
ら
外
れ
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い
て
は
十
分
な
考
察
が

行
わ
れ
て
い
な
い

）
4
（

。
ま
た
同
書
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

の
変
質
に
伴
う
そ
の
教
育
的
含
意
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
の
ジ
レ
ン
マ
を
考
察
し
た
も
の
で
も
な
い
。
以

上
を
念
頭
に
お
き
、
本
稿
は
思
想
史
と
い
う
立
場
か
ら
デ
ュ
ー
イ
に
お

け
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
の
思
考
の
道
筋
を
辿
り
、
そ
の
変
遷

を
読
み
解
く
見
取
図
を
提
示
し
た
い
。

1　

『
民
主
主
義
と
教
育
』
―
―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
明
性
と
学
校
教
育

　

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
が
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
教
育
」
と
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
、
ま
た
そ
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
変
貌

し
て
い
く
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
端
緒
と
し
て
、
代
表
的
著
作

『
民
主
主
義
と
教
育
』
（
一
九
一
六
）
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
『
民
主
主
義
と
教
育
』
の
冒
頭
で
、
教
育
の
本
質
を
社

会
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」com

m
unication

と
し
て
定

義
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
人
か
ら
子
ど
も
へ
の
経
験
の
伝
達
と
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
そ
の
経
験
の
受
容
が
世
代
を
超
え
て

更
新
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
の
み
社
会
が
存
続
可
能
と
な
る

（M
W

9:7

＝
（
上
）
一
五
）
。
広
義
に
お
け
る
教
育
の
果
た
す
役
割
は
、

社
会
の
存
続
と
い
う
点
に
お
い
て
未
開
社
会
も
専
制
体
制
も
現
代
社
会

も
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
在
り
方
は
社
会
に
応
じ
て
大
き

く
異
な
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
語
る
。
第
七
章
「
教
育
に
お
け
る
民
主
主
義

的
概
念
」
で
は
、
近
代
の
民
主
的
な
社
会
と
異
質
な
社
会
と
が
対
比
さ

れ
る
こ
と
で
、
こ
の
教
育
の
隔
た
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
例

え
ば
盗
賊
の
集
団
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
共
有
さ
れ
た
関
心
（
略
奪

品
に
対
す
る
共
通
の
関
心
）
が
あ
り
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
関
心
に
基
づ
き

（
偏
っ
た
・
歪
め
ら
れ
た
）
教
育
が
行
わ
れ
得
る
。
ま
た
専
制
国
家
に
お

い
て
も
特
権
的
階
級
と
従
属
的
階
級
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
教
育
が
行
わ

れ
、
前
者
を
主
人
に
す
る
教
育
と
後
者
を
奴
隷
に
す
る
教
育
は
表
裏
一

体
の
関
係
に
あ
る
（M

W
9:88-89

＝
（
上
）
一
三
五
―
六
）
。
い
ず
れ
も

共
通
し
て
い
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
同
士
を
結
び
つ
け

る
共
通
の
関
心
が
限
定
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部
の
交
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流
も
外
部
と
の
交
流
も
制
限
さ
れ
、
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

阻
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
は
、
こ
う
し
た
個
人
同
士
・
集
団
同
士
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
む
も
の
が
な
く
、
特
権
的
権
威
へ
の
服
従
、

あ
る
い
は
階
級
や
人
種
的
要
因
に
よ
っ
て
自
由
な
交
流
が
妨
げ
ら
れ
な

い
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
デ
ュ
ー
イ
は
語
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
ュ
ー

イ
に
と
っ
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
統
治
形
態
や
政
治
制
度
―
―
参

政
権
や
複
数
政
党
制
な
ど
―
―
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
生
活
様
式
を

意
味
し
て
お
り
、
「
共
同
生
活
の
一
つ
の
様
式
、
相
互
に
結
び
つ
い
た

共
同
経
験
の
一
つ
の
様
式
」a m

ode of associated living, of conjoint 

com
m

unicated experience

を
意
味
し
て
い
た
（M

W
9:82

＝
（
上
）
一

四
二
）
。
こ
の
よ
う
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
政
治
体
制
や
制
度
の
在

り
方
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
社
会
原
理
、
す
な
わ
ち
自
由
で
平

等
な
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
社
会
原
理
と
す
る
見
方
は
、
そ
の
後

も
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
以
上
の
よ
う
な
『
民
主
主
義
と
教
育
』
に
お
け
る
議
論
を
確
認

し
た
上
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
シ
ド
ニ
ー
・
フ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
同
書
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
正
当
化
」justification

に
ほ
と
ん

ど
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

）
5
（

。
フ
ッ
ク
が
語
る
よ
う
に
、

『
民
主
主
義
と
教
育
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
『
公
衆
と
そ
の
諸
問
題
』

や
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
社
会
行
動
』
等
と
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
大
き
く
脅
か
す
存
在
、
端
的
に
は
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ

ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
「
全
体
主
義
」
は
不
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
は
あ
る
意
味
歴
史
的
に
必
然
で
自
明
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
未
開
社
会
や
専
制
体
制
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
一
面
的
か
つ
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
う

し
た
制
約
が
取
り
払
わ
れ
、
交
流
を
妨
げ
る
制
度
や
階
級
が
解
体
し
た

帰
結
と
し
て
、
民
主
的
な
社
会
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
自
体
は
、
特
定
の
社
会
集
団
の
意
図
や
願
望
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
的
交
流
の
拡
大
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
進
展
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
政
治
的
・

人
為
的
要
因
よ
り
も
非
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
「
共
有
さ
れ
た
関
心
の
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
や
、

い
っ
そ
う
多
様
な
個
人
的
能
力
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
を

特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
、
熟
慮
や
意
識

的
努
力
の
所
産
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
自
然
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
制
御
す
る
科
学
の
力
か
ら
生
じ
た
工
業
や
商
業
や
旅
行
や
移
住

や
相
互
更
新
の
諸
様
式
の
発
達
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

（M
W

9:93

＝
（
上
）
一
四
二
―
三
）
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
学
校
教
育
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
に
対

応
し
て
成
立
し
た
社
会
制
度
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
由
で

平
等
な
メ
ン
バ
ー
か
ら
成
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
は
、
特
権
的
権
威

や
階
級
的
分
断
か
ら
個
人
が
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
る
わ
け

だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
大
と
複
雑
化
を
伴
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う
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
計
画
的
努
力
、
す
な
わ
ち
体
系
的
な
教
育

制
度
へ
の
配
慮
な
し
に
は
、
自
由
で
平
等
な
社
会
を
運
営
し
発
展
さ
せ

る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
社
会
を
運
営
し
再
生
産
し
て
い
く

た
め
に
自
己
の
行
動
を
他
者
と
関
連
付
け
て
考
え
る
訓
練
の
場
と
し
て

学
校
教
育
が
要
請
さ
れ
る
（M

W
9:93

＝
（
上
）
一
四
二
）
。
換
言
す
れ
ば
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
基
づ
く
平
等
な
社
会
は
、
特
権
的
権
威
を
認
め
な
い

以
上
、
そ
の
従
う
べ
き
規
範
を
内
的
に
形
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

た
め
に
学
校
教
育
が
必
要
不
可
欠
な
制
度
と
な
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
こ
の

よ
う
に
民
主
的
社
会
に
お
け
る
学
校
教
育
の
計
画
的
・
体
系
的
取
り
組

み
の
必
然
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

2　

 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
市
民
の
育
成 

 

―
―
市
民
性
教
育
と
職
業
教
育
と
の
融
合

　

こ
の
よ
う
に
『
民
主
主
義
と
教
育
』
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
に
伴
っ
て
必
然
的
に
生
成
さ
れ
た
と
し
た
上
で
、

そ
れ
を
維
持
し
再
生
産
す
る
制
度
と
し
て
学
校
教
育
が
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
担
う
「
市
民
」
の
育
成
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
デ
ュ
ー
イ
が
語
る
「
市
民
性
教
育
」citizenship education

に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い

）
6
（

。

　

デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
構
成
す
る
「
市
民
」
と
は
、

単
に
責
任
あ
る
有
権
者
や
社
会
の
奉
仕
者
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

職
業
人
・
労
働
者
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
と
い
っ
た
包
括
的
な
形
で

社
会
に
参
与
し
、
他
者
と
共
同
関
係
を
構
築
す
る
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
想
起
す
べ
き
点
は
、
デ
ュ
ー

イ
が
「
市
民
」
と
し
て
公
的
問
題
に
関
わ
る
こ
と
も
、
「
労
働
者
」
と

し
て
社
会
生
活
に
関
わ
る
こ
と
も
、
そ
れ
ら
を
共
に
よ
り
大
き
な
包
括

的
な
活
動
力
で
あ
る
「
仕
事
」occupation

の
一
部
と
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
『
民
主
主
義
と
社
会
』
第
二
三
節
「
教
育
と
職
業

的
側
面
」
で
は
、
こ
の
「
仕
事
」
に
お
け
る
「
市
民
」
と
「
労
働
者
」

の
統
合
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
「
仕
事
」
に
は
、
「
機
械
的
労
働
を
す
る

こ
と
と
か
、
収
入
の
あ
る
職
に
就
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
専
門

的
な
仕
事
や
実
業
的
な
仕
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
芸

術
的
才
能
、
専
門
的
・
科
学
的
能
力
、
有
能
な
市
民effective citizenship

と
し
て
の
権
能
の
発
揮
も
含
ま
れ
て
い
る
」
（M

W
9:317

＝
（
下
）
一
七

一
）
と
さ
れ
て
い
る
。
以
前
の
デ
ュ
ー
イ
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
も
こ

の
「
仕
事
」
は
、
授
業
に
お
け
る
興
味
関
心
や
作
業
を
通
じ
た
技
能
形

成
以
上
の
教
育
的
意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら

に
市
民
生
活
全
般
に
関
わ
る
活
動
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
市
民
」
と
し
て
政
治
社
会
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
「
労
働
」

や
「
専
門
的
な
仕
事
」
に
就
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
芸
術
」
や
「
科
学
」

の
知
識
を
持
つ
こ
と
と
同
様
に
「
仕
事
」
の
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は

相
互
に
連
動
し
て
民
主
的
な
社
会
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
デ
ュ
ー
イ
は
、
政
治
的
に
「
市
民
」
で
あ
る
こ
と
も
、
経
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済
的
に
自
立
し
職
務
を
果
た
す
「
労
働
者
」
で
あ
る
こ
と
も
、
共
に
民

主
的
社
会
に
能
動
的
に
参
与
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
「
市
民
性
教
育
」
と
「
職
業
教
育
」vocational education

を
相
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
る
。

　

「
職
業
教
育
」
と
「
市
民
性
教
育
」
と
の
一
体
性
を
強
調
す
る
議
論
は
、

一
九
一
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
明
日
の
学
校
』
に
お
い
て
も
既
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。
同
書
で
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
ゲ
ー
リ
ー
や
イ
ン
デ
ィ

ア
ナ
ポ
リ
ス
、
イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
、
オ
ハ
イ
オ
州
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
で

の
公
立
学
校
な
ど
の
取
り
組
み
が
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

学
校
で
生
徒
た
ち
は
、
大
工
・
工
作
・
裁
縫
・
調
理
と
い
っ
た
手
工

handw
ork

に
関
わ
る
技
能
・
職
能
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
習
得
し
て

い
く
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
技
能
を
通
じ
て
学
校
運
営
・
管
理
に

参
加
―
―
例
え
ば
学
校
内
で
の
施
設
の
修
繕
や
食
事
の
提
供
、
ま
た
記

録
の
保
管
や
運
動
場
の
管
理
、
物
品
の
分
配
等
―
―
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
技
能
の
習
得
は
、
社
会
で
責
任
あ
る
労
働
者
と
し
て
働
く
準

備
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
各
々
の
「
仕
事
」
を
通
じ
た
主
体
的
な
学

校
運
営
へ
の
関
与
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
生
徒
の
自
治
と
責
任

意
識
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
自
治
意
識
の
涵
養
は
、
い

つ
し
か
学
校
の
み
な
ら
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
生
き
た
「
市
民
性
教
育
」
の
実
践
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
デ
ュ
ー
イ
は
高
く
評
価
し
て
い

る
（M

W
8:199

＝
一
六
三
）
。

　

こ
の
「
市
民
性
教
育
」
と
「
職
業
教
育
」
と
の
一
体
性
を
強
調
す
る

デ
ュ
ー
イ
の
議
論
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教

育
」
の
文
脈
で
は
二
つ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ

の
「
市
民
性
教
育
／
職
業
教
育
」
を
一
体
と
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
は
、

当
時
の
中
等
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
再
編
を
念
頭
に
置
き

）
7
（

、
当
時
注
目

さ
れ
て
い
た
「
普
通
教
育
」
と
「
職
業
教
育
」
の
分
離
教
育
（
い
わ
ゆ

る
複
線
型
学
校
教
育
）
へ
の
批
判
的
応
答
を
意
味
し
て
い
た
。
周
知
の

よ
う
に
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
全
国
規
模
で
職

業
教
育
運
動
が
展
開
さ
れ
、
一
九
一
七
年
に
は
連
邦
政
府
に
よ
る
職
業

教
育
を
振
興
す
る
法
律
（
ス
ミ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ズ
法
）
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
る
が
、
デ
ュ
ー
イ
の
議
論
は
そ
う
し
た
学
校
教
育
を
め
ぐ
る
状
況

を
鑑
み
、
批
判
的
応
答
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

デ
ュ
ー
イ
は
当
時
、
教
育
社
会
学
者
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ス
ネ
ッ
デ
ン
ら
と

論
争
を
展
開
し
て
お
り
、
ス
ネ
ッ
デ
ン
が
提
唱
す
る
「
二
元
シ
ス
テ
ム
」

dual system

、
す
な
わ
ち
普
通
教
育
を
行
う
学
校
と
、
職
業
教
育
学
校

と
に
中
等
教
育
を
分
離
す
る
行
政
制
度
を
強
く
批
判
し
て
い
た

）
8
（

。

デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
こ
の
「
二
元
シ
ス
テ
ム
」
は
、
実
質
的
に
は
、
有

閑
階
級
の
教
養
教
育
型
の
エ
リ
ー
ト
学
校
と
、
工
場
で
単
純
労
働
に
従

事
す
る
労
働
者
の
養
成
学
校
と
の
分
裂
を
意
味
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に

深
刻
な
社
会
分
裂
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
自
由
で
平
等
な
構
成
員

か
ら
な
る
民
主
的
社
会
を
揺
る
が
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
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（M
W

8:404

＝
二
六
九
）
。

　

第
二
に
、
デ
ュ
ー
イ
が
「
普
通
教
育
／
職
業
教
育
」
の
複
線
型
教
育

に
批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
、
教
育
の
「
計
画
」
の
限
界
、
端
的
に
言
え

ば
「
効
率
性
」
を
目
指
し
た
教
育
行
政
が
結
果
的
に
「
非
効
率
」
な
も

の
へ
転
化
す
る
と
い
う
洞
察
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
デ
ュ
ー
イ
は
、
早
期
に
特
定
技
能
の
み
を
習
得
さ
せ
る
職
業
訓
練

は
、
労
働
需
要
予
測
に
基
づ
き
一
見
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が

ら
、
実
際
は
そ
の
予
測
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
で
非
合
理
な
も
の
に
陥
る

可
能
性
を
危
惧
し
て
い
た
（M

W
9:126

＝
一
九
二
―
三
）
。
こ
う
し
た
視

点
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
の
は
、
計
画
に
沿
っ
て
教
育
を
行
う
こ
と
へ
の

慎
重
さ
で
あ
り
、
未
来
を
予
見
可
能
と
す
る
人
間
理
性
へ
の
懐
疑
で
あ

る
。
こ
の
職
業
教
育
に
お
け
る
「
効
率
性
」
へ
の
疑
念
を
敷
衍
す
れ
ば
、

あ
る
時
点
で
最
善
と
し
て
設
計
さ
れ
た
教
育
内
容
も
、
社
会
構
造
の
変

化
や
技
術
革
新
な
ど
に
よ
り
次
の
世
代
に
は
陳
腐
化
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
明
日
の
学
校
』
に
お
い
て
デ
ュ
ー
イ
は
、
「
職

業
教
育
」
の
意
義
や
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
単
純
労
働
の
み
を
幼
少

期
か
ら
習
得
す
る
職
業
教
育
の
在
り
方
に
は
終
始
批
判
的
だ
っ
た
。
労

働
者
は
工
場
で
の
単
な
る
歯
車
と
な
る
べ
き
で
は
な
く
、
自
分
が
携
わ

る
仕
事
の
全
体
像
を
理
解
し
、
社
会
全
体
を
見
渡
す
幅
広
い
知
見
を
習

得
す
る
よ
う
デ
ュ
ー
イ
は
促
し
た
の
で
あ
る
（M

W
8:362

＝
二
三
〇
）
。

　

デ
ュ
ー
イ
の
教
育
思
想
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
「
子
ど
も
中
心
主

義
」
で
は
な
く
、
教
育
に
お
け
る
「
個
人
」
と
「
社
会
」
の
二
元
論
を

乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る

）
9
（

。
そ
れ
と
同
様
に
、
こ
の
一

九
一
〇
年
代
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
も
、

伝
統
的
教
育
と
進
歩
的
教
育
の
双
方
を
見
据
え
な
が
ら
独
自
の
方
向
性

を
提
示
し
た
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
性
教
育
と
職
業
教
育

と
の
統
合
の
提
唱
は
、
一
方
に
お
い
て
躾
や
読
み
書
き
を
重
視
す
る
保

守
的
な
伝
統
的
教
育
が
も
は
や
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
他
方

に
お
い
て
、
ス
ネ
ッ
デ
ン
の
よ
う
な
過
度
な
「
効
率
性
」
に
基
づ
く
進

歩
主
義
教
育
と
は
異
な
る
学
校
教
育
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
大
変
動
―
―
大
量
の
移
民
と
都
市
部

へ
の
人
口
集
中
、
ま
た
急
速
な
産
業
化
と
工
業
化
―
―
に
対
し
て
、
ま

た
社
会
的
分
断
が
生
じ
つ
つ
あ
る
状
況
に
対
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

持
続
可
能
に
す
る
教
育
」
の
方
向
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。二　

 「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」の
相
対
化
と
再
検
討

―
― G

reat S
ociety/G

reat C
om

m
unity

、ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア 

学
校
教
育
評
価

1　

 「
巨
大
社
会
」Gre

a
t S

o
c
ie

ty

に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と 

 

専
門
知
的
知
性

　

『
民
主
主
義
と
教
育
』
『
明
日
の
学
校
』
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
関
心

が
、
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
自
明
な
も
の
と
し
た
上
で
、

時
代
状
況
に
応
じ
た
学
校
教
育
の
刷
新
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
二
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〇
年
代
以
降
で
は
そ
の
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
問
い
直
さ

れ
、
以
前
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
が
論
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、『
公
衆
と
そ
の
諸

問
題
』
（
一
九
二
七
）
に
お
け
るG

reat Society/G
reat C

om
m

unity

論
、

ま
た
一
九
二
八
年
の
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
訪
問
に
お
け
る
学
校
教
育
論

に
注
目
し
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

前
出
の
よ
う
に
『
民
主
主
義
と
教
育
』
で
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お

け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
化
と
拡

大
に
伴
う
必
然
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
『
公

衆
と
そ
の
諸
問
題
』
（
一
九
二
七
）
で
は
む
し
ろ
現
代
社
会
に
お
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
大
に
際
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
機
能
不
全
を

起
こ
し
て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
も
デ
ュ
ー
イ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
政
治
体
制
が
一
つ
の

理
念
や
運
動
に
基
づ
い
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
方
で
は
様
々

な
非
政
治
的
要
因
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
・
科
学
的
・
経
済
的
要
因

（LW
2:288

＝
一
〇
九
―
一
一
〇
）
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
社
会
に
お
け

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
大
、
具
体
的
に
は
印
刷
機
、
鉄
道
、
電

信
、
大
量
生
産
、
都
市
部
へ
の
人
口
集
中
な
ど
の
結
果
、
不
可
避
的
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
（LW

2:304

＝
一
三
九
）
。
こ
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い

う
広
大
な
領
土
の
政
治
的
統
一
を
可
能
と
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
古

い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
解
体
し
人
び
と
に
政
治
的
無
関
心
と
無
力
感
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
民
主
政
治
を
担
う
公
職
者
は
存
在
し
て
も
、

代
表
さ
れ
る
「
公
衆
」
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
デ
ュ
ー
イ
は
こ
う
し
た

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
態
を
冷
静
に
分
析
し
、

そ
の
問
題
を
「
公
衆
の
没
落
」
と
し
て
問
い
か
け
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
拡
大
に
伴
う
現
代
社
会
の
変
貌
は
、
グ
レ
ア
ム
・
ウ
ォ
ラ
ス
が
言
う

「
巨
大
社
会
」Great Society

を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
公

衆
の
没
落
」
と
い
う
論
点
も
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
『
世
論
』
（
一

九
二
二
）『
幻
の
公
衆
』
（
一
九
二
五
）
で
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
っ
た
。
リ
ッ
プ
マ
ン
は
、
人
・
モ
ノ
・
情
報
が
国
境
を
越
え
て

飛
び
交
う
「
巨
大
社
会
」
の
出
現
に
際
し
て
、
人
び
と
が
従
来
の
「
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
的
思
考
を
一
層
強
め
る
こ
と
で
適
応
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
「
世
論
」

public opinion

形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

複
雑
な
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
専
門
的
知
性
と
一
般
民
衆
の

「
世
論
」
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
問

題
視
し
た
。
デ
ュ
ー
イ
『
公
衆
と
そ
の
諸
問
題
』
は
こ
う
し
た
リ
ッ
プ

マ
ン
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
た
上
で
、
異
な
る
処
方
箋
を
提
示
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
10
（

。

　

以
前
の
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
』
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
脅
か

す
社
会
的
分
断
が
知
識
／
労
働
、
教
養
教
育
／
職
業
教
育
と
の
あ
い
だ

に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
公
衆
と
そ
の
諸
問
題
』
で
そ
の
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分
断
は
、
専
門
家
／
大
衆
と
の
あ
い
だ
に
置
か
れ
、
「
公
衆
の
没
落
」

の
原
因
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
び
と
が
大
き
な
関
心

を
寄
せ
る
公
衆
衛
生
や
都
市
計
画
の
問
題
は
、
エ
ン
ジ
ン
を
設
計
し
建

造
す
る
の
と
同
様
に
技
術
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
の
合
理
的
な
問
題
解

決
に
は
一
般
民
衆
よ
り
も
専
門
家
の
判
断
を
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

し
た
上
で
（LW

2:313
＝
一
五
六
）
、
そ
の
専
門
知
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

の
再
統
合
が
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
が
機
能
不
全
状
態
に
あ
る
「
巨
大
社
会
」
か
ら
、
新
た
な
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
形
成
さ
れ
る
「
巨
大
共
同
体
」G

reat C
om

m
unity

へ
の

移
行
の
必
要
性
を
訴
え
る
が
、
そ
の
移
行
に
お
い
て
は
、
こ
の
専
門
知

と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
接
続
を
通
し
た
知
性
の
変
革
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
れ
で
は
デ
ュ
ー
イ
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
専
門
知
と
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
接
合
が
で
き
る
と
考
え
た
の
か
、
ま
た
そ
の
た
め
に
教
育
に
は

ど
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
端
的
な
回
答
と

し
て
デ
ュ
ー
イ
が
示
す
の
は
、
よ
り
一
層
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

の
拡
大
と
進
化
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
第
五
章
「
巨
大
共

同
体
の
探
究
」
で
は
、
知
識
・
理
解
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
れ

ぞ
れ
別
個
の
も
の
で
は
な
く
一
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
専
門
的
知
識
は

少
数
の
専
門
家
だ
け
で
は
な
く
、
幅
広
く
一
般
市
民
に
理
解
さ
れ
て
は

じ
め
て
そ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（LW

2:345

＝
二
一
八
）
。

そ
の
立
場
か
ら
、
一
方
で
は
専
門
家
側
に
は
単
な
る
情
報
公
開
を
超
え

て
、
難
解
な
専
門
知
を
公
衆
が
理
解
可
能
な
か
た
ち
で
伝
え
る
責
務
を

課
し
、
他
方
で
公
衆
の
側
に
は
、
学
校
教
育
の
み
な
ら
ず
絶
え
ず
知
識

を
獲
得
し
有
益
な
情
報
を
更
新
す
る
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
依

拠
し
つ
つ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
取
り
組
み
自
体
の
中
に
、
何
が
共
通
の

利
害
か
を
人
び
と
が
不
断
に
吟
味
し
討
論
す
る
過
程
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
、
つ
ま
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
教
育
的
で
あ
る
と

論
じ
て
い
る
（LW

2:364

＝
二
五
三
）
。
こ
の
専
門
的
知
性
と
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
接
合
の
問
題
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
社
会
計
画
の
議
論

へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、こ
れ
に
よ
っ
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
教
育
」
は
学
校
教
育
だ
け
で
な
く
社
会
全
体
の
知
性
変
革
の
問
題
と

し
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

2　

ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」

　

『
公
衆
と
そ
の
諸
問
題
』
同
様
に
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
の
新

た
な
方
向
性
を
示
す
試
み
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
こ
の
時
期
に
記
し
た
「
ソ

ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
印
象
記
」
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ュ
ー

イ
は
一
九
二
八
年
に
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
、
そ
の
滞
在
中
に

学
校
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
を
公
式
／
非
公
式
に
視
察
し
、

帰
国
後
に
そ
の
印
象
をTh

e N
ew

 Republic

誌
上
で
「
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ

シ
ア
印
象
記
」
（
全
六
回
：
一
九
二
八
年
十
一
月
十
四
日
―
十
二
月
十
九
日
）

（LW
3:203-250

）
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
「
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
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ア
印
象
記
」
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ー
イ
の
社
会
主
義
観
や
ソ
ビ
エ
ト
観

の
変
容
を
探
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
も
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
が

）
11
（

、

こ
こ
で
は
、
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

相
対
化
と
再
考
と
い
う
視
点
か
ら
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
確
認
す
べ
き
点
は
、こ
の
デ
ュ
ー
イ
視
察
団
訪
問
が
ソ
ビ
エ
ト
・

ロ
シ
ア
側
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ソ
ビ
エ
ト
側
の
ア
メ

リ
カ
進
歩
主
義
教
育
へ
の
高
い
関
心
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
一
九
二
八
年
の
訪
ソ
以
前
に
既
に
デ
ュ
ー
イ
の
『
学
校
と
社
会
』

『
民
主
主
義
と
教
育
』
『
明
日
の
学
校
』
な
ど
は
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ

教
育
関
係
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
ま
た
デ
ュ
ー
イ
の
他
に

も
エ
ド
ワ
ー
ド
・
L
・
ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
H
・
キ
ル
パ

ト
リ
ッ
ク
ら
の
進
歩
主
義
教
育
の
理
論
家
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ソ
ッ

ド
、
ダ
ル
ト
ン
・
プ
ラ
ン
な
ど
の
教
育
実
践
も
広
く
知
ら
れ
て
い
た

）
12
（

。

こ
の
欧
米
の
教
育
理
論
を
導
入
す
る
取
り
組
み
は
そ
の
後
ス
タ
ー
リ
ニ

ズ
ム
の
抬
頭
と
共
に
失
わ
れ
る
が
（
そ
れ
に
伴
い
一
九
三
〇
年
代
に
デ
ュ
ー

イ
は
ソ
ビ
エ
ト
を
全
体
主
義
と
し
て
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
が
）
、
こ
の
訪

ソ
時
の
段
階
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
社
会
建
設
へ
向
け
て
ア
メ
リ
カ
進

歩
主
義
教
育
を
用
い
た
様
々
な
実
験
的
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
文
脈
を
踏
ま
え
、
デ
ュ
ー
イ
は
ソ
ビ
エ
ト
で
の
多
様
な

社
会
実
験
を
目
撃
す
る
中
で
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
と
ソ
ビ
エ
ト
両
者
の
隔

た
り
よ
り
も
そ
の
近
さ
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
学
校
教
育
で

展
開
さ
れ
る
実
験
的
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
ル
ー
ツ
が
あ

る
と
し
な
が
ら
も
ソ
ビ
エ
ト
独
自
の
発
展
か
ら
元
々
の
ア
メ
リ
カ
を
上

回
る
点
を
評
価
し
、
大
き
な
知
的
刺
激
を
受
け
て
い
る
。

　

例
え
ば
デ
ュ
ー
イ
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
学
校
教
育
を
視
察
す
る
中
で
、

そ
れ
が
社
会
生
活
と
分
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
社
会
的
協
同
原
理
に
基
づ

き
変
革
を
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る

（LW
3:233

）
。
無
論
そ
こ
に
は
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
の
色

合
い
や
、
子
ど
も
と
家
族
と
が
切
り
離
さ
れ
る
懸
念
は
あ
る
も
の
の
、

欧
米
の
学
校
改
革
で
の
取
り
組
み
の
よ
う
に
、
学
校
外
の
個
人
的
競
争

や
私
的
利
害
な
ど
の
障
害
に
囚
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
協
同
の
原
理
に

基
づ
き
新
た
な
学
校
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
協
同
原
理
に
基
づ
く
学
校
と
社
会
と
の
連
携
は
、
狭
義
の
労
働
効
率

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
「
一
般
教
養
と
労
働
効
率
性
と
の
結
合
」

union of general culture w
ith effi

ciency of labor

に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い

る
と
さ
れ
て
い
る
（LW

3:234

）
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
イ
は
『
明

日
の
学
校
』
に
お
い
て
「
職
業
教
育
」
と
「
市
民
性
教
育
」
と
の
一
体

性
を
主
張
し
、
単
純
労
働
者
を
生
み
出
す
だ
け
の
「
職
業
教
育
」
の
在

り
方
を
批
判
し
た
が
、
ソ
ビ
エ
ト
で
は
そ
の
融
合
が
図
ら
れ
て
お
り
、

特
殊
専
門
的
な
技
能
の
訓
練
は
「
一
般
教
養
」
を
習
得
し
た
後
で
開
始

さ
れ
る
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
（LW

3:235

）
。
ま
た
「
仕
事
の
学
校
」

school of w
ork

に
つ
い
て
も
、
そ
の
発
想
自
体
は
革
命
直
後
の
一
九

二
二
年
か
ら
二
三
年
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
進
歩
主
義
教
育
の
手
法
と
共

に
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
反
発
を
経
な
が
ら
も
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
ソ
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ビ
エ
ト
社
会
に
受
容
さ
れ
、
部
分
的
に
は
ア
メ
リ
カ
を
超
え
る
ま
で
に

発
展
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
（LW

3:235

）
。

　

さ
ら
に
デ
ュ
ー
イ
は
一
定
の
留
保
を
置
き
つ
つ
も
、
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ

シ
ア
で
の
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
統
合
と

ロ
ー
カ
ル
な
自
治
の
面
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
進
ん
で
い
る
と
論

じ
て
い
る
。
ソ
ビ
エ
ト
で
の
個
々
の
学
校
は
、
教
育
方
針
と
し
て
中
央

集
権
的
指
示
は
与
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
実
際
の
運
営
に
お
い
て
は

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
教
育
を
行
う
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
お
り

（LW
3:236

）
、
そ
の
点
で
決
し
て
中
央
統
制
型
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
ソ
ビ
エ
ト
の
学
校
の
管
理
統
制
も
、
「
自
己
組
織
化
」auto-

organization

と
い
う
理
念
で
生
徒
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分

が
大
き
く
、
一
時
期
暴
走
は
し
た
も
の
の
、
現
在
は
安
定
し
て
運
用
さ

れ
て
い
る
と
言
う
（LW

3:240

）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
自
治
と
い
う
発

想
自
体
は
ア
メ
リ
カ
由
来
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の

学
校
自
治
が
大
人
の
政
治
の
模
倣
の
傾
向
が
強
い
こ
と
な
ど
と
比
較
す

る
と
、
ソ
ビ
エ
ト
の
学
校
の
取
り
組
み
の
方
が
よ
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

し
て
評
価
で
き
る
と
し
て
い
る
（LW

3:240

）
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ュ
ー
イ
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
教
育
改

革
の
種
が
、
革
命
後
の
ロ
シ
ア
で
ア
メ
リ
カ
以
上
に
大
き
く
花
開
い
て

い
る
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
、
称
賛
と
羨
望
と
共
に
報
告
し
て
い
る

（LW
3:241

）
。
古
屋
恵
太
は
こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
進
歩
主
義
教
育
の
ソ
ビ
エ
ト
受
容
に
留
ま
ら
ず
、「
当

時
の
ア
メ
リ
カ
の
新
教
育
に
対
す
る
批
判
を
導
出
す
る
た
め
の
言
わ
ば

逆
照
射
の
鏡
と
し
て
の
性
格
」
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

）
13
（

が
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
文
脈
で
言
え
ば
、
こ
の
ソ
ビ
エ

ト
学
校
教
育
評
価
は
、
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
問
題
点
を

焙
り
出
し
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
一
九
三
〇
年
代
の
議

論
を
先
取
り
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
デ
ュ
ー
イ
が
目
の
当

た
り
に
し
た
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
「
集
産
主
義
」collectivism

は
、

一
九
三
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
る
「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い

て
、
個
人
主
義
を
乗
り
越
え
る
新
た
な
社
会
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
く
。

そ
の
他
方
に
お
い
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
こ
の
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
モ
デ

ル
を
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
学
校
教
育
へ
適
用
で
き
る
と
は
考
え
て
お
ら

ず
、
そ
の
点
で
い
ち
早
く
変
革
を
主
張
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
S
・
カ
ウ
ン

ツ
と
は
異
な
り
、
積
極
的
導
入
に
は
慎
重
で
あ
っ
た

）
14
（

。
こ
の
称
賛
論
と

慎
重
論
の
同
居
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
ロ
シ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
「
文
化
」

の
違
い
に
関
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
認
識
で
あ
り
、
こ
の
「
文
化
」
相
違
論

は
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
ソ
ビ
エ
ト
全
体
主
義
批
判
論
へ
展
開
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

三　

 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
対
峙
す
る
教
育 

 

―
― 「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」と「
闘
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」の 

教
育
的
ジ
レ
ン
マ

　

一
九
二
九
年
に
生
じ
た
世
界
恐
慌
に
際
し
て
、
ま
た
一
九
三
〇
年
代
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に
顕
著
と
な
る
世
界
的
規
模
で
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
に
対
峙
す
る
中
で
、

デ
ュ
ー
イ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
は
大
き
な
変
質
を
遂
げ
る
こ

と
に
な
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
一
方
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け

る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
限
界
か
ら
、
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
の
言
う
「
社
会

主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
構
想
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
他
方
で
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
脅
か
す
全
体
主
義
と
対
抗
す
る
た
め
「
闘
う
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
の
立
場
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
一
線
を
画
す
よ
う

に
な
る
。
以
下
で
は
こ
の
時
期
の
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

変
質
と
そ
の
教
育
的
ジ
レ
ン
マ
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

1　

「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
そ
の
教
育
的
ジ
レ
ン
マ

　

デ
ュ
ー
イ
は
研
究
者
と
し
て
精
力
的
に
研
究
活
動
を
行
い
、
大
学
の

教
員
と
し
て
若
者
た
ち
を
教
導
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
社
会
変
革
を
訴

え
る
政
治
運
動
を
支
持
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
社
会
変
革
を
主
張
す
る

政
治
運
動
へ
強
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
中
で
、
一
九
二
九
年
に
デ
ュ
ー
イ
は
、

第
三
党
の
結
成
を
目
指
す
独
立
政
治
活
動
連
盟
の
会
長
に
選
出
さ
れ
、

ま
た
労
働
者
の
陳
情
を
行
う
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
ロ
ビ
ー
の
団
体
代
表
と
し

て
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
一
九
二
九
年
末
に
発

生
し
た
ア
メ
リ
カ
大
恐
慌
は
、
デ
ュ
ー
イ
に
ま
す
ま
す
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

社
会
変
革
の
必
要
性
を
抱
か
せ
る
こ
と
な
る
。

　

デ
ュ
ー
イ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
大
恐
慌
へ
の
対
策
と
し
て
当
時
の

F
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
の
一
連
の
施
策
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
「
も
っ
と
公
正
で
民
主

的
社
会
の
秩
序
を
打
ち
立
て
る
た
め
の
国
民
の
努
力
に
到
る
ま
で
の
中

継
役
に
す
ぎ
な
い

）
15
（

」
も
の
で
あ
り
、
よ
り
公
正
で
社
会
的
に
統
制
さ
れ

た
制
度
に
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

よ
り
も
公
正
で
民
主
的
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、『
旧
い
個
人
主
義
と
新
し
い
個
人
主
義
』（
一
九
三
〇
）
で
は
、
自
由

競
争
を
良
し
と
す
る
徹
底
し
た
個
人
主
義rugged individualism

が
「
旧

い
個
人
主
義
」
と
し
て
批
判
さ
れ
、
「
集
産
主
義
」collectivism

 

の
時

代
状
況
に
対
応
し
た
「
新
し
い
個
人
主
義
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
金
銭
的
活
動
を
目
的
と
す
る
「
資
本
主
義
的
社
会
主
義
」

で
は
な
く
、
社
会
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
発
展
を
目
指
す
「
公
共
的
社

会
主
義
」
の
た
め
の
社
会
変
革
が
必
要
と
さ
れ
、
「
金
銭
的
利
益
の
た

め
に
な
さ
れ
る
企
業
活
動
か
ら
生
ま
れ
る
、
盲
目
的
で
混
沌
と
し
た
無

計
画
の
決
定
論
」
で
は
な
く
、
「
社
会
的
に
計
画
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ

た
発
展
を
目
指
す
決
定
論
」
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（LW
5:98

＝
八
三
）
。

　

『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
社
会
行
動
』
（
一
九
三
五
）
で
も
同
様
に
、
こ
れ

ま
で
の
自
由
放
任
主
義
で
は
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
る
民
主
的
な
社
会
計

画
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
計
画
遂
行
に
際
し
て
科
学
と

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
問
題
解
決
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
合
の
科
学
と
は
「
実
験
的
方
法
」experim

ental 

m
ethod

を
指
す
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
政
策
決
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定
に
お
い
て
「
議
論
と
対
話
」discussion and dialectic

よ
り
も
、
こ

の
「
実
験
的
方
法
」
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
点
で
あ
る
（LW

11:50

＝

二
九
八
）
。
と
い
う
の
も
、
「
議
論
と
対
話
」
が
往
々
に
し
て
一
般
大
衆

へ
の
「
宣
伝
」
や
隠
れ
た
利
益
の
隠
れ
蓑
と
な
る
た
め
、
社
会
問
題
を

包
括
的
に
解
決
す
る
計
画
に
は
、
自
然
科
学
的
な
「
実
験
的
方
法
」
に

基
づ
く
判
断
の
方
が
信
頼
し
得
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
政
治
」
に
大
胆
に
「
科
学
」
を
導
入
す
べ
き
と
い
う

主
張
は
、
同
時
代
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
E
・
メ
リ
ア
ム
ら
の
進
歩
主
義
の

改
革
論
者
の
「
社
会
工
学
」
的
発
想
と
大
き
く
重
な
り
合
う
も
の
の
、

デ
ュ
ー
イ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
こ
の
「
社
会
計
画
」
や
「
実
験
的
方

法
」
は
、
エ
リ
ー
ト
的
統
治
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
両
立
し
得
る
と
考
え
て
い
た
点
に
あ
る
。
「
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に

よ
る
社
会
的
統
制
の
達
成
は
、
あ
く
ま
で
も
万
人
の
自
由
と
個
性
の
実

現
と
調
和
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ

て
の
民
主
的
な
社
会
的
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
あ
っ
た

）
16
（

」
。

　

こ
の
「
社
会
計
画
」
や
「
実
験
方
法
」
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
取
り
込

も
う
と
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
構
想
に
つ
い
て
、ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
は
「
社

会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」socialist dem

ocracy

と
表
現
し
て
い
る
が

）
17
（

、

そ
の
内
実
は
曖
昧
で
説
得
力
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
デ
ュ
ー

イ
は
、
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
計
画
と
の
接
合
に
関
し
て
「
計
画
さ
れ

た
社
会
」planned society

と
「
継
続
的
に
計
画
し
続
け
る
社
会
」

continuously planning society

と
を
区
分
し
、
計
画
さ
れ
た
青
写
真

に
従
っ
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
に
社
会
建
設
を
行
う
前
者
と
、
広
範
囲
な

相
互
協
力
に
基
づ
く
知
性
の
解
放
に
よ
っ
て
目
的
と
手
段
を
吟
味
し
続

け
る
後
者
と
を
分
別
し
、
自
己
の
立
場
を
後
者
に
置
い
て
い
る

（LW
13:321

）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
継
続
的
に
計
画
し
続
け

る
社
会
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス

で
変
革
さ
れ
得
る
か
は
極
め
て
漠
然
と
し
て
お
り
、
抽
象
的
な
理
念
を

提
示
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
「
権
威
の
分
権
化
、
職
場
の
民
主
化
、

富
の
再
分
配
、
市
民
的
自
由
の
強
化
と
異
議
申
し
立
て
に
必
要
な
代
議

制
度
の
強
化
、
そ
し
て
権
力
の
分
散
と
い
っ
た
こ
と
に
デ
ュ
ー
イ
は
明

ら
か
に
賛
同
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
手
法
や
制
度
か

ら
何
が
形
づ
く
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
デ
ュ
ー
イ
は
何
も
語
ら
な
か
っ

た
）
18
（

」
。

　

こ
の
「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
曖
昧
さ
は
、

そ
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
に
お
い
て
も
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
こ
の
時
期
の
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
論
を
「
社
会
改
造
主

義
」
者
ら
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
曖
昧
さ
は
明
白
に
な
る
。
ハ

ロ
ル
ド
・
O
・
ラ
ッ
グ
、
カ
ウ
ン
ツ
ら
「
社
会
改
造
主
義
」Social-

Reconstructionism

の
論
者
ら
は
、
デ
ュ
ー
イ
同
様
に
自
由
放
任
主
義

を
否
定
し
社
会
経
済
体
制
の
現
状
認
識
と
し
て
の
「
集
産
主
義
」
を
、

そ
し
て
そ
の
社
会
経
済
体
制
を
合
理
的
に
運
営
す
る
た
め
の
計
画
の
必

要
性
を
強
調
し
て
い
た
。
デ
ュ
ー
イ
が
カ
ウ
ン
ツ
ら
「
社
会
改
造
主
義
」

と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
教
師
に
よ
る
「
教
え
込
み
」indoctrination



81　●　〈公募論文〉デモクラシーを持続可能にする教育、デモクラシーの危機と対峙する教育――石田雅樹

を
容
認
し
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ウ
ン
ツ
ら
が
、
従
来
の

学
校
教
育
を
支
配
す
る
階
級
意
識
、
保
守
的
な
価
値
規
範
を
克
服
す
る

た
め
に
、
教
師
に
よ
る
「
教
え
込
み
」
が
社
会
変
革
の
た
め
に
必
要
で

あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
変
革
の
担
い
手
と
し
て

教
師
の
重
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
「
教
え
込
み
」
に
は
批
判
的
な

立
場
を
堅
持
し
て
い
た
。
デ
ュ
ー
イ
は
「
目
的
は
手
段
を
正
当
化
す
る
」

と
い
う
思
考
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
妥
当
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
に
お

い
て
暴
力
革
命
を
肯
定
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
政
治
行
動
論
理
を
批
判

し
た
が

）
19
（

、
そ
れ
と
同
様
に
学
校
教
育
を
社
会
変
革
の
道
具
と
見
な
す
「
社

会
改
造
主
義
」
の
教
育
論
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
先
述
の
『
旧
い
個
人
主
義
と
新
し
い
個
人
主
義
』
に
お

い
て
も
以
前
と
同
様
に
、
社
会
の
自
明
性
を
疑
う
批
判
的
精
神
の
涵
養

を
促
し
、
現
実
の
社
会
問
題
を
考
察
す
る
機
会
の
重
要
性
を
訴
え
て
い

る
。
だ
が
「
教
え
込
み
」
を
認
め
ず
、
批
判
的
精
神
の
育
成
を
目
指
す

こ
と
自
体
は
、
現
代
社
会
へ
の
懐
疑
と
科
学
的
思
考
様
式
を
促
す
こ
と

に
は
な
れ
ど
、
そ
れ
は
デ
ュ
ー
イ
が
提
唱
す
る
「
継
続
的
に
計
画
し
続

け
る
社
会
」
の
創
出
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
阻
害
す

る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
の
批
判
的
精
神
や
懐
疑
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ー

イ
が
目
ざ
す
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
自
体
も
ま
た
懐
疑
の
対
象
に
な
る
可
能
性

も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
可
能
性
は
デ
ュ
ー
イ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
予
め
捨

象
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

を
目
指
す
デ
ュ
ー
イ
の
教
育
的
試
み
は
、
容
易
に
は
実
現
さ
れ
な
い
ジ

レ
ン
マ
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

2　

「
闘
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
そ
の
教
育
的
ジ
レ
ン
マ

　

先
述
の
よ
う
に
一
九
二
八
年
の
訪
ソ
段
階
で
「
偉
大
な
実
験
」
を
高

く
評
価
し
て
い
た
デ
ュ
ー
イ
も
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
大
き
く
そ
の
ス

タ
ン
ス
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
代
に
多
く
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
が

左
傾
化
し
人
民
戦
線
派
に
理
解
を
示
す
中
に
お
い
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
ソ

ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
を
「
全
体
主
義
」
と
し
て
規
定
し
批
判
す
る
よ
う
に

な
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
や
森
田
尚
人
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に

）
20
（

、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
決
姿
勢
を
堅
持
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
同
様
に
ス

タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
も
「
全
体
主
義
」
と
し
て
対
峙
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
慧
眼

は
、
思
想
史
的
に
は
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
ら
の
全
体
主
義
論
を
先
取

り
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
と
教
育
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
否
定
し

破
壊
す
る
勢
力
―
―
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ソ
ビ
エ
ト
―
―
と
対
峙
す

る
た
め
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
勢
力
が
結
集
し
対
峙
す
る
必
要
性
、
い
わ

ゆ
る
「
闘
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
論
稿

「
現
代
世
界
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」（
一
九
三
八
）
で
は
、「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
は
時
代
遅
れ
で
あ
る
」
と
豪
語
す
る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
へ
の

反
論
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
の
今
日
的
要

請
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
以
前
の
『
民
主
主
義
と
教
育
』
同
様
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に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
統
治
形
態
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
生
活
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
前
世
代
か
ら
の
遺
産
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
の
時
代
に
応
じ
て
そ
の
都
度
新
た
に
や
り
直
す
必
要
が
あ
る
と

語
ら
れ
て
い
る
（LW

13:298-299

）
。
本
稿
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、
こ

こ
で
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
防
衛
す
る
義
務
と
責
任
の
在
り
方

が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
非
民
主
国
家

か
ら
一
つ
学
ぶ
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
義

務
と
責
任
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
の
準

備
を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」（LW

13:297

）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
公
立
学
校
は
階
級
的
分
裂
の
み
な
ら
ず
多
様
な
対
立
や
偏

見
を
打
破
す
る
取
り
組
み
を
一
層
行
う
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
学
校
で

行
わ
れ
る
べ
き
教
育
的
取
組
み
は
、
国
旗
へ
の
宣
誓
な
ど
形
式
的
な
国

家
へ
の
忠
誠
な
ど
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
人
種
差

別
に
つ
な
が
る
偏
見
を
積
極
的
に
是
正
す
る
こ
と
で

あ
り

（LW
13:301

）
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
よ
り
深
め
よ

り
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
現
代
世
界
に
お
け
る
「
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
と
教
育
」
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
「
全
体
主
義
」
と
し
、
ア
メ
リ
カ

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
根
源
的
に
対
立
す
る
と
い
う
見
方
は
、
『
自
由
と

文
化
』
（
一
九
三
九
）
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
こ
こ
で
ソ

ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
同
様
に
人
間
の
内
面
性
を
支
配

す
る
「
全
体
主
義
」totalitarianism

で
あ
る
と
し
、
外
面
的
に
は
飛
躍

的
な
経
済
的
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
プ
ロ
タ
リ
ア
独
裁
の
名

の
下
で
自
由
な
思
想
や
言
論
を
弾
圧
し
つ
つ
あ
る
と
批
判
す
る
（LW

13: 

127

＝
一
七
九
）
。
同
書
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
条
件
と
さ
れ
た
社
会

生
活
様
式
、
す
な
わ
ち
統
治
形
態
の
外
部
に
あ
っ
て
人
び
と
の
生
活
を

規
定
す
る
行
動
様
式
が
「
文
化
」culture

と
言
い
換
え
ら
れ
、
自
由

と
民
主
主
義
を
可
能
に
す
る
「
文
化
」
と
そ
れ
を
否
定
す
る
全
体
主
義

の
「
文
化
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

　

デ
ュ
ー
イ
が
こ
の
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
強
調
す
る
の
は
、
「
全

体
主
義
」
が
外
部
か
ら
の
物
理
的
攻
撃
や
圧
力
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
社

会
を
脅
か
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
社
会
内
部
か
ら
生
じ
る

と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
兆
候
と
な
る
権
威
や
規
律
、
画
一
性
へ
の
同

調
、
ま
た
人
種
差
別
な
ど
へ
の
警
戒
が
説
か
れ
て
い
る
（LW

13:98

＝

一
四
九
）
。
そ
れ
ゆ
え
教
育
は
、
単
に
知
識
を
獲
得
す
る
取
り
組
み
で

は
な
く
、
ま
た
以
前
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
増
大
に
対
応

し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
「
文
化
」

を
守
る
闘
い
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
た
め
の
闘
い
は
文
化
の
有
す
る
多
様
な
分
野
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
政
治
的
、
経
済
的
、
国
際
的
、
教
育
的
、
科
学
的
、
芸
術
的
、

宗
教
的
分
野
に
お
い
て
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
に
お
い

て
は
多
少
な
り
と
も
自
然
の
恩
恵
で
あ
っ
た
も
の
を
、
現
在
で
は
確
固

た
る
目
的
を
も
っ
て
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
は
、
問

題
が
道
徳
的
な
も
の
で
あ
り
、
道
徳
的
基
盤
に
も
と
づ
い
て
解
決
さ
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
（LW

13:186

＝
二
四
三
）
。

　

さ
て
以
上
の
よ
う
に
全
体
主
義
に
抗
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
正
当
化

し
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
道
徳
的
意
義
を
強
調
す
る
デ
ュ
ー

イ
の
姿
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
明
性
を
前
提
と
し
て
い
た
一
九
一
〇

年
代
の
立
場
と
大
き
く
異
な
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
脅
か
す
「
敵
」
の

出
現
に
対
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
は
歴
史
的
・
科
学
的
・
道
義
的
な
立
場
か

ら
、
そ
の
「
正
当
化
」
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
こ
で
重
要

な
の
は
、
デ
ュ
ー
イ
は
こ
の
「
闘
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
「
社
会
主
義

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
両
立
す
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
が
、
両
者
は
対
立

関
係
に
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
教
育
的
展
開
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う

と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
デ
ュ
ー
イ
は
「
社
会
主
義
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
」
の
立
場
か
ら
従
来
の
ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
を
刷
新
し
、
個
人

の
自
立
や
競
争
と
い
っ
た
価
値
観
か
ら
社
会
的
共
同
性
へ
転
換
す
る
必

要
性
を
説
く
が
、
そ
の
伝
統
的
な
ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
こ
そ
「
全
体
主

義
」
と
対
抗
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
計
画
や
社
会
的
共
同
性
を
強

調
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
全
体
主
義
」
と
し
て
誤
解
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
っ
た
。
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
対
峙
す
る
教
育
」
と
し
て
、

デ
ュ
ー
イ
の
中
で
は
「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
闘
う
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
」
は
一
体
的
か
つ
整
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
な

教
育
で
ど
の
よ
う
な
「
文
化
」
を
守
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
容
易

に
は
理
解
さ
れ
な
い
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

む
す
び
―
―「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」の
多
義
性

　

以
上
の
よ
う
に
本
稿
は
、
デ
ュ
ー
イ
に
お
け
る
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

教
育
」
が
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
状
況
に
応
じ
て
変
質
し
て
き
た
こ

と
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
。
敢
え
て
単
純
化
す
る
と
、
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
議
論
が
「
ア

メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
自
明
性
を
前
提
と
し
た
上
で
「
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
持
続
可
能
に
す
る
教
育
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
九
三

〇
年
代
の
そ
れ
は
大
恐
慌
や
全
体
主
義
と
い
う
時
代
状
況
に
応
じ
て
ア

メ
リ
カ
の
変
革
を
促
す
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
を
克
服
す
る
教
育
」

と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
変
質
を
本
稿
で
は
、
一
九
二

〇
年
代
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
問
い
直
す
中
で

生
じ
た
も
の
と
理
解
し
、G

reat Society / G
reat C

om
m

unity

論
や

ソ
ビ
エ
ト
の
学
校
教
育
論
に
注
目
し
た
。

　

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
デ
ュ
ー
イ
の
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ

シ
ア
評
価
は
、
ア
メ
リ
カ
の
未
来
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
敵
へ
と
極
端
な
変

貌
を
遂
げ
る
。
無
論
そ
の
背
後
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
圧
政
や
国

外
追
放
さ
れ
た
ト
ロ
ッ
キ
ー
を
擁
護
し
た
経
験
（
一
九
三
六
年
）
な
ど

が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
、
本
稿
で
は
未
来
／
敵
の
ど
ち
ら
か

に
デ
ュ
ー
イ
の
真
意
が
あ
る
と
い
う
理
解
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
二

つ
の
極
端
な
ソ
ビ
エ
ト
理
解
に
こ
そ
、
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
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の
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

つ
ま
り
デ
ュ
ー
イ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
「
リ
ベ
ラ
ル
」
か
つ
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
」
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
一
方
に
お
い
て
は
資
本
主
義
の
限
界
を

克
服
す
る
た
め
に
「
社
会
主
義
」
を
取
り
込
み
、
ま
た
他
方
で
は
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
防
衛
の
た
め
に
「
全
体
主
義
」
と
対
峙
す
る
矜
恃
を
失
わ
な

い
点
に
あ
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
に
は
デ
ュ
ー
イ
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
資
本
主
義
と
全
体
主
義
へ
の
対
抗
と
い
う
二
面
戦
略

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
れ
自
体
矛
盾
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
論
点
は
矛
盾
も
含
め
て
今
な
お
重
要
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

デ
ュ
ー
イ
は
「
社
会
主
義
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
も
「
闘
う
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
暴
力
や
教
え
込
み
に
よ
る
強
制

と
い
っ
た
手
段
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
民
主
的
手
段
―
―
自
由
な
討

論
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
説
得
、
交
渉
等
―
―
に
お
い
て
達
成
す

べ
き
も
の
と
し
て
い
た
（LW

13:187

＝
二
四
五
）
。
そ
う
し
た
民
主
的

手
段
を
通
じ
た
市
民
の
知
的
成
熟
を
デ
ュ
ー
イ
が
強
調
す
る
の
は
、
早

く
か
ら
知
識
階
級
と
労
働
階
級
の
分
離
を
危
惧
し
、
専
門
家
と
一
般
公

衆
と
の
断
絶
を
憂
う
中
で
、
知
的
に
進
化
し
た
新
た
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
―
「
巨
大
共
同
体
」
と
も
「
継
続
的
に
計
画
し
続
け
る
社
会
」
と
も

表
現
さ
れ
る
社
会
―
―
を
構
想
し
た
帰
結
と
し
て
必
然
的
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
こ
う
し
た
デ
ュ
ー
イ
の
構
想
を
楽
観
的
で
予
定
調
和
と
し
て

批
判
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
人
び
と
が
自
由
に
思
考
す
る
環
境
を
提
供

し
、
科
学
的
に
正
し
い
議
論
を
重
ね
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拡
大

す
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
選
択
さ
れ
良
い
方
向
に
進
化
す
る
と
い
う

主
張
は
、
二
十
世
紀
の
歴
史
に
お
い
て
大
き
く
説
得
力
を
失
う
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
び
と
の
間
に
は
根
源
的
な
対
立
や
分
断

が
あ
り
相
互
に
分
か
り
得
な
い
と
シ
ニ
カ
ル
に
居
直
る
よ
り
も
、
そ
の

対
立
や
分
断
を
乗
り
越
え
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
を
探
る
方
こ
そ

が
知
的
に
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
二
十
一
世
紀
の
現
在
益
々
必
要
な
議

論
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
現
在
の
子
ど
も
た
ち
と
こ
れ
か

ら
生
ま
れ
来
る
世
代
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
を
再
考
す
る
た
め

に
も
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
は
読
み
継
が
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思

う
。

 

（
い
し
だ
・
ま
さ
き
／
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

デ
ュ
ー
イ
の
『
民
主
主
義
と
教
育
』
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
受
容
の
問

題
と
現
代
的
視
点
に
基
づ
く
再
解
釈
を
通
じ
て
そ
の
現
代
的
可
能
性
を
問
い

直
す
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、D

avid T
 H

ansen (ed.), John 
D

ew
ey and O

ur Educational Prospect: A Critical Engagem
ent w

ith D
ew

ey’s 
D

em
ocracy and Education, State U

niversity of N
ew

 York Press, 2006. 

で

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
、
教
師
―
生
徒
関
係
、
社

会
的
効
率
性
・
社
会
的
統
制
な
ど
の
論
点
か
ら
再
読
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
日
本
デ
ュ
ー
イ
学
会
編
『
民
主
主
義
と
教
育
の
再
創
造
―
―
デ
ュ
ー
イ

研
究
の
未
来
へ
』
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年　

で
も
、
ア
メ
リ
カ
・
日
本
で

の
受
容
の
変
遷
等
と
共
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
新
自
由
主

義
時
代
に
お
け
る
教
育
と
い
っ
た
現
代
的
視
点
か
ら
の
再
考
が
行
わ
れ
て
い
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る
。

（
2
） 

日
本
の
デ
ュ
ー
イ
研
究
に
お
い
て
「
民
主
主
義
」
定
義
の
変
化
に
対
す
る

関
心
が
希
薄
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
梶
井
一
暁
「
日
本
に
お
け
る
デ
ュ
ー

イ
研
究
史
の
特
色
と
課
題
―
―
ど
う
デ
ュ
ー
イ
を
批
判
的
に
摂
取
す
る

か
？
」
『
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
集
録
』
第
一
六
二
号
、
二

〇
一
六
年
、
二
〇
―
二
一
頁
を
参
照
。
梶
井
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ー

イ
・
ス
ク
ー
ル
や
『
民
主
主
義
と
教
育
』
な
ど
「
初
期
」
デ
ュ
ー
イ
に
議
論

が
集
中
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
初
期
」
デ
ュ
ー
イ
の
「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
教
育
」
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
は
、D

avid Fott, “John 
D

ew
ey and the M

utual Influence of D
em

ocracy and Education, ” Th
e 

Review
 of Politics, vol. 71, 2009, pp. 7-19, 

レ
イ
モ
ン
ド
・
D
・
ボ
ィ
ス

ヴ
ァ
ー
ト
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
―
―
現
代
を
問
い
直
す
』
藤
井
千
春
訳
、

晃
洋
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
第
五
節 
教
育
と
民
主
主
義
、
を
参
照
。

（
3
） Robert B. W

estbrook, John D
ew

ey and Am
erican D

em
ocracy, C

ornell 
U

niversity Press, 1991, pp. xiv-xv. 

本

稿

で

は chp. 12. Socialist 
D

em
ocracy 

の
議
論
か
ら
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
本
稿
に
お
け

る
デ
ュ
ー
イ
の
来
歴
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ダ
イ
キ
ュ
ー
ゼ
ン

『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
生
涯
と
思
想
』
三
浦
典
郎
・
石
田
理
訳
、
志
水
弘

文
堂
、
一
九
七
七
年
を
参
照
。

（
4
） 

以
上
、
ウ
ェ
ス
ト
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
る
デ
ュ
ー
イ
研
究
の
意
義
と
批
判
に
つ

い
て
は
、
小
西
中
和
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
政
治
思
想
』
北
樹
出
版
、
二

〇
〇
三
年
、
一
〇
―
一
三
頁　

を
参
照
。

（
5
） Sidney H

ook, “Introduction, ” in M
W

9:ix-xxiv.

（
6
） 

以
下
の
、『
民
主
主
義
と
教
育
』『
明
日
の
学
校
』
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
「
市
民
性
教
育
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、 

石
田 

雅
樹
「
『
シ
テ
ィ
ズ
ン

シ
ッ
プ
教
育
』
と
し
て
の
『
職
業
教
育
』
の
可
能
性
―
―
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

イ
『
職
業
教
育
』
論
再
考
」
『
公
民
教
育
研
究
』
第
二
五
巻
、
二
〇
一
七
年
、 

一
―
一
五
頁
、
を
参
照
。

（
7
） 

当
時
の
ア
メ
リ
カ
中
等
教
育
「
社
会
科
」
成
立
に
対
し
て
、
デ
ュ
ー
イ
が

与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、G

regg C
. Jorgensen, John D

ew
ey and the 

D
aw

n of Social Studies: U
nraveling C

onflicting Interpretation of the 1916 
Report, Inform

ation Age Publishing, Inc., 2012. 

を
参
照
。

（
8
） 

例
え
ば “Should M

ichigan H
ave Vocational Education under “U

nit ” 
or “D

ual ” C
ontrol ? ” in M

W
7:85-92, “Education vs. Trade-Training: 

Reply to D
avid Snedden, ” in M

W
8:135-204. 

公
費
で
の
職
業
教
育
を
い

ち
早
く
導
入
し
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
横
尾
恒
隆

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
教
育
と
し
て
の
職
業
教
育
の
成
立
』
学
文
社
、
二

〇
一
三
年
、
を
参
照
。

（
9
） 

デ
ュ
ー
イ
の
教
育
思
想
が
「
子
ど
も
中
心
主
義
」
に
還
元
し
得
る
も
の
で

は
な
く
、
「
個
人
」
と
「
社
会
」
二
重
の
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
、
森
田
尚
人
『
デ
ュ
ー
イ
教
育
思
想
の
形
成
』
新
曜
社
、
一
九
八

六
年
、
第
五
章
「
デ
ュ
ー
イ
教
育
思
想
の
成
立
」
を
参
照
。

（
10
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
「
エ
リ
ー
ト
論
者
」
リ
ッ
プ
マ
ン 

対 

「
民
主
主
義
論
者
」

デ
ュ
ー
イ
と
い
う
対
比
を
強
調
す
る
解
釈
（
い
わ
ゆ
る
「
リ
ッ
プ
マ
ン
＝

デ
ュ
ー
イ
論
争
」
）
も
根
強
い
。
し
か
し
近
年
で
は
、
こ
の
「
論
争
」
自
体

が
後
年
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
リ
ッ
プ
マ
ン
を
エ
リ
ー
ト
論
者
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、Sue 

C
urry Jansen, W

alter Lippm
ann, A C

ritical Introduction to M
edia and 

C
om

m
unication Th

eory, Peter, Lang Publishing, 2012. 

を
参
照
。

（
11
） 

「
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
印
象
記
」
の
解
釈
的
位
置
付
け
の
変
容
に
つ
い
て
は
、

古
屋
恵
太
「
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
新
教
育
」
『
日

本
デ
ュ
ー
イ
学
会
紀
要
』
第
四
五
号
、
二
〇
〇
四
年
、
三
七
―
三
八
頁
、
森

田
尚
人
「
デ
ュ
ー
イ
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
教
育
視
察
団
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち

―
―
戦
間
期
ア
メ
リ
カ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
断
面
」
『
教
育
学
論
集
』
第

五
九
巻
、
二
〇
一
七
年
、
註
（
17
）
（
二
九
四
頁
）
を
参
照
。

（
12
） 
デ
ュ
ー
イ
を
は
じ
め
と
す
る
進
歩
主
義
教
育
の
理
論
が
ソ
ビ
エ
ト
教
育
改
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革
に
与
え
た
影
響
と
そ
の
政
治
的
文
脈
に
つ
い
て
は
、W

illiam
 W

. 
Brickm

an, “Soviet Attitudes Tow
ard John D

ew
ey as an Educator ” in 

D
ouglas E. Law

son and A
rthur E. Lean (eds.), John D

ew
ey and the 

W
orld View

, Southern Illinois U
niversity Press, 1964, pp. 64-136. 

を
参

照
。

（
13
） 
古
屋
、
前
掲
論
文
、
四
四
頁
。

（
14
） 

こ
の
デ
ュ
ー
イ
の
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
評
価
の
両
義
性
に
つ
い
て
は
、

D
avid C

. Engerm
an, “John D

ew
ey and the Soviet U

nion: Pragm
atism

 
M

eets Revolution, ” M
odern Intellectual H

istory, vol. 3, no. 1, 2006, pp. 
44-50. 

を
参
照
。

（
15
） 

ダ
イ
キ
ュ
ー
ゼ
ン
、
前
掲
書
、
三
六
五
―
三
六
六
頁
。

（
16
） 

井
上
弘
貴
「
集
合
的
知
性
の
政
治
学
―
―
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
民
主
的

な
社
会
的
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
そ
の
組
織
論
的
射
程
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研

究
』
第
六
七
巻
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
八
頁
。

（
17
） 

デ
ュ
ー
イ
自
身
一
九
二
〇
年
代
の
末
ま
で
に
、
自
ら
の
立
場
を
「
社
会
主

義
者
」socialist 

と
認
め
る
よ
う
に
な
る
（W

estbrook, op. cit., p. 429

）
。

ウ
ェ
ス
ト
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
目

的
、
「
社
会
主
義
」
が
手
段
で
あ
り
、
そ
の
点
でdem

ocratic socialist 

よ
り

も socialist dem
ocrat 

の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（W

estbrook, op. 
cit., p. 430

）
。

（
18
） W

estbrook, op. cit., p. 457.

（
19
） 

井
上
弘
貴
「
探
究
の
論
理
と
政
治
の
論
理
の
間
―
―
政
治
に
お
け
る
手
段

と
目
的
を
め
ぐ
る
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
と
レ
オ
ン
・
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
対
話
」

『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
第
六
九
巻
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
七
―
六
八
頁
。

（
20
） 

森
田
尚
人
「
『
赤
い
30
年
代
』
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
―
―
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
と
反
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
あ
い
だ
」
『
教
育
学
論
集
』
第
四
五
巻
、
二
〇

〇
三
年
、
一
〇
〇
頁
。

参
考
文
献
（John D

ew
ey

文
献
の
み
）

 

　

本
文
中
で
の
デ
ュ
ー
イ
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
全
集
版
の
巻
数
と

ペ
ー
ジ
を
略
記
し
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
付
記
し
た
（
例
：

M
iddle W

orks vol. 7, p. 25, 

邦
訳
三
〇
頁 

→ M
W

7:25

＝30

）
。
引
用
は
基

本
邦
訳
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
原
文
を
元
に
一
部
変
更
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

D
ew

ey, John, w
ith Evelyn D

ew
ey, 1915

→1979, “School of To-M
orrow, ” 

in Jo Ann Boydston (ed.) John D
ew

ey Th
e M

iddle W
orks 1899-1924, vol. 

8, Southern Illinois U
niversity Press, pp. 205-404

（
以
下
、M

iddle W
orks

と
略
記
）. 

（
『
明
日
の
学
校
、
ほ
か
―
―
デ
ュ
ー
イ
著
作
集
7 

教
育
2
』
上
野

正
道
他
訳
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
、
七
九
―
二
七
一
頁
）

―
―, 1916

→1980, “D
em

ocracy and Education ” in M
iddle W

orks, vol. 9, 
pp. 1-370. 

（
『
民
主
主
義
と
教
育
』
上
・
下
、
松
野
安
男
訳
、
岩
波
文
庫
、
一

九
七
五
年
）

―
―, 1927

→1984, “Th
e Public and Its Problem

s ” in Jo Ann Boydston 
(ed.) John D

ew
ey Th

e Later W
orks 1925-1953, Vol. 2, Southern Illinois 

U
niversity Press, pp. 235-372

（
以
下
、Later W

orks

と
略
記
）. 

（
『
公
衆
と

そ
の
諸
問
題
―
―
現
代
政
治
の
基
礎
』
阿
部
齊
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二

〇
一
四
年
）

―
―, 1928

→1984, “Im
pressions of Soviet Russia, ” in Later W

orks, vol. 3, 
pp. 203-250.

―
―, 1930

→1984, “Individualism
, O

ld and N
ew, ” in Later W

orks, vol. 5, 
pp. 41-123.

（
「
新
し
い
個
人
主
義
の
創
造
」
明
石
紀
雄
訳
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

イ
―
―
ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
（
13
）
』
研
究
社
、
一
九
七
五
年
、
二
五
―
一
一

一
頁
）

―
―, 1935

→1987, “Liberalism
 and Social Action, ” in Later W

orks, vol. 
11, pp. 1-65. 

（
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
社
会
行
動
」
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
―
―

ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫
（
13
）
』
二
四
七
―
三
一
四
頁
）

―
―, 1937
→1987, “Education and Social C

hange, ” in  Later W
orks, vol. 
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11, pp. 408-417.

―
―, 1939

→1987, “Freedom
 and C

ulture, ” in Later W
orks, vol. 13. pp. 

63-188.

（
「
自
由
と
文
化
」
『
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
―
―
ア
メ
リ
カ
古
典
文
庫

（
13
）
』
一
一
三
―
二
四
六
頁
）

―
―, 1938

→1987, “D
em

ocracy and Education in the W
orld Today, ” in 

Later W
orks, vol. 13, pp. 294-303.

―
―, 1939
→1987, “Th

e Econom
ic Basis of the N

ew
 Society, ” in Later 

W
orks, vol. 13, pp. 309-322.

謝
辞
：
本
稿
は
、
社
会
思
想
史
学
会
第
四
五
回
大
会
自
由
論
題
報
告
で
の
原
稿

に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
会
で
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
方
々
、
並

び
に
重
要
な
批
評
を
頂
い
た
匿
名
の
査
読
者
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

な
お
本
研
究
は
、
J 

S 

P 

S
科
研
費
（JP18K

02270, JP21K
02189

）
の
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
進
歩
主
義
教
育
、
ソ

ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
、
社
会
主
義
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は
じ
め
に

　

橘
樸
（
一
八
八
一
―
一
九
四
五
）
は
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
六
年
に
大

連
に
渡
り
、
四
五
年
に
瀋
陽
で
客
死
す
る
ま
で
に
生
涯
の
大
半
を
中
国

大
陸
で
過
ご
し
た
中
国
問
題
の
研
究
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
思
想
家

で
あ
る
。
満
洲
事
変
以
降
は
「
王
道
」
を
掲
げ
て
、
満
洲
国
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
と
な
っ
た
。
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
橘
は
位
置
づ
け
が
難

し
い
存
在
と
目
さ
れ
、
「
流
動
的
」
「
一
所
不
在
」
と
評
さ
れ
て
い
る

）
1
（

。

こ
う
し
た
従
来
の
考
察
と
異
な
り
、
本
稿
は
一
九
二
〇
年
代
の
橘
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
社
会
思
想
に
注
目
し
、
そ
れ
を
同
時
代
日
本
の
社
会

変
革
論
の
系
譜
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
う
え
で
、
満

洲
事
変
期
に
か
け
て
の
橘
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
展
開
を
追
う
こ
と
に

よ
り
、
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
日
本
の
社
会
思
想
の
連

続
性
・
重
層
性
に
光
を
当
て
る

）
2
（

。

　

二
〇
年
代
に
お
け
る
橘
の
思
想
的
展
開
に
つ
い
て
の
通
説
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
孫
文
思
想
を
高
く
評
価
し
た
橘
は
孫
文
死
後
、
国
民
党

左
派
を
孫
文
の
正
統
的
継
承
者
と
み
な
し
、
そ
の
活
躍
を
期
待
し
た
。

し
か
し
、
国
民
党
左
派
が
蔣
介
石
と
の
権
力
闘
争
の
中
で
負
け
て
し

ま
っ
た
た
め
、
橘
は
国
民
革
命
に
自
ら
を
賭
け
る
べ
き
対
象
を
見
失
っ

て
、
満
洲
事
変
以
降
に
「
屈
折
」
的
に
ア
ジ
ア
主
義
に
「
方
向
転
換
」

し
た
と
さ
れ
た

）
3
（

。
か
か
る
解
釈
は
、
橘
の
孫
文
評
価
と
国
民
革
命
論
に

〈
公
募
論
文
〉

橘
樸
に
お
け
る「
生
存
権
」の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
中
国

【
一
九
二
〇
年
代
を
中
心
に
】

谷 

雪
妮
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ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
あ
ま
り
、
そ
も
そ
も
橘
は
な
ぜ
三
民
主
義
を
高

く
評
価
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
孫
文
評
価
と
国
民
革
命
論
の
根
底
に

は
い
か
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
社
会
思
想
が
流
れ
て
い
る
の
か
が
検

討
さ
れ
て
い
な
い

）
4
（

。

　

そ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
ま
ず
天
津
を
拠
点
と
す
る
日
本
語
新
聞
『
京

津
日
日
新
聞

）
5
（

』
に
掲
載
さ
れ
た
橘
の
社
会
時
評
と
い
っ
た
、
従
来
の
研

究
で
は
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二

〇
年
代
初
期
の
橘
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
社
会
思
想
に
光
を
当
て
る
。

二
〇
年
代
と
い
う
両
大
戦
間
期
に
は
、
旧
来
の
自
由
主
義
お
よ
び
代
議

制
民
主
主
義
が
破
綻
を
見
せ
、
大
衆
社
会
の
出
現
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た

な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
式
が
世
界
中
に
模
索
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
大

衆
に
よ
る
政
治
参
加
と
、
民
衆
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
の
国
家
の
積

極
的
な
介
入
・
保
護
・
調
整
が
求
め
ら
れ
た

）
6
（

。
日
本
で
も
「
民
生
」
問

題
が
注
目
さ
れ
、
国
民
の
「
生
存
権
」
の
確
保
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た

）
7
（

。
本
稿
は
橘
が
こ
う
し
た
「
生
存
権
」
へ
の
時
代
関
心
を
共
有

し
、
「
生
存
権
」
の
保
障
を
主
眼
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
社
会
政

策
論
を
打
ち
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
二
〇
年

代
半
ば
か
ら
満
洲
事
変
に
か
け
て
の
橘
の
思
想
的
展
開
を
、
そ
の
「
生

存
権
」
を
基
礎
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
進
展
お
よ
び
、
中
国
の
社

会
動
向
と
思
想
文
化
と
の
交
渉
、
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
照
射
す
る
。

さ
ら
に
、
先
行
研
究
は
満
洲
事
変
に
際
す
る
橘
の
「
屈
折
」
的
な
「
方

向
転
換
」
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、
本
稿
は
そ
の
満
洲
事
変
前
後
の
「
生

存
権
」
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
橘
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
連
続

性
を
見
出
す
。

一　

 『
京
津
日
日
新
聞
』紙
上
に
お
け
る 

 

橘
樸
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論

　

『
京
津
日
日
新
聞
』
は
一
九
一
八
年
に
中
国
で
創
刊
さ
れ
た
日
本
語

新
聞
で
あ
り
、
本
社
を
天
津
、
政
治
局
を
北
京
に
置
い
た
。
橘
は
創
刊

当
時
か
ら
そ
の
主
筆
を
つ
と
め
、
二
三
年
五
月
に
旅
順
に
移
っ
た
が
、

そ
の
後
も
同
紙
に
寄
稿
し
て
い
た
。
二
〇
年
代
初
期
の
同
紙
の
政
治
的

立
場
に
つ
い
て
、
天
津
領
事
館
の
報
告
で
は
「
急
進
ノ
傾
ア
リ
」
と
さ

れ
た

）
8
（

。

　

橘
は
そ
こ
で
社
会
改
造
論
や
女
性
解
放
論
を
唱
え
て
い
た
。
二
二
年

七
月
頃
の
連
載
記
事
「
女
性
と
社
会
的
消
費
」
で
は
、
憲
法
学
者
上
杉

慎
吉
の
国
家
神
聖
説
を
「
人
間
ば
な
れ
の
し
た
形
而
上
学
的
国
家
観
」

と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
政
治
が
「
人
間
」
の
仕
事
で
あ
る
以
上
、「
男

も
女
も
全
然
同
じ
立
場
か
ら
政
治
に
参
与
す
る
権
利
を
も
ち
同
時
に
社

会
的
義
務
を
感
ず
る
」
と
い
い
、
女
性
の
参
政
権
に
理
解
を
示
し
た
。

　

し
か
し
、
橘
は
日
本
の
政
党
政
治
の
現
状
に
は
批
判
的
だ
っ
た
。
二

二
年
六
月
に
成
立
し
た
加
藤
友
三
郎
の
「
上
院
内
閣
」
に
つ
い
て
、
日

本
の
世
論
は
「
憲
政
の
逆
転
」
と
批
判
し
た
が
、
橘
は
こ
う
し
た
政
権

交
代
が
政
治
家
の
「
縄
張
内
丈
の
利
害
や
感
情
に
過
ぎ
な
い
」と
し
、「
国

民
は
憲
政
が
逆
転
し
よ
う
が
正
転
し
よ
う
が
貧
乏
籤
は
ど
う
せ
こ
ち
ら
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の
も
の
だ
と
覚
悟
し
て
居
る
」
と
揶
揄
し
た
。
日
本
の
政
党
政
治
は
民

衆
の
実
利
益
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
と
問
題
視
さ
れ
た
。
橘
は
さ
ら

に
批
判
の
矛
先
を
「
資
本
主
義
の
上
に
た
つ
政
党
政
治
即
ち
政
治
的
デ

モ
ク
ラ
シ
イ
」
全
般
に
向
け
て
、
そ
れ
が
「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
は

有
難
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
地
球
上
の
他
の
諸
民
族
に
取
つ
て
寧
ろ

迷
惑
で
あ
る
」
と
さ
え
評
し
た

）
9
（

。

　

二
三
年
三
月
二
十
日
の
「
全
国
学
生
大
会
」
の
中
で
、
橘
は
中
国
の

全
国
学
生
連
合
会
大
会
の
政
治
主
張
を
紹
介
し
な
が
ら
、
自
ら
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
を
披
露
し
た
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
自
由
主
義
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
に
批
評
し
た
。

　

デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
本
場
は
英
吉
利
で
あ
る
。
但
し
英
吉
利
人
の

解
釈
に
よ
れ
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
は
所
謂
自
由
主
義
を
離
れ
て
理
解

し
得
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
又
彼
等
の
自
由
主
義
は
財
産
権

の
神
聖
を
度
外
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
従
つ
て
ア
ン

グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
に
於
て
は
自
由
と
平
等
と
が

永
久
に
一
致
し
な
い
。

　

橘
か
ら
み
れ
ば
、
財
産
権
を
神
聖
視
し
、
有
産
者
の
利
益
し
か
守
ら

な
い
従
来
の
自
由
主
義
の
も
と
で
は
、
「
自
由
」
と
「
平
等
」
が
永
遠

に
両
立
で
き
な
い
。
で
は
、
彼
の
望
む
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
だ
ろ
う

か
。

　

彼
等
は
今
一
歩
進
ん
だ
も
の
を
要
求
し
て
居
る
。
そ
れ
は
財
産

権
を
否
認
し
て
そ
の
代
り
に
人
間
の
生
存
権
を
基
礎
と
し
た
自
由

主
義
の
上
に
立
つ
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
が
欲
し
い
の
で
あ
る

）
10
（

。

　

こ
こ
の
「
彼
等
」
は
全
国
学
生
大
会
に
参
加
し
た
中
国
の
学
生
た
ち

を
指
し
て
い
る
が
、
中
国
の
学
生
た
ち
は
「
真
正
の
民
治
主
義
」
を
実

現
す
る
こ
と
を
唱
え
て
い
る
も
の
の
、
「
生
存
権
」
に
つ
い
て
の
言
及

は
な
か
っ
た

）
11
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
説
は
、
中
国
の
学
生
の
声
を
そ

の
ま
ま
代
弁
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
橘
自
ら
の
理
想
を
表
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
一
九
一
〇
年
代
か
ら
、
「
米
騒
動
」
に
象
徴
さ
れ
る

貧
困
の
問
題
や
頻
発
し
た
労
働
争
議
を
背
景
に
、
ま
た
欧
米
の
社
会
福

祉
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
日
本
の
学
界
や
論
壇
で
は
国
民
の
生
活
の

安
定
を
保
障
す
る
「
生
存
権
」「
生
活
権
」
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
）
12
（

。
「
生
存
権
」
へ
の
橘
の
関
心
は
こ
う
し
た
論
壇
の
動
向
の
中
に
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

橘
は
さ
ら
に
「
生
存
権
」
を
基
礎
と
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
そ
が
労

働
者
の
希
望
と
一
致
す
る
「
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
」
で
あ
る
と
論
じ
た

）
13
（

。

こ
う
し
た
橘
の
論
調
は
、
当
時
論
壇
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ

た
福
田
徳
三
が
主
張
し
た
「
生
存
権
」
の
承
認
を
内
容
と
す
る
「
真
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
ず
、
旧
来
の
自
由
主
義
の

弊
害
に
つ
い
て
、
福
田
は
英
米
の
「
政
治
上
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
そ
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の
内
容
で
あ
る
代
議
政
治
と
法
律
制
度
は
有
産
者
の
利
益
し
か
保
護
で

き
な
い
と
批
判
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
橘
も
同
様
な
視
点
か
ら
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
自
由
主
義
を
批
判
し
て
い
る
。
次
に
、
福
田
は

ア
ン
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
「
生
存
権
」
論
を
取
り
入
れ
て
、
こ
れ
か
ら

実
現
さ
れ
る
「
新
し
い
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
財
産
本
位
を
捨
て

て
、
国
民
全
体
に
「
経
済
上
の
安
固
、
生
活
の
保
障
」
す
な
わ
ち
「
生

存
権
の
承
認
」
を
中
心
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
と
唱
え
た

）
14
（

。
橘

も
「
人
間
の
生
存
権
を
基
礎
と
し
た
自
由
主
義
の
上
に
立
つ
デ
モ
ク
ラ

シ
イ
」
こ
そ
が
「
真
の
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
橘

は
二
三
年
の
京
漢
鉄
道
ス
ト
ラ
イ
キ
を
考
察
す
る
際
に
、
福
田
の
名
前

を
挙
げ
て
、
中
国
の
労
働
運
動
は
福
田
の
い
う
「
価
格
の
争
ひ
」
の
段

階
に
あ
た
り
、
あ
る
時
期
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
わ
れ
た
労
働
運
動
に

相
当
す
る
も
の
だ
と
分
析
し
た

）
15
（

。
こ
う
し
た
主
張
の
類
似
性
と
、
福
田

の
研
究
へ
の
注
目
か
ら
考
え
れ
ば
、
橘
は
福
田
の
「
真
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
論
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
年
代
初
期
の
橘
は
、
旧
来
の
自
由
主
義
お
よ
び

資
本
主
義
の
上
に
た
つ
政
党
政
治
の
限
界
性
を
意
識
し
、
政
治
的
「
自

由
」
よ
り
は
、
経
済
的
な
「
平
等
」
を
重
視
し
、
労
働
者
の
「
生
存
権
」

を
保
障
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
理
想
と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で

橘
は
「
当
分
の
間
は
ブ
ー
ル
ジ
ョ
ア
ジ
イ
を
基
礎
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ

イ
以
外
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
し
て
、
労
働
者
を
中
心
と
す
る

「
真
正
の
民
主
政
治
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
先
づ
英
米
式
の
中
途

半
端
な
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
を
実
現
す
る
事
に
努
力
す
べ
き
」
で
あ
る
と
説

い
て
い
る

）
16
（

。
議
会
政
治
は
「
生
存
権
」
を
基
礎
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
実
現
す
る
た
め
の
一
段
階
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

二
三
年
年
末
の
「
人
生
観
成
立
の
過
程
」
と
い
う
論
説
の
中
で
、
橘

は
さ
ら
に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
相
互
扶
助
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
自
ら
の

理
想
と
す
る
社
会
像
を
論
じ
た
。
「
群
生
動
物
」
の
間
に
は
「
利
他
心
」

が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
類
似
す
る
よ
う
に
、
人
間
も
「
活
き
ん
と
す

る
欲
求
」
と
い
う
「
本
性
」
か
ら
し
て
「
群
を
形
成
す
る
」
も
の
で
あ

り
、
「
活
き
ん
と
す
る
欲
求
に
出
発
し
た
吾
々
は
、
生
活
の
安
全
を
ヨ

リ
固
く
保
証
す
る
必
要
」
か
ら
「
利
他
的
精
神
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
」

と
主
張
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
現
在
の
社
会
組
織
又
は
経
済
組
織
が

過
度
に
且
不
自
然
に
吾
々
の
利
己
心
乃
至
利
己
的
行
為
を
発
達
さ
せ
て

居
る
」
。
橘
は
こ
う
し
た
利
己
主
義
に
偏
っ
た
「
資
本
主
義
的
経
済
学

や
倫
理
学
や
法
律
学
は
是
非
と
も
改
造
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
担

ふ
」
と
み
て
、
「
利
己
心
と
利
他
心
と
を
そ
の
あ
る
が
儘
の
価
値
に
於

て
活
動
さ
せ
る
こ
と
が
吾
々
の
正
し
い
人
生
態
度
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
」
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
「
此
の
正
し
い
人
生
態
度
を
政
治
に
移

す
と
、
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
あ
る
程
度
の
社
会
政
策
」
で
あ
り
、
ま
た

「
こ
れ
を
社
会
の
物
質
生
活
に
移
せ
ば
、
消
費
組
合
で
あ
り
、
労
働
組

合
で
あ
り
、
共
済
組
合
で
あ
る
」
と
説
い
た

）
17
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
橘
は
社
会
政
策
と
「
互
助
的
」
な
組
合
運
動
を
推
奨

し
た
。
組
合
に
対
す
る
橘
の
態
度
を
検
討
す
れ
ば
、
消
費
組
合
へ
の
女



社会思想史研究　No. 46　2022

　●　92

性
の
参
加
を
論
じ
る
際
に
、
橘
は
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
が
そ
の
社
会
主
義

的
な
目
的
か
ら
、
労
働
者
の
消
費
組
合
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

自
分
は
「
社
会
政
策
的
目
的
か
ら
し
て
有
ら
ゆ
る
階
級
の
消
費
組
合
を

何
の
偏
頗
な
し
に
奨
励
す
る
」
と
主
張
し
た

）
18
（

。
労
使
の
い
ず
れ
も
対
等

に
扱
う
穏
健
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
橘
は
社
会
主
義
を
退
け
た
の
で
は
な
く
、
「
働
か
ざ
る
も

の
は
食
う
べ
か
ら
ず
」
の
社
会
主
義
を
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
し
な
が
ら
、

日
本
は
い
ず
れ
社
会
主
義
的
な
新
社
会
組
織
が
適
用
さ
れ
る
と
期
待
し

て
い
た

）
19
（

。
中
国
の
改
造
運
動
に
関
し
て
い
え
ば
、
橘
は
同
時
代
の
日
本

内
地
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
中
国
の
商
人
団
体
に
よ
る
民

治
運
動
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
、
商
人
す
な
わ
ち
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の

主
導
権
の
も
と
で
、
統
治
階
級
で
あ
る
軍
閥
官
僚
を
打
倒
す
る
た
め
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命

が
実
現
さ
れ
た
ら
、
遠
き
将
来
に
は
進
歩
的
な
学
生
の
影
響
力
の
も
と

で
、
労
働
者
が
優
位
に
立
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
が
行
わ
れ
る
と
見
込

ん
だ

）
20
（

。

　

二
〇
年
代
初
期
の
橘
は
社
会
政
策
や
「
互
助
的
」
な
組
合
と
い
っ
た

「
改
良
の
哲
学
」
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
社
会
主
義
の
実
現
と
い
う
革

命
の
理
想
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
社
会
主
義
が
ま
だ
遠
き
将

来
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
さ
れ
、
「
改
良
の
哲
学
」
に
よ
っ
て
、
社
会

主
義
が
い
か
に
実
現
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
だ
明
確
な
理
論
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
次
節
で
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
四
年
に
孫
文

に
よ
っ
て
新
た
に
解
釈
さ
れ
た
三
民
主
義
は
、
橘
の
こ
う
し
た
理
論
的

空
白
を
埋
め
る
こ
と
に
な
る
。

二　

孫
文
の
三
民
主
義
と
王
道
思
想
と
の
対
話

1　

三
民
主
義
―
―
「
社
会
民
主
主
義
」

　

孫
文
は
二
三
年
か
ら
連
ソ
容
共
の
政
策
を
打
ち
出
し
、
国
民
党
の
組

織
改
革
に
着
手
し
た
。
二
四
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
国
民
党
一
全
大
会

で
は
、
三
民
主
義
が
新
た
に
解
釈
さ
れ
、
帝
国
主
義
に
対
す
る
反
対
、

資
本
節
制
と
地
権
平
均
に
よ
る
労
働
者
・
農
民
の
保
護
な
ど
の
内
容
が

盛
り
込
ま
れ
た
。
国
民
党
は
ソ
連
共
産
党
を
モ
デ
ル
と
し
た
民
主
集
中

制
の
原
則
に
基
づ
い
て
再
編
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
向
を
受
け
て
、
橘

は
孫
文
が
政
治
活
動
よ
り
社
会
改
造
に
主
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
と

し
て
、
そ
の
「
赤
化
」
を
「
喜
ぶ
べ
き
豹
変
」
と
評
価
し
た
。
た
だ
、

橘
は
孫
文
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
化
し
た
の
で
は
な
く
、
対
内
的
方
法

と
対
外
的
態
度
が
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
と
類
似
し
て
き
た
と
見
な
し
た

）
21
（

。

　

新
た
に
解
釈
さ
れ
た
三
民
主
義
の
う
ち
、
橘
は
と
く
に
民
生
主
義
の

部
分
を
高
く
評
価
し
た
。
孫
文
は
欧
米
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
が
も

た
ら
し
た
階
級
対
立
や
貧
富
の
差
な
ど
の
社
会
問
題
を
意
識
し
、
中
国

が
そ
れ
と
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
、
資
本
節
制
と
地
権
平
均
を
二

大
方
針
と
す
る
民
生
主
義
を
打
ち
出
し
、
中
国
に
お
け
る
階
級
対
立
な

ど
の
社
会
問
題
の
発
生
を
予
防
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
資
本
の
節
制
に
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つ
い
て
、
一
方
で
は
国
家
が
大
資
本
家
と
大
地
主
と
な
り
、
集
産
主
義

的
な
方
法
に
よ
り
国
全
体
の
富
を
増
や
す
こ
と
、
ま
た
国
家
自
身
が
交

通
機
関
や
基
幹
産
業
を
経
営
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
大
資
本
家
に
よ
る
資

本
と
利
益
の
独
占
を
防
ぐ
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
他
方
で
は
大
資
本
家

以
外
の
民
間
資
本
の
成
長
を
促
進
し
、
資
本
主
義
の
さ
ら
な
る
発
展
を

期
し
た
。
も
う
一
つ
の
方
針
で
あ
る
地
権
の
平
均
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政

治
経
済
学
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
土
地
単
税
説
を
も
と
に
、
土
地

の
申
告
価
格
に
基
づ
い
て
課
税
し
、
地
価
上
昇
分
を
国
家
に
納
め
、
国

民
全
体
に
還
元
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
た

）
22
（

。

　

橘
は
孫
文
の
民
生
主
義
を
「
国
家
社
会
主
義
」
と
捉
え
、
と
く
に
孫

文
が
資
本
と
産
業
の
国
有
化
を
進
め
る
と
同
時
に
、
民
間
資
本
の
成
長

と
資
本
主
義
の
発
展
を
促
進
し
、
農
業
と
土
地
に
対
し
て
の
み
重
税
か

国
有
化
か
と
い
っ
た
厳
格
な
措
置
を
取
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
橘
か
ら

み
れ
ば
、
孫
文
の
民
生
主
義
は
、
資
本
の
集
中
な
ど
の
問
題
を
防
ぎ
つ

つ
も
、
新
興
資
本
家
階
級
の
成
長
に
「
可
成
り
大
き
い
活
動
の
余
地
を

与
へ
て
居
る
」
。
そ
し
て
、
「
大
資
本
家
の
存
在
し
な
い
支
那
に
於
て
は

斯
の
如
き
制
度
の
下
に
於
て
も
十
分
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
や
う
」
と
し
て
、
ま
た
「
小
農
民
と
労
働
者
と
は
国
民
党

の
主
張
を
見
て
自
己
に
有
利
で
あ
る
と
す
る
」と
予
想
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
「
国
民
党
の
民
生
主
義
と
絶
対
反
対
利
害
の
上
に
立
つ
者
は
地
主

の
み
と
な
る
」
と
さ
れ
た
。

　

橘
は
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
流
の
社
会
主
義
や
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
対

す
る
、
孫
文
の
民
生
主
義
の
優
位
性
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
。
孫
文
の

「
国
家
社
会
主
義
」
は
「
理
論
的
に
甚
だ
不
徹
底
な
も
の
」
に
見
え
る

け
れ
ど
も
、
「
実
際
問
題
と
し
て
は
こ
れ
以
上
に
進
む
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
と
考
へ
て
居
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
橘
が
念
頭
に
置
い
た

の
は
、
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
で
あ
り
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
「
此
の
数

年
来
嘗
め
来
つ
た
苦
い
経
験
の
跡
」
を
み
る
と
、
「
最
初
か
ら
孫
氏
の

や
う
に
妥
協
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
て
た
ほ
う
が
寧
ろ
万
事
に
好
都
合

で
あ
る
」
と
さ
れ
た

）
23
（

。

　

ま
た
、「
資
本
の
未
だ
発
達
せ
ざ
る
時
代
に
於
て
民
生
主
義
を
提
唱
し
、

之
に
依
つ
て
憂
患
を
未
然
に
防
ぐ
べ
き
だ
」
と
い
う
孫
文
の
主
張
は
、

「
社
会
改
造
の
理
想
を
先
づ
頭
の
中
に
描
い
て
夫
れ
の
実
現
に
努
め
や

う
」
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
マ
ル
ク
ス
流
の
「
科

学
社
会
主
義
者
」
は
、
「
経
済
事
情
が
変
化
す
れ
ば
そ
の
上
層
建
築
た

る
社
会
組
織
は
否
で
も
応
で
も
之
に
従
つ
て
変
化
す
る
」
と
い
う
理
論

に
基
づ
い
て
、
「
資
本
主
義
は
自
ら
崩
壊
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
契
機
を

内
包
し
、
資
本
主
義
の
廃
墟
の
上
に
社
会
主
義
の
新
し
い
社
会
が
自
然

に
出
現
す
る
」
と
捉
え
て
い
る
。
橘
か
ら
み
れ
ば
、
両
者
の
相
違
は
「
ゾ

レ
ン
と
ザ
イ
ン
」
、
つ
ま
り
当
為
と
実
在
の
違
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
、レ
ー

ニ
ン
は
「
未
だ
成
熟
し
な
い
露
西
亜
の
資
本
主
義
経
済
組
織
を
暴
力
を

用
ひ
て
破
壊
し
そ
の
廃
墟
の
上
に
共
産
主
義
の
新
し
い
社
会
を
建
設
し

や
う
」
と
し
た
の
に
対
し
、
孫
文
は
そ
の
理
想
実
現
の
方
法
と
し
て
政

党
を
選
び
、「
一
種
の
パ
ー
リ
ヤ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
」
で
は
あ
る
が
、「
パ
ー
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リ
ア
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
円
滑
に
行
は
る
べ
き
新
社
会
を
打
開
す
る
為
に

は
、
暴
力
を
用
ひ
る
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
人
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。
辛

亥
革
命
以
降
、
そ
の
「
暴
力
主
義
」
も
「
議
会
主
義
」
も
失
敗
を
繰
り

返
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
「
絶
対
の
失
敗
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
或
る

程
度
の
成
果
を
収
め
て
居
る
」
と
い
う
。

　

橘
は
さ
ら
に
「
パ
ー
リ
ア
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
社
会
主
義
実
現
の
有
効

な
一
手
段
で
あ
り
得
る
こ
と
は
此
の
二
年
以
来
の
英
国
の
議
会
が
既
に

之
を
証
明
し
て
居
る
」
と
述
べ
た

）
24
（

。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
労
働
党
が
一
八

年
の
党
大
会
で
新
党
則
を
採
択
し
、
国
民
の
生
活
基
準
の
全
般
的
な
確

保
、
産
業
の
民
主
的
管
理
な
ど
公
共
福
祉
的
な
改
革
計
画
を
掲
げ
、
社

会
主
義
政
党
と
し
て
の
旗
織
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
、
そ
し
て
二
四
年
一

月
に
政
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

）
25
（

。
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
内
閣

の
成
立
を
念
頭
に
、
橘
は
孫
文
の
目
指
す
憲
政
に
よ
る
社
会
主
義
の
実

現
に
期
待
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

　

概
し
て
い
え
ば
、
新
し
く
解
釈
さ
れ
た
孫
文
の
三
民
主
義
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
を
肯
定
し
、
欧
米
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
発
生
を
認
め
た
側

面
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
階
級
闘
争
を
中
国
に
適
用
す
る
こ
と
を
批

判
し
、
中
国
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
発
生
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
側
面

が
同
時
に
存
在
し
て
い
る

）
26
（

。
そ
の
民
生
主
義
の
特
徴
は
、
孫
文
自
身
の

言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、「
マ
ル
ク
ス
の
意
を
師
と
す
る
」
け
れ
ど
も
、「
マ

ル
ク
ス
の
方
法
を
用
い
な
い
」
こ
と
で
あ
る

）
27
（

。
つ
ま
り
、
孫
文
は
資
本

主
義
の
弊
害
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
階
級
闘
争
の
激
化
を
防
ぎ
、
漸
進

的
な
社
会
改
造
を
通
じ
て
社
会
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

こ
れ
は
穏
健
な
社
会
改
良
を
持
論
と
し
な
が
ら
、
社
会
主
義
の
実
現
に

期
待
を
寄
せ
た
橘
に
、
「
中
間
路
線
」
に
よ
る
社
会
主
義
の
理
想
を
実

現
す
る
た
め
の
明
確
な
青
写
真
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。
橘
が
孫
文
の

三
民
主
義
に
傾
倒
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

今
後
の
国
民
革
命
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
橘
は
「
国
共
合
作
」
の
理

論
的
根
拠
で
あ
る
三
民
主
義
を
「
社
会
民
主
主
義
」
的
綱
領
と
解
釈
し

た
う
え
で
、
国
民
党
と
共
産
党
の
連
合
戦
線
に
よ
っ
て
統
治
階
級
で
あ

る
軍
閥
官
僚
を
倒
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
は
労
働
組
合
運
動
を
通
じ

て
無
産
階
級
を
組
織
し
、
ま
た
資
本
の
国
有
化
と
資
本
階
級
に
対
す
る

資
本
節
制
な
ど
の
社
会
政
策
を
通
じ
て
、
激
し
い
階
級
闘
争
を
避
け
て
、

「
平
穏
」
な
手
段
で
「
無
産
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
望
ん
だ

）
28
（

。

2　

王
道
思
想
―
―
「
福
祉
国
家
」
的
構
想

　

橘
は
さ
ら
に
孫
文
が
日
本
訪
問
し
た
際
に
提
唱
し
た
王
道
思
想
に
注

目
し
た
。
孫
文
は
二
四
年
十
一
月
二
十
三
日
よ
り
日
本
を
訪
問
し
、
神

戸
で
「
大
亜
細
亜
主
義
」
の
演
説
を
行
い
、
「
覇
道
的
」
な
西
洋
文
化

に
対
す
る
「
王
道
的
」
な
東
洋
文
化
の
価
値
を
説
い
た
後
、
翌
年
三
月

に
亡
く
な
っ
た
。
橘
は
孫
文
の
い
う
「
仁
義
道
徳
」
だ
け
で
は
、
王
道

に
明
白
な
観
念
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
孟
子
の
王
道
論
は

西
洋
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
よ
う
な
展
開
を
示
さ
な
い
か
ぎ
り
、
近
代
的

な
意
義
を
持
た
な
い
と
批
評
し
た

）
29
（

。
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な
お
、
橘
は
自
分
が
王
道
思
想
を
軽
視
す
る
の
で
な
く
、
王
道
思
想

は
「
現
代
の
支
那
民
族
に
対
し
て
新
し
い
且
生
き
た
政
治
思
想
を
提
供

す
る
」
の
み
な
ら
ず
、
「
行
き
詰
れ
る
西
洋
文
明
に
対
し
て
或
大
い
な

る
暗
示
と
刺
戟
と
を
與
へ
得
る
も
の
」
と
論
じ
た

）
30
（

。
二
五
年
九
月
に
は

「
日
本
に
於
け
る
王
道
思
想
―
―
三
浦
梅
園
の
政
治
及
び
経
済
学
説
」

と
い
う
論
説
を
発
表
し
た
。
橘
の
王
道
論
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は

も
っ
ぱ
ら
中
国
思
想
に
対
す
る
理
解
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
き
た

）
31
（

。

以
下
で
は
、
橘
の
王
道
思
想
に
対
す
る
理
解
の
背
後
に
あ
る
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
論
に
注
目
し
、
橘
が
王
道
思
想
の
厚
生
的
・
経
済
的
な
側
面
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
提
示
し
よ
う

と
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　

論
説
の
中
で
、
橘
は
ま
ず
孟
子
の
政
治
学
説
を
も
と
に
、
周
代
の
王

道
的
政
治
理
想
の
特
徴
と
し
て
以
下
の
六
つ
を
挙
げ
た
。
（
一
）
王
道

は
「
天
」
す
な
わ
ち
「
上
帝
」
に
対
す
る
宗
教
的
信
念
を
基
礎
と
し
て

行
わ
れ
る
政
治
で
あ
る
。（
二
）
王
道
は
そ
れ
の
政
治
的
組
織
と
し
て
「
封

建
」
制
度
を
持
ち
、
後
に
発
生
し
た
「
郡
県
」
す
な
わ
ち
中
央
集
権
的

君
主
専
制
と
は
両
立
し
が
た
い
制
度
で
あ
る
。
「
封
建
」
的
政
治
組
織

の
特
徴
は
地
方
分
権
に
あ
る
。
そ
れ
は
領
土
が
広
す
ぎ
る
と
、
領
主
の

民
衆
に
対
す
る
経
済
的
乃
至
厚
生
的
機
能
を
発
揮
で
き
ず
、
中
間
的
搾

取
者
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
（
三
）
王
道
政
治
は
為
政
者
の
道
徳

的
規
範
、
道
徳
的
関
心
を
必
須
条
件
と
し
て
い
た
。
（
四
）
王
道
政
治

は
経
済
的
ま
た
は
厚
生
的
関
心
が
顕
著
で
あ
り
、
孟
子
の
学
説
で
は
厚

生
的
関
心
が
王
道
政
治
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
非
常
に
高
い
地
位
を
与

え
ら
れ
た
。
（
五
）
王
道
政
治
は
厳
格
な
階
級
制
度
を
維
持
し
つ
つ
も
、

各
階
級
間
の
関
係
が
意
外
に
親
密
で
あ
り
、
中
央
集
権
的
君
主
専
制
の

よ
う
に
隔
絶
し
た
地
位
を
帝
王
に
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
（
六
）
支
配

階
級
と
被
支
配
階
級
が
共
通
利
害
の
関
係
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る

）
32
（

。

　

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
橘
が
儒
家
の
説
く
「
天
」
及
び
「
上
帝
」

を
一
神
信
仰
と
い
う
宗
教
思
想
と
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
橘
は

儒
教
思
想
を
研
究
し
た
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
福
音
派
宣
教
師
の
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
レ
ッ
グ
に
よ
る
中
国
の
原
始
宗
教
に
関
す
る
研
究
を
参
照
し
た
。

レ
ッ
グ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
キ
リ
ス
ト
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ

れ
以
前
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
遡
及
で
き
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
儒
教

を
孔
子
が
創
設
し
た
と
は
見
ず
に
、
中
国
の
原
始
信
仰
に
お
け
る
拝
天

思
想
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
解
釈
し
た
。
橘
は
こ
う
し
た
レ
ッ
グ
の
比

較
宗
教
学
の
見
方
を
取
り
入
れ
て
、
儒
家
の
説
く
「
天
命
」
の
根
本
に
、

中
国
の
原
始
に
あ
っ
た
「
天
」
に
対
す
る
一
神
信
仰
を
置
い
た
。
こ
う

し
た
解
釈
の
仕
方
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
一
神
教
を
参
照
し
て
お
り
、
日

本
の
正
統
的
な
漢
学
と
は
大
い
に
異
な
る

）
33
（

。

　

次
に
、
橘
が
王
道
政
治
に
お
け
る
経
済
的
・
厚
生
的
な
側
面
を
強
調

し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
橘
は
経
済
的
・
厚
生
的
側
面
と
統
治

の
正
統
性
と
の
関
係
性
を
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
中
国
の
上
古
に
お
け

る
一
神
信
仰
か
ら
発
生
し
た
王
道
政
治
で
は
、
神
の
意
思
は
統
治
者
の
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正
統
性
の
唯
一
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
神
の
意
思
に
合
致
す
る
統
治

と
は
何
か
を
問
う
と
、
「
上
帝
は
民
衆
に
対
し
て
深
い
愛
情
を
持
つ
」

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
民
衆
の
厚
生
的
方
面
に
深
い
関
心
の
払

は
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
神
の
意
思
に
従
ふ
政
治
の
必
須
的
条
件
と
せ
ら

れ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
王
道
的
政
治
道
徳
の
最
も
重
要
な
る
部
分
は
、

「
民
衆
の
生
活
を
安
楽
に
し
且
つ
豊
富
な
ら
し
む
る
」
こ
と
で
あ
る
と

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
橘
は
孟
子
の
「
放
伐
」
論
を
根
拠
と
し
て
、
も
し

天
子
の
政
治
が
こ
う
し
た
宗
教
的
、
道
徳
的
、
厚
生
的
な
要
件
を
満
た

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、「
上
帝
」
は
天
子
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
、

そ
の
不
満
が
民
衆
の
世
論
と
し
て
現
れ
、
民
衆
は
天
子
の
帝
位
を
撤
回

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た

）
34
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
「
天
」
や
「
上
帝
」
に
対
す
る
信
仰
を
媒
介
と
す
る

け
れ
ど
も
、
橘
が
捉
え
た
王
道
論
の
真
髄
は
、
「
民
衆
の
生
活
を
安
楽

に
し
且
つ
豊
富
な
ら
し
む
る
」
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
民
衆
の
「
生
存

権
」
へ
の
保
障
が
政
権
の
正
統
性
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
を
満
た
さ
な

い
場
合
は
、
民
衆
が
政
権
の
正
統
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
解
釈
は
、
政
府
の
正
統
性
の
根
拠
が
一
般
市

民
の
福
祉
の
保
護
と
促
進
に
あ
る
と
す
る
「
福
祉
国
家
」
の
基
礎
理
論

と
相
通
ず
る
部
分
が
あ
る
と
い
え
よ
う

）
35
（

。

　

な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
定
着
し
た
「
福
祉
国
家
」
は
大
き
な

政
府
を
特
徴
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
橘
が
唱
え
た
王
道
政
治
の
特
徴

は
「
地
方
分
権
的
行
政
組
織
を
通
じ
て
直
接
に
民
衆
の
福
祉
を
図
る
」

こ
と
で
あ
る

）
36
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
橘
は
王
道
的
政
治
組
織
の
特
徴
を

地
方
分
権
的
な
「
封
建
」
と
し
、
そ
れ
と
秦
漢
以
降
の
「
郡
県
」
制
度

と
対
置
し
て
い
る
。
「
封
建
」
と
「
郡
県
」
は
中
国
の
伝
統
的
な
概
念

で
あ
り
、
「
封
建
」
は
儒
家
が
理
想
の
世
と
し
た
上
代
の
政
治
と
社
会

体
制
を
指
し
、
「
郡
県
」
は
秦
漢
以
降
の
中
央
集
権
的
体
制
を
指
す

）
37
（

。

橘
は
た
び
た
び
明
末
清
初
の
学
者
黄
宗
羲
が
展
開
し
た
「
郡
県
」
批
判

を
取
り
上
げ
た

）
38
（

。
黄
は
周
代
の
「
封
建
」
の
理
想
を
挙
げ
な
が
ら
、
秦

漢
以
降
の
君
主
は
国
家
を
私
有
物
と
し
、
ま
た
官
僚
は
そ
の
「
妾
」
と

な
り
、
公
共
的
利
益
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
。

そ
の
議
論
は
権
力
を
独
占
す
る
官
僚
に
対
し
て
政
治
参
与
の
拡
大
を
求

め
る
こ
と
や
、
個
人
と
国
家
お
よ
び
地
方
と
中
央
の
間
に
お
け
る
利
益

配
分
と
相
互
の
協
調
を
提
示
し
た
こ
と
か
ら
、
清
の
中
後
期
か
ら
民
国

期
に
か
け
て
、
た
え
ず
再
提
起
・
再
生
産
さ
れ
て
い
た

）
39
（

。
橘
も
黄
の
「
郡

県
」
批
判
を
根
拠
に
、
中
央
集
権
的
な
官
僚
政
治
の
弊
害
を
論
じ
た
。

そ
し
て
、
「
地
方
分
権
に
よ
り
民
衆
に
直
接
し
て
効
果
多
き
温
情
主
義

的
政
治
を
行
ふ
」
こ
と
が
王
道
政
治
の
特
色
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ

の
う
え
で
、
二
〇
年
代
前
半
の
中
国
で
行
わ
れ
た
聯
省
自
治
運
動
や
孫

文
の
県
自
治
が
そ
れ
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
そ
れ
は
中
央
集

権
的
傾
向
を
も
つ
資
本
主
義
的
法
治
主
義
と
官
僚
政
治
と
対
置
す
る
理

念
で
あ
る
と
さ
れ
た

）
40
（

。
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3　

三
浦
梅
園
の
経
世
論

　

王
道
政
治
を
い
か
に
実
行
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
橘
は
江
戸
時
代
の

思
想
家
三
浦
梅
園
の
経
世
論
を
取
り
上
げ
た
。
中
国
の
王
道
思
想
の
日

本
へ
の
流
入
を
示
し
た
梅
園
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
両

国
文
化
の
接
触
及
び
交
流
状
態
を
観
察
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

た
。

　

梅
園
の
政
治
論
に
つ
い
て
、
橘
は
と
く
に
法
律
と
行
政
に
つ
い
て
の

梅
園
の
主
張
に
注
目
し
た
。
梅
園
は
王
道
政
治
を
実
現
す
る
た
め
に
は

完
全
な
法
律
と
優
れ
た
行
政
的
慣
習
を
重
視
し
、
そ
し
て
法
の
簡
明
主

義
と
変
易
性
を
主
張
し
た
。
橘
か
ら
見
れ
ば
、
偉
大
な
君
主
や
師
の
出

現
に
頼
ら
ず
、
事
実
の
変
化
に
応
じ
て
法
律
を
す
み
や
か
に
改
正
す
る

と
い
う
「
法
律
進
化
の
論
理
」
に
よ
り
、
王
道
政
治
の
実
行
を
保
証
す

る
こ
と
は
、
梅
園
の
政
治
学
の
最
も
優
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

梅
園
の
王
道
政
治
の
特
色
は
、
善
良
な
る
法
及
び
有
効
な
る
行
政
手
段

を
通
じ
て
、
民
衆
の
経
済
生
活
と
道
徳
生
活
に
対
す
る
藩
政
府
の
干
渉

が
細
か
く
行
き
わ
た
っ
た
こ
と
だ
と
さ
れ
た
。
た
だ
、
橘
は
こ
う
し
た

「
善
意
の
干
渉
」
を
特
徴
と
す
る
「
善
意
主
義
」
は
人
民
の
了
解
を
得

な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
強
調
し
、
秦
漢
以
来
の
中
国
や
明
治
以
来
の

日
本
の
よ
う
な
中
央
集
権
国
家
に
お
け
る
「
善
政
主
義
」
は
「
空
念
仏
」

に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た

）
41
（

。

　

梅
園
の
社
会
思
想
に
つ
い
て
、
橘
は
商
人
と
貨
幣
の
勢
力
が
封
建
経

済
を
脅
か
し
始
め
た
時
代
に
生
ま
れ
た
梅
園
の
経
済
論
に
注
目
し
、
そ

こ
か
ら
王
道
政
治
の
経
済
政
策
を
示
唆
す
る
も
の
を
得
よ
う
と
し
た
。

梅
園
の
経
済
論
、
と
く
に
そ
の
貨
幣
論
の
傑
出
さ
は
す
で
に
福
田
徳
三

や
河
上
肇
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た

）
42
（

。
梅
園
は
商
人
の
勢
力
や
貨
幣
の
流

通
高
が
適
当
の
度
を
超
え
て
増
大
す
る
と
弊
害
が
起
り
、
富
が
都
会
に

集
中
し
、
地
方
経
済
に
疲
弊
を
も
た
ら
す
こ
と
を
考
察
し
た
。
橘
は
梅

園
の
意
見
に
同
意
し
、
ま
た
梅
園
が
主
張
し
た
商
人
の
勢
力
が
政
権
に

近
づ
く
こ
と
で
生
じ
た
独
占
の
問
題
は
、
現
今
の
ア
メ
リ
カ
の
「
民
主

社
会
」
に
も
生
じ
て
い
る
と
説
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
商
人
社
会
の
資
本
集
中
を
抑
制
し
て
、
国
家
お
よ
び
生
産
社
会

に
富
を
蓄
積
す
る
こ
と
な
ど
の
梅
園
の
政
策
を
紹
介
し
た
。

　

ま
た
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
橘
は
梅
園
の
学
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、

幕
府
体
制
下
の
天
皇
と
国
体
が
王
道
政
治
と
抵
触
す
る
も
の
で
な
い
と

主
張
し
た
。
橘
は
田
崎
仁
義
の
『
支
那
古
代
経
済
思
想
及
制
度
』
を
参

照
に
し
て
、
幕
府
体
制
に
お
け
る
「
天
皇
―
征
夷
大
将
軍
―
諸
侯
―
人

民
」
の
構
造
は
、
周
代
の
政
治
モ
デ
ル
に
お
け
る
「
天
―
天
子
―
諸
侯

―
人
民
」
の
構
造
と
類
似
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
天
皇
は
名
義
上
の
元

首
で
あ
る
が
、
栄
誉
権
し
か
持
た
ず
、
国
家
を
統
治
す
る
権
能
を
将
軍

に
委
ね
る
た
め
、
周
代
の
政
治
モ
デ
ル
に
お
け
る
「
天
」
に
相
当
す
る

と
い
う
。
諸
侯
の
土
地
と
人
民
は
天
皇
か
ら
の
「
お
預
け
」
で
あ
る
故

に
大
切
に
さ
れ
る
の
だ
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
将
軍
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
、
橘
は
将
軍
が
実
質
的
に
は
「
覇
者
」
に
相
違
な
い
と
認
め
つ
つ
も
、

孔
子
が
覇
者
で
あ
る
斎
の
桓
公
に
仕
え
た
管
仲
を
称
え
た
こ
と
を
取
り
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上
げ
、
王
道
と
覇
道
は
必
ず
し
も
孟
子
が
主
張
し
た
よ
う
な
両
立
で
き

な
い
も
の
で
は
な
く
、
王
道
を
維
持
す
る
た
め
の
覇
道
な
ら
容
認
で
き

る
と
論
じ
た
。
た
だ
、
梅
園
は
覇
者
の
存
在
を
恒
常
的
な
制
度
と
解
釈

し
て
い
る
の
に
対
し
、
橘
は
梅
園
の
主
張
を
批
判
し
、
覇
道
を
あ
く
ま

で
も
臨
時
的
な
存
在
と
位
置
づ
け
た
。

　

こ
う
し
た
主
張
を
踏
ま
え
て
、
橘
は
日
本
の
「
王
土
」
「
王
臣
」
の

観
念
は
「
封
建
」
の
理
想
を
都
合
よ
く
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ

た
。
ま
た
、
梅
園
が
完
全
な
法
律
と
優
れ
た
行
政
的
慣
習
に
よ
っ
て
、

天
皇
の
道
徳
的
教
化
義
務
を
補
う
こ
と
を
図
っ
た
点
に
お
い
て
は
、
周

代
の
政
治
モ
デ
ル
よ
り
は
却
っ
て
現
実
性
を
帯
び
た
と
さ
れ
た
。
橘
に

よ
る
王
道
的
な
「
福
祉
国
家
」
の
構
想
は
、
日
本
の
国
体
と
親
近
性
を

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
王
道
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
覇
道

が
正
当
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
の
満
洲
事
変
に
際
し
て
の
橘
の
言
動
を

考
察
す
る
う
え
で
は
見
逃
せ
な
い
。

　

論
説
の
最
後
に
、
橘
は
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
者
が
主

張
し
た
産
業
的
地
方
分
権
制
を
取
り
上
げ
、
中
央
集
権
政
治
お
よ
び
資

本
主
義
が
下
り
坂
に
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
も
し
社
会
主
義
が
資

本
主
義
に
取
っ
て
か
わ
る
な
ら
ば
、
そ
の
社
会
で
は
王
道
的
な
地
方
分

権
統
治
と
道
徳
政
治
が
実
現
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
「
善
政
」
は

「
民
衆
が
進
歩
し
た
科
学
的
知
識
と
産
業
的
能
力
を
用
ひ
て
自
ら
の
幸

福
の
為
に
行
ふ
」
と
予
想
し
た

）
43
（

。

　

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
橘
は
新
し
く
解
釈
さ
れ
た
孫
文
の
三
民
主

義
を
「
社
会
民
主
主
義
」
的
綱
領
と
解
釈
し
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
「
平

穏
」
な
手
段
を
通
じ
て
社
会
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
ま

た
、
孫
文
の
王
道
論
を
受
け
て
、
橘
は
民
衆
の
「
生
存
権
」
の
保
障
を

政
権
の
正
統
性
の
根
拠
と
す
る
王
道
論
を
打
ち
出
し
た
。
さ
ら
に
、
資

本
の
集
中
、
地
方
と
農
村
の
疲
弊
、
政
治
の
無
道
徳
と
い
っ
た
資
本
主

義
社
会
の
「
病
」
を
念
頭
に
、
王
道
思
想
の
も
つ
厚
生
的
・
経
済
的
・

道
徳
的
な
意
義
を
論
じ
た
。
な
お
、
橘
の
王
道
論
で
は
将
来
に
実
現
さ

れ
る
「
無
階
級
」
的
な
社
会
で
は
民
衆
が
自
ら
「
善
政
」
を
行
う
こ
と

が
想
定
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
は
民
衆
の
合
意
を
得
た
う
え

で
の
「
善
意
の
干
渉
」
、
つ
ま
り
法
律
お
よ
び
地
方
政
府
の
行
政
に
よ

る
民
衆
へ
の
指
導
と
干
渉
が
必
要
な
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
民

衆
の
合
意
を
い
か
に
得
る
の
か
と
い
っ
た
政
治
的
手
続
き
の
問
題
は
置

き
去
り
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
王
道
を
実
現
す
る
た
め
の
一
時
的
な
武

力
行
使
が
正
当
化
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
い
う
「
王
道
」
や
「
温

情
主
義
」
は
武
力
行
使
お
よ
び
統
治
の
暴
力
を
隠
蔽
す
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
や
す
い
。

三　

満
洲
事
変
直
前
の「
生
存
権
」論
の
展
開

1　

国
民
革
命
の
進
展
に
つ
い
て

　

孫
文
死
後
、
国
民
革
命
は
「
国
共
合
作
」
の
も
と
で
進
展
を
見
せ
て

い
た
。
し
か
し
、
二
六
年
か
ら
国
民
党
と
共
産
党
の
対
立
が
深
ま
り
、
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二
七
年
に
決
裂
に
至
っ
た
。
共
産
党
と
の
統
一
戦
線
を
維
持
し
て
い
た

国
民
党
左
派
の
武
漢
国
民
政
府
は
九
月
に
解
散
し
、
蔣
介
石
が
主
導
し

た
南
京
国
民
政
府
に
合
流
し
た
。
二
八
年
六
月
に
国
民
革
命
軍
が
北
京

に
入
城
し
、
北
伐
が
完
了
し
た
。
同
年
末
の
張
学
良
に
よ
る
「
易
幟
」

に
よ
り
、
形
の
う
え
で
は
、
中
国
が
南
京
国
民
政
府
に
統
一
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

国
民
革
命
に
際
し
て
、
「
国
共
合
作
」
の
理
論
的
基
礎
で
あ
る
三
民

主
義
を
「
社
会
民
主
主
義
」
的
綱
領
と
見
な
し
た
橘
は
、
「
小
資
産
階

級
革
命
論
」
と
い
う
「
中
間
路
線
」
に
よ
る
社
会
主
義
の
実
現
を
目
指

し
た
国
民
党
左
派
を
支
持
し
、
共
産
党
の
急
進
的
な
労
働
運
動
と
農
民

運
動
を
批
判
し
た

）
44
（

。
国
民
党
左
派
を
吸
収
し
た
う
え
で
誕
生
し
た
蔣
介

石
政
権
に
つ
い
て
、
橘
は
「
彼
等
の
財
力
に
依
る
軍
閥
克
服
の
企
図
は
、

早
晩
酬
い
ら
れ
る
日
が
あ
る
に
相
違
な
く
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
支
那

に
も
資
本
家
階
級
支
配
の
時
代
が
遠
か
ら
ず
必
ず
来
る
」
と
分
析
し
た

）
45
（

。

ま
た
、
蔣
介
石
と
国
民
党
左
派
の
中
の
穏
健
派
を
代
表
す
る
汪
精
衛
が

連
携
す
る
こ
と
で
、
国
民
党
全
体
が
左
傾
化
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し

た
）
46
（

。2　

蔣
介
石
に
よ
る
「
武
力
統
一
」
の
是
非
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
が
、
橘
の
期
待
に
反
し
て
、
蔣
介
石
は
二
九
年
の
国
民
党
第

三
期
全
国
大
会
で
、
国
民
党
「
左
派
」
を
除
名
し
、
ま
た
「
党
徳
」
と

い
っ
た
方
針
を
打
ち
出
し
て
反
対
勢
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
蔣
が

進
め
た
中
央
集
権
化
は
国
民
党
の
内
部
か
ら
も
各
地
方
の
軍
閥
か
ら
も

反
対
さ
れ
た
。
三
〇
年
五
月
に
は
、
蔣
介
石
の
中
央
軍
と
「
反
蔣
同
盟
」

と
の
間
に
、
「
中
原
大
戦
」
が
勃
発
し
、
軍
閥
時
代
の
最
大
規
模
の
戦

争
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
年
代
末
に
欧
米
で
起
き
た
経
済
恐
慌
の
波

は
中
国
に
も
押
し
寄
せ
て
き
た
。
す
で
に
慢
性
的
な
不
況
状
態
に
あ
っ

た
中
国
の
農
村
は
天
災
、
戦
乱
、
さ
ら
に
経
済
恐
慌
の
影
響
を
受
け
て
、

崩
壊
状
態
に
陥
っ
て
い
っ
た

）
47
（

。
こ
の
よ
う
に
、
国
民
革
命
が
終
結
し
、

南
京
国
民
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
と
は
い
え
、
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年

代
初
期
の
中
国
の
政
治
と
社
会
は
極
め
て
混
迷
し
た
状
態
に
あ
っ
た
。

　

橘
は
三
〇
年
二
月
に
「
永
久
飢
饉
論
」
と
題
す
る
一
連
の
論
説
を
発

表
し
、
中
国
の
農
村
が
自
然
災
害
や
人
災
な
ど
に
対
す
る
「
抵
抗
力
」

が
な
く
な
り
、
飢
饉
と
疲
弊
か
ら
抜
き
出
せ
な
い
、
つ
ま
り
「
永
久
飢

饉
」
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
考
察
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
胡
適
、
丁
文

江
、
張
君
勵
な
ど
の
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
風
の
自
由
民
主
主
義
」

の
提
唱
者
は
農
村
問
題
に
対
し
て
見
識
が
な
く
、
「
現
在
の
支
那
の
複

雑
且
つ
難
解
な
る
社
会
経
済
現
象
の
救
済
に
対
し
て
無
能
力
に
近
い
」

と
批
判
し
た

）
48
（

。
こ
こ
で
旧
来
の
自
由
主
義
に
対
す
る
橘
の
懐
疑
は
、
一

層
深
ま
っ
た
と
読
み
取
ら
れ
る
。

　

二
月
十
日
か
ら
、
山
西
省
軍
閥
の
閻
錫
山
と
蔣
介
石
の
間
に
、
武
力

行
使
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
が
起
き
た
。
閻
は
蔣
宛
て
に
公
開
電
報
を

送
り
、
蔣
が
「
統
一
」
を
建
前
と
し
て
、
自
分
に
反
対
す
る
勢
力
を
弾

圧
し
、
独
裁
者
と
な
ろ
う
と
し
た
と
批
判
し
、
そ
の
「
武
力
統
一
」
方
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針
が
過
去
一
年
間
に
内
乱
の
頻
発
を
も
た
ら
し
た
と
主
張
し
た
。
閻
は

さ
ら
に
孔
子
の
論
語
の
中
か
ら
「
礼
譲
為
国
」
（
礼
譲
を
以
て
国
を
為
め

ん
か
）
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
、
蔣
が
責
任
を
と
っ
て
辞
職
す
べ
き
だ
と

唱
え
た
。
そ
れ
に
対
し
蔣
は
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
自
ら
の
利
益
と
地
位

を
度
外
視
し
て
、
革
命
の
た
め
に
身
を
捧
げ
て
い
る
と
反
論
し
た

）
49
（

。
そ

こ
で
、
ア
メ
リ
カ
人
記
者
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
（G

eorge Sokolsk

）
50
（y

）
が
二
十

三
日
に
上
海
の
英
字
紙N

orth C
hina D

aily N
ew

s

に
寄
稿
し
、
蔣
介

石
側
を
支
持
し
、
閻
錫
山
の
「
礼
譲
為
国
」
論
を
批
判
し
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
展
開
に
対
し
て
、
橘
は
「
『
武
力
統
一
』
の
論
争
」

と
い
う
論
説
を
書
き
上
げ
、
二
十
七
日
の
『
上
海
週
報
』
に
掲
載
さ
れ

た
。
橘
は
以
前
か
らN

orth C
hina D

aily N
ew

s

の
中
国
報
道
を
高
く

評
価
し
、
そ
れ
を
重
要
な
参
照
物
と
し
て
い
た

）
51
（

。
し
か
し
、『
上
海
週
報
』

に
寄
稿
し
た
論
説
の
中
で
、
橘
は
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
の
蔣
介
石
擁
護
を
批

判
し
た
。
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
は
閻
錫
山
の
「
礼
譲
為
国
」
の
提
言
に
つ
い

て
、
孟
子
と
そ
の
弟
子
・
万
章
と
の
問
答
を
引
用
し
つ
つ
、
閻
の
時
代

に
対
す
る
無
理
解
を
非
難
し
た
。
橘
は
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
の
以
下
の
主
張

を
取
り
上
げ
た
。
「
北
方
人
は
南
方
人
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

北
方
人
は
今
な
お
古
典
的
思
想
に
と
ら
わ
れ
て
、
近
代
国
家
を
建
設
し

よ
う
と
す
る
国
民
党
の
努
力
の
真
意
を
把
握
し
え
な
い
…
…
南
方
人
は

跳
躍
し
や
う
と
し
、
し
ば
し
ば
失
敗
し
つ
つ
も
尚
そ
の
試
み
を
繰
り
返

す
。
こ
れ
に
反
し
て
北
方
人
は
堯
舜
の
行
っ
た
と
こ
ろ
を
依
然
と
し
て

行
う

）
52
（

」
。

　

ソ
コ
ル
ス
キ
ー
の
主
張
に
対
し
、
橘
は
ま
ず
昨
今
の
南
北
の
対
立
は

種
々
た
る
社
会
層
の
利
害
お
よ
び
意
識
形
態
の
組
み
合
わ
せ
の
相
違
と

し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
は
蔣
介
石

が
近
代
国
家
を
建
設
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
の

に
対
し
て
、
橘
は
南
京
政
権
が
資
本
家
と
地
主
の
連
合
政
権
で
あ
り
、

そ
の
政
策
が
「
下
層
小
資
産
階
級
や
小
農
民
や
労
働
者
の
利
害
及
欲
望

と
背
馳
す
る
傾
向
を
帯
び
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
た
め
民
衆
は
「
南
京

政
権
の
道
づ
れ
と
な
る
こ
と
を
好
ま
な
い
」
と
い
う
。
彼
は
さ
ら
に
次

の
よ
う
に
主
張
し
た
。

　

支
那
が
資
本
階
級
の
為
め
の
法
治
国
家
と
な
り
民
主
々
義
社
会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
生
ま
れ
変
る
こ
と
は
た
し
か
に
一
つ
の
進
歩
に
相
違
な
い
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

併
し
そ
れ
は
広
大
な
る
社
会
層
の
望
む
と
こ
ろ
で
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
又
孫
文

0

0

0

の
企
て
た
と
こ
ろ
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
資
本
家
勢
力
の
軍
閥
（
地
主
）
勢

力
に
対
す
る
勝
利
は
、
既
成
事
実
と
は
謂
え
な
い
ま
で
も
又
幾
重

か
の
曲
折
は
あ
る
と
し
て
も
明
か
に
既
定
の
事
実
と
な
っ
て
居
る
。

換
言
す
れ
ば
無
理
な
手
段
を
強
行
し
て
ま
で
も
そ
の
促
進
を
図
る

程
の
重
大
な
意
義
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る

）
53
（

。

 

（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）

　

『
京
津
日
日
新
聞
』
時
代
に
見
ら
れ
た
、
橘
の
資
本
主
義
の
上
に
立

つ
「
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
対
す
る
消
極
的
な
態
度
は
、
こ
こ
で
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は
資
本
家
が
優
位
に
立
つ
法
治
国
家
と
民
主
主
義
に
対
す
る
批
判
的
な

目
線
と
し
て
表
れ
た
。
ま
た
、
橘
は
孫
文
が
中
国
の
民
衆
に
対
し
て
三

民
主
義
の
意
義
を
説
く
と
き
、
「
発
財
主
義
」
と
「
吃
飯
問
題
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
を
掲
げ
た
こ
と
に
注
目
し
、
三
民
主
義
が
衣
食
の
問
題
を

解
決
す
る
唯
一
の
鍵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
民
衆
に
理
解
し
て
も
ら
う

こ
と
を
通
じ
て
、
新
国
家
に
対
す
る
民
衆
の
支
持
を
得
よ
う
と
す
る
孫

文
の
努
力
を
評
価
し
た

）
54
（

。
か
か
る
見
解
を
踏
ま
え
て
、
橘
は
蔣
介
石
の

南
京
政
権
に
よ
る
中
国
統
一
と
そ
の
後
に
実
現
さ
れ
る
資
本
家
が
優
位

に
立
つ
法
治
国
家
で
は
、
民
衆
の
実
生
活
を
改
善
で
き
る
見
通
し
が
な

く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
孫
文
の
本
来
の
意
図
に
も
背
い
て
い
る
と

批
判
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
た
と
え
蔣
介
石
が
武
力
行
使
と
い
っ
た
強

硬
な
措
置
で
中
国
を
統
一
し
え
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
ソ
コ
ル
ス
キ
ー

が
主
張
し
た
よ
う
な
積
極
的
な
意
義
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
と
主
張
し

た
。

　

橘
は
さ
ら
に
ソ
コ
ル
ス
キ
ー
が
引
用
し
た
孟
子
と
万
章
と
の
問
答
に

つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
。
堯
が
舜
に
天
下
を
与
え
た
の
は
、「
天
の
意
志
」

に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
「
天
の
意
志
は
民
の
意
志
に
従

ふ
」
と
説
く
孟
子
の
言
葉
に
つ
い
て
、
橘
は
こ
れ
が
統
治
権
の
授
受
に

つ
い
て
の
儒
教
的
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
と
説
明
し
た
。
ま
た
、
「
今

王
政
を
発
し
て
仁
を
施
さ
ば
、
天
下
の
仕
ふ
る
者
は
皆
王
の
朝
に
立
た

ん
こ
と
を
欲
し
、
耕
す
者
は
皆
王
の
野
に
耕
さ
ん
こ
と
を
欲
し
〔
…
…
〕

天
下
の
其
の
君
を
疾
む
者
は
皆
王
に
赴
き
愬
へ
ん
と
欲
す
」と
い
う
「
仁

政
」
に
関
す
る
孟
子
の
言
説
は
、
天
意
す
な
わ
ち
民
意
が
「
仁
者
」
に

む
か
っ
て
集
中
し
、
こ
の
「
仁
者
」
が
自
然
に
国
家
統
治
権
を
獲
得
す

る
順
序
を
示
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
た
。
理
想
と
し
て
は
、
国
家
の
統

治
権
が
平
和
的
に
「
仁
者
」
に
移
行
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
や
む
を
え
ず

武
力
行
使
を
行
う
場
合
、
孟
子
の
学
説
に
従
え
ば
、
も
し
「
仁
者
」
の

武
力
行
使
が
民
衆
の
望
む
こ
と
で
あ
れ
ば
、
民
衆
は
そ
の
武
力
行
使
を

「
大
旱
の
雲
霓
を
望
む
が
如
く
」
歓
迎
す
る
に
違
い
な
い
と
さ
れ
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
橘
は
孟
子
の
主
張
は
、
儒
教
の
政
治
思
想
す
な
わ
ち

王
道
思
想
を
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
孟
子
の
王
道
論
の
内
容
を
以

下
の
四
点
に
ま
と
め
た
。

一 

、
国
家
統
治
権
の
所
在
は
天
意
に
よ
り
定
ま
り
、
天
意
は
民
意
に
よ

り
て
定
ま
る
。

二 

、
民
意
は
仁
政
を
布
く
者
に
集
り
、
而
し
て
仁
政
と
は
人
民
の
物
質

生
活
を
裕
か
に
し
て
且
こ
れ
に
道
徳
的
な
訓
練
を
与
へ
て
平
和
な
社

会
生
活
を
営
ま
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

三 

、
理
論
的
に
は
完
全
な
る
仁
政
を
施
す
者
は
当
然
天
意
に
よ
り
て
王

位
に
即
く
の
で
あ
る
が
、
併
し
実
際
問
題
と
し
て
は
武
力
を
行
使
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多
い
。

四 

、
彼
の
武
力
行
使
は
人
民
の
為
め
に
其
の
圧
迫
者
を
除
く
こ
と
を
目

的
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
民
は
一
日
も
早
く
仁
者
の
武
力
が
自

身
の
地
方
に
行
使
さ
れ
ん
こ
と
を
渇
望
す
る
。
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こ
の
よ
う
な
橘
の
王
道
思
想
に
対
す
る
解
釈
は
、
二
五
年
に
孫
文
の

王
道
思
想
を
批
評
し
た
際
の
意
見
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、

人
民
の
経
済
的
生
活
の
安
定
と
向
上
に
政
権
の
正
統
性
の
根
拠
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
橘
は
こ
う
し
た
内
容
を
も
つ
儒
教
の
王
道
思

想
は
今
日
の
社
会
思
想
と
も
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
れ
に
従
え

ば
、
も
し
敵
地
の
人
民
が
武
力
行
使
の
目
的
を
理
解
し
、
か
つ
こ
れ
を

希
望
す
る
場
合
に
は
、
武
力
行
使
は
民
意
を
実
現
す
る
た
め
の
正
統
な

行
為
と
認
め
ら
れ
う
る
と
説
い
た
。
国
民
党
が
北
伐
の
と
き
の
よ
う
な

革
命
的
民
衆
団
体
を
北
部
中
国
で
も
組
織
し
、
北
部
の
農
民
、
小
商
人
、

労
働
者
や
学
生
に
孫
文
の
三
民
主
義
が
も
た
ら
し
た
国
家
的
及
び
個
人

的
な
効
果
を
そ
の
日
常
生
活
の
中
で
理
解
し
て
も
ら
え
ば
、
た
と
え
こ

れ
か
ら
内
乱
が
起
き
て
も
、
彼
ら
は
長
江
流
域
の
大
衆
の
よ
う
に
国
民

党
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
と
説
い
た
。
し
か
し
、
南
京
政
府
は
北
京
な
ど

の
北
部
地
域
で
地
方
党
務
機
関
を
取
り
締
ま
り
、
革
新
的
な
勢
力
を
排

除
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
橘
は
仮
に
「
蔣
閻
戦
争
」
が
は
じ
ま
り
、
そ

の
結
果
南
京
政
権
が
勝
利
し
て
も
、
北
部
の
大
衆
は
こ
れ
を
喜
ぶ
べ
き

理
由
を
持
た
な
い
と
論
じ
た
。
ま
た
、
儒
家
の
王
道
思
想
に
従
え
ば
、

閻
錫
山
の
山
西
派
及
び
馮
玉
祥
の
西
北
軍
は
言
う
に
及
ば
ず
、
統
一
的

勢
力
で
あ
る
蔣
介
石
の
中
央
軍
と
い
え
ど
も
、
そ
の
武
力
行
使
を
正
当

な
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。

　

な
お
、
孟
子
の
王
道
論
に
つ
い
て
、
橘
は
「
故
西
本
白
川
は
曾
て
本

誌
上
に
屡
々
王
道
思
想
に
立
脚
し
て
眼
前
の
支
那
政
治
現
象
を
批
評
す

る
論
文
を
掲
げ
た
。
私
が
初
め
て
本
誌
に
寄
稿
す
る
に
方
り
偶
然
に
も

故
人
の
好
ん
で
用
ひ
た
方
法
を
学
ん
で
居
る
こ
と
は
是
に
一
奇
と
謂
ふ

べ
き
で
あ
る
」
と
説
い
た

）
55
（

。
上
海
を
拠
点
と
し
て
い
た
西
本
省
三
（
号
：

白
川
）
は
王
道
を
掲
げ
、
帝
政
復
活
論
を
唱
え
て
い
た
。
橘
は
二
三
年

頃
に
西
本
の
王
道
論
を
批
判
し
て
い
た

）
56
（

。
三
〇
年
の
記
事
で
は
か
つ
て

の
論
敵
が
好
ん
で
使
っ
て
い
た
手
法
を
用
い
て
、
蔣
介
石
の
武
力
行
使

を
批
判
し
た
こ
と
を
、
橘
は
不
思
議
に
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
翌
年
の
満
洲
事
変
に
際
し
て
、
橘
は
石
原
莞
爾
ら
の
革

新
派
軍
人
が
東
北
四
省
で
「
勤
労
大
衆
を
資
本
家
政
党
の
独
裁
及
び
搾

取
か
ら
解
放

）
57
（

」
す
る
志
向
に
共
鳴
し
、
そ
の
武
力
行
使
の
根
拠
を
論
じ

る
際
に
、
「
王
道
」
を
掲
げ
た
。
そ
れ
は
、
関
東
軍
が
東
北
の
農
民
の

た
め
に
圧
迫
者
を
追
い
払
い
、
経
済
的
生
活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
の
武
力
行
使
も
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
期
待
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
満
洲
で
実
現
さ
れ
る
べ
く
王
道
政
治
の
特
徴
に
つ
い
て
、

彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

昨
今
の
言
葉
で
云
へ
ば
「
一
切
の
人
民
が
生
活
を
保
障
さ
れ
て

居
る
」
こ
と
が
第
一
、
富
を
開
発
し
て
そ
れ
を
私
有
し
な
い
と
い

ふ
こ
と
が
第
二
、
労
力
を
社
会
の
為
に
出
す
こ
と
が
第
三
で
、
こ

の
三
つ
の
条
件
が
行
は
れ
る
こ
と
を
礼
運
は
称
し
て
「
大
同
の
世
」

と
云
ふ

）
58
（

。
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こ
う
し
た
主
張
は
、
そ
の
「
福
祉
国
家
」
的
な
王
道
論
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
民
衆
の
「
生
存
権
」
の
保
障
こ
そ
が
政
権
の
正
統
性
の
根

拠
で
あ
る
と
い
う
彼
の
二
〇
年
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
延
長
線
上
に

あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
一
九
二
〇
年
代
か
ら
満
洲
事
変
期
に
か
け
て
橘
樸
の
思
想
的

展
開
を
、
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
進
展
と
、
中
国
の
社
会
動
向
と
思

想
文
化
と
の
交
渉
、
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
照
射
し
た
。

　

二
〇
年
代
初
期
の
橘
は
、
旧
来
の
自
由
主
義
お
よ
び
資
本
主
義
の
上

に
た
つ
政
党
政
治
の
限
界
性
を
意
識
し
、
日
本
の
論
壇
で
流
行
し
て
い

た
「
生
存
権
」
論
を
取
り
入
れ
、
「
財
産
権
」
の
か
わ
り
に
「
生
存
権
」

の
保
障
を
基
礎
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
理
想
と
し
た
。
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
と
「
互
助
的
」
な
組
合
運
動

を
推
奨
し
た
。
か
か
る
穏
健
な
社
会
改
造
論
を
抱
懐
し
た
橘
は
、
二
四

年
に
孫
文
に
よ
っ
て
新
た
に
解
釈
さ
れ
た
三
民
主
義
を
「
社
会
民
主
主

義
」
と
受
け
と
め
、
そ
こ
か
ら
資
本
主
義
と
も
共
産
主
義
と
も
異
な
る
、

漸
進
的
な
「
中
間
路
線
」
に
よ
る
社
会
主
義
の
実
現
の
可
能
性
を
見
出

し
た
。
橘
は
国
民
党
と
共
産
党
の
連
合
戦
線
に
よ
っ
て
統
治
階
級
で
あ

る
軍
閥
官
僚
を
倒
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
は
組
合
運
動
を
通
じ
て
無

産
階
級
を
組
織
し
、
ま
た
資
本
の
国
有
化
や
資
本
の
節
制
な
ど
の
社
会

政
策
を
通
じ
て
、
激
し
い
階
級
闘
争
を
避
け
て
、「
平
穏
」
な
手
段
で
「
無

産
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
孫
文
死
後
は
、
「
中
間
路
線
」

を
継
承
し
た
国
民
党
左
派
に
期
待
を
寄
せ
た
。

　

ま
た
、
孫
文
の
王
道
論
に
触
発
さ
れ
た
橘
は
、
孟
子
の
王
道
論
や
三

浦
梅
園
の
経
世
論
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
王
道
思
想
の
も
つ
厚

生
的
・
経
済
的
・
道
徳
的
な
意
義
を
論
じ
た
。
民
衆
の
「
生
存
権
」
の

保
障
が
「
神
」
の
意
思
に
従
う
王
道
政
治
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
り
、

そ
れ
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
民
衆
が
そ
の
政
権
の
正
統
性
を
否
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
王
道
論
が
展
開
さ
れ
た
。
王
道
政
治
を
実
現

す
る
た
め
に
は
、
地
方
分
権
的
な
行
政
組
織
に
も
と
づ
く
「
温
情
主
義
」

的
な
政
治
に
よ
り
、
民
衆
の
経
済
生
活
に
対
す
る
干
渉
と
保
護
が
主
張

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
王
道
論
に
対
す
る
解
釈
に
は
、
橘
の
「
生
存
権
」

の
保
障
を
主
眼
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
流
れ
て
お
り
、
政
府
の
正

統
性
の
根
拠
が
一
般
市
民
の
福
祉
の
保
護
と
促
進
に
あ
る
と
す
る
「
福

祉
国
家
」
の
基
礎
理
論
と
相
通
ず
る
部
分
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
一

方
、
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
色
彩
が
強
く
、
そ
し
て
公
権
力
に

よ
る
指
導
と
干
渉
が
行
わ
れ
る
際
に
、
民
衆
の
合
意
を
い
か
に
得
る
の

か
と
い
っ
た
政
治
的
手
続
き
の
問
題
は
置
き
去
り
に
さ
れ
た
。
ま
た
、

王
道
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
覇
道
が
容
認
さ
れ
た
。

　

か
か
る
二
〇
年
代
の
橘
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
満
洲
事
変
へ
の
展
開

を
検
討
す
る
と
、
橘
は
「
社
会
民
主
主
義
」
の
枠
組
み
の
中
で
「
国
共
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合
作
」
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
、
「
国
共
合
作
」
の
失
敗

お
よ
び
蔣
介
石
の
南
京
政
権
に
よ
る
反
対
勢
力
へ
の
弾
圧
に
よ
り
、
そ

の
構
想
は
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
た
。
ま
た
、
二
〇
年
代
末
に
中
国
で
は

農
村
の
疲
弊
や
飢
饉
問
題
が
深
刻
化
し
、
経
済
恐
慌
の
波
も
押
し
寄
せ

て
き
た
。
橘
は
胡
適
な
ど
の
自
由
主
義
者
が
こ
う
し
た
社
会
問
題
に
対

し
何
の
対
策
も
持
た
な
い
と
批
判
し
、
旧
来
の
自
由
主
義
に
対
す
る
批

判
的
な
態
度
を
一
層
強
め
た
。
三
〇
年
二
月
に
蔣
介
石
と
反
蔣
勢
力
の

間
に
、
統
一
を
建
前
と
す
る
武
力
行
使
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
が
起
き

り
、
さ
ら
に
五
月
に
「
中
原
大
戦
」
に
発
展
し
た
。
そ
の
中
で
、
橘
は

N
orth C

hina D
aily N

ew
s

の
記
者
が
蔣
介
石
政
権
を
擁
護
す
る
た
め

に
使
っ
た
孟
子
の
学
説
を
逆
手
に
取
り
、
民
衆
の
福
祉
と
生
活
の
安
定

を
完
全
に
保
障
で
き
る
「
仁
者
」
が
国
家
の
統
治
権
を
得
る
と
い
う
王

道
論
に
基
づ
い
て
、
蔣
介
石
の
武
力
行
使
が
民
衆
の
生
活
に
何
ら
の
保

障
と
利
益
を
与
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
論
じ
た
。
翌
年
の
満
洲
事
変
に
際
し
て
、
橘
は
関
東
軍
の

武
力
行
使
と
満
洲
で
作
る
べ
き
新
た
な
「
理
想
国
家
」
の
正
統
性
を
擁

護
す
る
際
に
、「
王
道
」
を
掲
げ
る
に
至
っ
た
の
も
、
民
衆
の
「
生
存
権
」

の
保
障
こ
そ
が
統
治
の
正
統
性
の
根
拠
で
あ
る
と
い
っ
た
持
論
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
橘
は
先
行
研

究
が
主
張
し
た
よ
う
に
場
当
た
り
に
自
ら
の
主
張
を
変
え
て
い
く
の
で

は
な
く
、
二
〇
年
代
か
ら
満
洲
事
変
期
に
か
け
て
の
そ
の
思
想
的
展
開

に
は
、
「
生
存
権
」
の
保
障
を
基
礎
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
一

貫
し
た
テ
ー
マ
を
見
出
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
二
〇
年
代
初
期
の

橘
は
資
本
主
義
の
上
に
立
つ
政
党
政
治
を
「
中
途
半
端
」
な
も
の
と
批

判
し
つ
つ
も
、
「
生
存
権
」
を
保
障
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
到
達
す
る

た
め
の
一
段
階
と
捉
え
た
の
に
対
し
、
満
洲
事
変
に
際
し
て
は
反
政
党

政
治
の
立
場
に
転
じ
て
い
っ
た
の
が
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
民
衆
の
「
生
存
権
」
を
保
障
す
る
た
め
に
、

公
権
力
に
よ
る
介
入
と
保
護
を
求
め
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
、
関
東
軍

に
よ
る
武
力
介
入
と
満
洲
国
の
正
統
性
を
根
拠
づ
け
る
論
理
と
も
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
間
期
の
社
会
民
主
主
義
に
お
け
る
自
由
へ

の
介
入
を
正
当
化
す
る
論
理
が
、
三
〇
年
代
以
降
の
全
体
主
義
の
台
頭

に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
満
洲
事
変
以
降
の
橘

の
社
会
思
想
の
展
開
を
追
う
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

 

（
こ
く
・
せ
つ
に
／
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
史
、
思
想
史
）

注（
1
） 

竹
内
好
「
橘
樸
の
日
本
思
想
史
上
の
位
置
」
山
本
秀
夫
編
『
甦
る
橘
樸
』

龍
渓
書
舎
、
一
九
八
一
年
、
八
―
一
〇
頁
、
山
室
信
一
「
橘
樸
―
―
日
中
そ

し
て
ア
ジ
ア
と
世
界
の
あ
り
う
べ
き
途
を
求
め
て
」
趙
景
達
ほ
か
編
『
講
座

東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
』
第
四
巻
、
有
志
舎
、
二
〇
一
四
年
、
二
九
二
―
三
〇

頁
。

（
2
） 
福
家
崇
洋
『
戦
間
期
日
本
の
社
会
思
想
―
―
「
超
国
家
」
へ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、は
従
来
の
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
「
フ
ァ
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シ
ズ
ム
」
と
い
う
対
立
図
式
を
批
判
し
、
一
九
二
〇
と
三
〇
年
代
の
社
会
変

革
論
の
連
続
性
・
複
合
性
を
指
摘
し
た
。
本
稿
も
同
様
な
立
場
を
と
る
。
な

お
、
同
書
が
日
本
国
内
を
中
心
と
し
た
改
造
論
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
に
対

し
、
本
稿
は
中
国
を
拠
点
と
し
た
橘
の
言
説
を
取
り
扱
う
こ
と
で
、
東
ア
ジ

ア
を
視
野
に
入
れ
た
社
会
変
革
論
の
展
開
に
光
を
当
て
る
。

（
3
） 
山
本
秀
夫
『
橘
樸
』
中
公
叢
書
、
一
九
七
七
年
、
野
村
浩
一
「
橘
樸
―
―

ア
ジ
ア
主
義
の
彷
徨
」
、
同
『
近
代
日
本
の
中
国
認
識
―
―
ア
ジ
ア
へ
の
航
跡
』

研
文
選
書
、
一
九
八
一
年
、
二
〇
七
―
二
九
八
頁
。

（
4
） 

酒
井
哲
哉
は
大
正
期
に
お
け
る
「
社
会
」
の
発
見
の
視
点
か
ら
、
橘
に
よ

る
多
元
的
国
家
論
の
吸
収
を
示
唆
し
た
。
た
だ
し
、
橘
の
思
想
に
お
け
る
国

家
的
価
値
の
相
対
化
の
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
橘
が
民
衆
の
生
活
の
安
定

を
保
障
す
る
た
め
に
む
し
ろ
国
家
の
役
割
を
重
視
し
、
国
家
の
社
会
政
策
に

よ
る
経
済
生
活
へ
の
干
渉
と
保
護
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
見
落
と
さ
れ
た
。

酒
井
哲
哉
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
想
像
力
と
国
際
秩
序
―
―
橘
樸
の
場
合
」
、
同
『
近

代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
六
一
―
一
九
二
頁
。

（
5
） 

一
九
二
二
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
『
京
津
日
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た

橘
樸
の
論
説
は
、
山
田
辰
雄
ほ
か
編
『
橘
樸
翻
刻
と
研
究
―
―
京
津
日
日
新

聞
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
。
以

下
『
翻
刻
と
研
究
』
と
表
記
。

（
6
） 

ヤ
ン
＝

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
『
試
さ
れ
る
民
主
主
義
―
―
二
〇
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
（
上
）
』
板
橋
拓
己
・
田
口
晃
監
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
九
年
。
ま
た
、
小
野
塚
知
二
編
著
『
自
由
と
公
共
性　

介
入
的
自
由

主
義
と
そ
の
思
想
的
起
点
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

（
7
） 

山
室
信
一
「
民
生　

生
存
権
・
生
活
権
へ
の
出
発
」
、
鷲
田
清
一
編
著
『
大

正
＝
歴
史
の
踊
り
場
と
は
何
か
―
―
現
代
の
起
点
を
探
る
』
講
談
社
、
二
〇

一
八
年
、
四
〇
―
六
〇
頁
。

（
8
） 

J 

A 

C 

A 

R
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.:B03040881900

、
新

聞
雑
誌
ニ
関
ス
ル
調
査
雑
件
／
支
那
ノ
部 

第
二
巻
（
一
―
三
―
二
）
（
外
務

省
外
交
史
料
館
）
。

（
9
） 

朴
庵
「
女
性
と
社
会
的
消
費
（
九
）
」
『
翻
刻
と
研
究
』
六
〇
―
六
一
頁
。

な
お
、
朴
庵
は
橘
樸
が
『
京
津
日
日
新
聞
』
で
用
い
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
一
つ

で
あ
る
。

（
10
） 

朴
庵
「
全
国
学
生
大
会
」
『
翻
刻
と
研
究
』
三
〇
九
―
三
一
〇
頁
。

（
11
） 

上
海
『
時
事
新
報
』
一
九
二
三
年
三
月
十
六
日
「
全
国
学
生
会
開
幕
紀
」
、

ま
た
呂
芳
上
『
従
学
生
運
動
到
運
動
学
生
』
台
湾
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究

所
、
一
九
九
四
年
、
三
三
一
頁
。

（
12
） 

山
室
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
13
） 

前
掲
朴
庵
「
全
国
学
生
大
会
」
『
翻
刻
と
研
究
』
三
一
〇
頁
。

（
14
） 

福
田
徳
三
「
新
し
い
意
味
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
『
黎
明
録
』
大
鐙
閣
、
一

九
二
〇
年
、
八
一
一
―
八
一
八
頁
。
ま
た
、
田
澤
晴
子
「
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

と
「
生
存
権
」
―
―
吉
野
作
造
と
福
田
徳
三
の
思
想
的
交
錯
」
『
政
治
思
想

研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
一
八
―
一
四
二
頁
。

（
15
） 

朴
庵
「
『
罷
業
批
判
』
の
批
判
」『
翻
刻
と
研
究
』
二
〇
二
頁
。
福
田
は
『
社

会
政
策
と
階
級
闘
争
』
（
大
倉
書
房
、
一
九
二
二
年
）
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
労
働
運
動
が
「
価
格
闘
争
」
か
ら
「
厚
生
闘
争
」
に
進
化
し
て
き
て
い

る
と
論
じ
た
（
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
）
。

（
16
） 

朴
庵
「
英
国
の
帝
国
主
義
」
『
翻
刻
と
研
究
』
三
三
一
頁
。

（
17
） 

前
掲
『
甦
る
橘
樸
』
二
三
二
―
二
三
九
頁
。

（
18
） 

朴
庵
「
女
性
と
社
会
的
消
費
（
一
）
」
『
翻
刻
と
研
究
』
五
〇
頁
。

（
19
） 

前
掲
『
甦
る
橘
樸
』
二
五
七
頁
。

（
20
） 

谷
雪
妮
「
橘
樸
に
よ
る
中
国
『
社
会
』
の
発
見
―
―
第
一
次
世
界
大
戦
以

降
の
中
国
商
人
の
民
治
運
動
に
対
す
る
観
察
を
も
と
に
」
村
上
衛
編
『
転
換

期
中
国
に
お
け
る
社
会
経
済
制
度
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
二

一
年
、
三
四
一
―
三
八
一
頁
。

（
21
） 
朴
庵
「
孫
文
の
赤
化
」
山
本
秀
夫
編
『
橘
樸
と
中
国
』
勁
草
書
房
、
一
九

九
〇
年
、
二
七
五
―
三
一
三
頁
。
も
と
も
と
は
一
九
二
四
年
一
月
か
ら
二
月
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に
か
け
て
『
京
津
日
日
新
聞
』
に
連
載
。

（
22
） 

『
孫
中
山
全
集 

第
九
巻
』
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
を
参
照
。

（
23
） 

朴
庵
「
孫
文
の
赤
化
」
前
掲
『
橘
樸
と
中
国
』
二
八
五
―
三
〇
六
頁
。

（
24
） 
橘
樸
「
孫
文
の
革
命
思
想
」
『
月
刊
支
那
研
究
』
第
一
巻
第
二
号
、
一
九

二
五
年
、
八
九
―
九
一
頁
。

（
25
） 
杉
本
稔
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
史
研
究
―
―
労
働
同
盟
の
形
成
と
展
開
』
北

樹
出
版
、
一
九
九
九
年
、
一
二
三
―
一
三
一
頁
。

（
26
） 

三
民
主
義
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
二
元
論
は
、
張
海
鵬
「
孫
中
山
民
生
主

義
理
論
体
系
的
内
在
矛
盾
―
―
兼
議
孫
中
山
階
級
観
点
問
題
」
『
歴
史
研
究
』

二
〇
一
八
年
第
一
期
、
一
〇
二
―
一
一
二
頁
。

（
27
） 

『
孫
中
山
全
集　

第
九
巻
』
三
九
二
頁
。
ま
た
、
楊
天
石
「
師
其
意
不
用

其
法
―
―
孫
中
山
與
馬
克
思
主
義
二
題
」
『
広
東
社
会
科
学
』
二
〇
一
一
年

第
五
期
、
六
―
一
三
頁
。

（
28
） 

橘
樸
「
国
共
合
作
の
理
論
的
基
礎
」
、
同
『
中
国
革
命
史
論
』
日
本
評
論
社
、

一
九
五
〇
年
、
一
三
―
四
四
頁
。
初
出
は
『
満
蒙
』
一
九
二
七
年
一
月
号
。

（
29
） 

橘
樸
「
大
革
命
家
の
最
後
の
努
力
」
『
月
刊
支
那
研
究
』
第
一
巻
第
四
号
、

一
九
二
五
年
、
一
三
一
―
一
四
〇
頁
。

（
30
） 

橘
樸
「
編
輯
の
後
に
」
『
月
刊
支
那
研
究
』
第
一
巻
第
四
号
、
一
九
二
五
年
、

二
〇
二
頁
。

（
31
） 

中
村
春
作
『
江
戸
儒
教
と
近
代
の
「
知
」
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
、

二
二
〇
―
二
四
〇
頁
、
姜
海
守
「
『
道
義
』
か
ら
『
広
義
王
道
』
へ
―
―
津

田
左
右
吉
と
橘
樸
の
『
王
道
』
言
説
」『
国
際
基
督
教
大
学
学
報
』
第
二
〇
巻
、

二
〇
一
五
年
、
一
〇
五
―
一
二
二
頁
。

（
32
） 

橘
樸
「
日
本
に
お
け
る
王
道
思
想
―
―
三
浦
梅
園
の
政
治
及
び
経
済
学
説
」
、

同
『
支
那
思
想
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
四
一
年
、
四
七
四
―
四
七
五
頁
。

初
出
は
『
満
蒙
』
一
九
二
五
年
九
月
号
。

（
33
） 

谷
雪
妮
「
橘
樸
の
道
教
研
究
」
『
二
十
世
紀
研
究
』
第
一
七
号
、
二
〇
一

六
年
、
六
九
―
九
二
頁
。

（
34
） 

前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
四
七
六
―
四
七
七
頁
。

（
35
） 

ポ
ー
ル
・
ス
ピ
ッ
カ
ー
『
福
祉
国
家
の
一
般
理
論
―
―
福
祉
哲
学
論
考
』

阿
部
實
ほ
か
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
四
―
一
七
二
頁
。
日
本

の
近
世
的
な
「
仁
政
」
観
念
と
福
祉
国
家
と
の
関
連
性
は
、
牧
原
憲
夫
『
客

分
と
国
民
の
あ
い
だ
―
―
近
代
民
衆
の
政
治
意
識
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

八
年
を
参
照
。

（
36
） 

前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
四
八
六
頁
。

（
37
） 

溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

一
年
、
一
六
六
頁
。

（
38
） 

た
と
え
ば
、
朴
庵
「
支
那
統
一
論
（
五
）
」
『
翻
刻
と
研
究
』
一
九
―
二
〇

頁
。

（
39
） 

孔
飛
力
（Philip K

uhn

）
『
中
国
現
代
国
家
的
起
源
』
陳
兼
ほ
か
訳
、
三

聯
書
店
、
二
〇
一
三
年
。

（
40
） 

前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
四
八
六
頁
。

（
41
） 

前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
四
八
七
―
五
一
四
頁
。

（
42
） 

福
田
徳
三
と
河
上
肇
に
よ
る
梅
園
経
済
学
へ
の
評
価
は
、
杉
原
四
郎
「
福

田
徳
三
と
河
上
肇
」
『
経
済
論
叢
』
第
一
二
四
巻
第
五
・
六
号
（
河
上
肇
生

誕
百
年
記
念
号
）
、
二
二
六
―
二
二
八
頁
を
参
照
。

（
43
） 

前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
四
八
三
―
五
一
九
頁
。

（
44
） 

橘
樸
「
左
翼
国
民
党
の
方
向
転
換
」
、
前
掲
『
中
国
革
命
史
論
』
六
五
―

八
八
頁
。
初
出
は
『
満
蒙
』
一
九
二
七
年
七
月
号
。
国
民
党
左
派
の
「
中
間

路
線
」
に
つ
い
て
は
、
李
志
毓
「
国
民
党
『
左
派
』
的
『
小
資
産
階
級
革
命

論
』
」
『
長
白
学
刊
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
、
一
一
〇
―
一
一
四
頁
。

（
45
） 

橘
樸
「
支
那
革
命
の
本
質
―
―
猪
俣
氏
の
『
支
那
革
命
の
発
展
と
日
本
帝

国
主
義
の
運
命
』
を
読
み
て
」
、
前
掲
『
中
国
革
命
史
論
』
一
―
一
三
頁
。

初
出
は
『
東
亜
』
一
九
二
八
年
九
月
・
十
月
号
。

（
46
） 
橘
樸
「
左
翼
国
民
党
の
政
治
的
立
場
」
、
前
掲
『
中
国
革
命
史
論
』
三
三

五
頁
。
初
出
は
『
満
蒙
』
一
九
二
九
年
八
月
号
。
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（
47
） 

城
山
智
子
『
大
恐
慌
下
の
中
国
―
―
市
場
・
国
家
・
世
界
経
済
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
九
―
一
三
七
頁
。

（
48
） 

橘
樸
「
永
久
飢
饉
論
」
、
同
『
支
那
社
会
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三

九
年
、
六
四
―
八
五
頁
。
初
出
は
一
九
三
〇
年
二
月
七
日
、
八
日
の
『
上
海

日
報
』
。

（
49
） 
蔣
介
石
の
弁
明
に
つ
い
て
は
、
『
申
報
』
一
九
三
〇
年
二
月
十
五
日
「
蔣

抱
完
成
革
命
決
心
」
。

（
50
） 

ソ
コ
ル
ス
キ
ー
（
一
八
九
三
―
一
九
六
二
）
は
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
記
者
で

あ
り
、
蔣
介
石
政
権
と
は
深
い
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
政

策
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。W

arren C
ohen, Th

e C
hinese C

onnection: 
Roger S. G

reene, Th
om

as W
. Lam

ont, G
eorge E. Sokolsky and Am

erican–
East Asian Relations, N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity Press, 1978

を
参

照
。

（
51
） 

谷
前
掲
「
橘
樸
に
よ
る
中
国
『
社
会
』
の
発
見
」
を
参
照
。

（
52
） G

eorge E. Sokolsky, “T
he D

ead H
and of the W

ord ”, T
he N

orth 
C

hina Sunday N
ew

s, February 1930, p. 23.

（
53
） 

橘
樸
「
『
武
力
統
一
』
の
論
争
」
『
上
海
週
報
』
一
九
三
〇
年
二
月
二
十
七

日
、
二
―
三
頁
。

（
54
） 

橘
樸
「
支
那
人
の
利
己
心
と
国
家
観
念
」
、
前
掲
『
支
那
思
想
研
究
』
三

〇
一
頁
。

（
55
） 

前
掲
『
上
海
週
報
』
四
―
六
頁
。

（
56
） 

前
掲
『
橘
樸
』
七
八
―
八
四
頁
。
橘
は
西
本
を
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
哲
学

の
口
吻
」
と
批
判
し
た
。

（
57
） 

橘
樸
「
私
の
方
向
転
換
」
『
満
洲
評
論
』
第
七
巻
第
六
号
、
一
九
三
四
年
、

三
四
頁
。

（
58
） 

橘
樸
「
王
道
の
実
践
と
し
て
の
自
治
」
『
満
洲
評
論
』
第
一
巻
第
一
五
号
、

一
九
三
一
年
、
二
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

生
存
権
、
福
祉
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
王
道
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は
じ
め
に

　

資
本
主
義
と
い
う
経
済
シ
ス
テ
ム
が
及
ぼ
し
て
い
る
弊
害
に
対
し
て
、

脱
成
長
型
の
共
同
体
に
希
望
的
観
測
を
見
出
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る

）
1
（

。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
、
田
辺
元
、
高
山
岩
男
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
か

ら
、
経
済
と
い
う
力
が
ふ
る
う
圧
倒
的
な
破
壊
力
に
対
し
て
、
抵
抗
し

つ
つ
同
時
に
そ
れ
を
超
克
す
る
思
想
を
模
索
し
、
資
本
主
義
社
会
と
格

闘
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
田
辺
は
「
国
家
論
」
、
高
山
は
「
ゲ
ノ
ッ
セ

ン
シ
ャ
フ
ト
論
」
を
そ
れ
ぞ
れ
選
択
し
、
提
示
す
る
。
こ
の
数
十
年
、

よ
り
顕
著
と
な
っ
て
い
る
富
の
格
差
の
拡
大
が
示
す
よ
う
に
、
資
本
主

義
が
抱
え
る
問
題
が
深
刻
と
な
っ
て
い
る
現
在
、
資
本
主
義
へ
の
懐
疑

と
し
て
の
彼
等
の
思
想
を
再
考
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　

こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
線
と
し
て
、
テ

ン
ニ
ー
ス
の
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
に
お
け
る

個
と
社
会
の
関
係
を
も
ち
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
辺
と
高
山
の
政
治
哲

学
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た

概
念
を
独
自
の
意
味
付
け
を
し
な
が
ら
使
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
社
会
の
持
つ
独
特
の
共
同
体
意
識
が
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
論
と
呼

応
し
、
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
引
き
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
、
大
正
初

〈
公
募
論
文
〉

田
辺
元
と
高
山
岩
男
に
お
け
る
「
第
三
の
社
会
」

岩
井
洋
子
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期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
テ
ン
ニ
ー
ス
は
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た

）
2
（

。

こ
れ
か
ら
論
じ
る
二
人
も
テ
ン
ニ
ー
ス
と
は
異
な
る
方
向
で
は
あ
る
が
、

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
統
合
す
る
第
三
の
社
会
の

可
能
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
広
が
る
経
済
格
差
、
戦
争
の
足
音
が
近

づ
く
社
会
状
況
に
お
い
て
、
彼
等
は
社
会
そ
の
も
の
に
そ
の
要
因
を
求

め
た
。
ま
ず
は
、
本
論
に
先
立
っ
て
、
補
助
線
と
す
る
テ
ン
ニ
ー
ス
の

「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
か
ら
検
討
し
た
い
。

　

テ
ン
ニ
ー
ス
は
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
（
一

八
八
七
年
）
の
初
版
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
へ
の
移
行
を
運
動
と
し
て
動
的
に
と
ら
え
て
い
る
が
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
を
超
え
る
第
三
の
社
会
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
論
述
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
萌
芽
と
し
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

テ
ン
ニ
ー
ス
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
本
質
意
志

）
3
（

、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
は
選
択
意
志
と
い
う
定
式
化
を
お
こ
な
う
が
、
選
択
意
志
の
最
高

形
式
で
あ
る
意
識
性Bew

ußtheit

）
4
（

に
よ
っ
て
、
選
択
意
志
は
単
な
る

恣
意
で
は
な
く
道
徳
的
・
人
間
的
意
識
に
ま
で
発
展
向
上
す
る
と
し
、

そ
の
こ
と
に
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
る
新
し
い
社
会
の
可
能
性

を
み
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
テ
ン
ニ
ー
ス
が
第
三
の
社
会
の
可

能
性
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
、『
ゲ

マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
第
二
版
（
一
九
一
二
年
）
に

な
る
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
再
構
成
へ
の
姿
勢
は
よ
り
明
確
化
さ
れ

る
。
第
二
版
で
の
テ
ン
ニ
ー
ス
の
附
言

）
5
（

は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　

最
近
十
数
年
の
間
に
、
協
同
組
合
と
い
う
結
社
が
勢
力
を
得
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
協
同
組
合
の
法
的
形
式
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
的
要
素
を
全
く
含
ま
な
い
株
式
会
社
法
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
経
済
原
理
が
、

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
生
活
条
件
に
適
合
せ
る
形
態
を
と
っ
て
、
著
し
い

発
展
能
力
を
有
す
る
新
し
い
生
命
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら

れ
る

）
6
（

」
。
こ
れ
は
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
、
資
本
主
義
的
社
会
組
織
が

傍
若
無
人
に
破
壊
力
を
行
使
し
人
間
の
不
幸
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
諸
形
式
が
、
復
活
し
て
き
て
、
そ
の

根
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
テ
ン
ニ
ー
ス
は
、
協
同
組

合
（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
を
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
形
態
に
お
い
て

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
復
活
さ
せ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
資
本
主
義

的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
対
抗
し
う
る
も
の
と
し
て
、
位
置
付
け
る
よ
う

に
な
る
。
つ
ま
り
、
私
的
所
有
と
は
異
な
る
「
協
同
組
合
的

genossenschaftlich

」
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
社
会
的
共
同
性
に
、
テ

ン
ニ
ー
ス
は
期
待
を
寄
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

本
稿
の
目
的
は
具
体
的
に
は
以
下
の
仮
説
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
田
辺
元
、
高
山
岩
男
の
思
想
の
根
底
に
は
、
テ
ン

ニ
ー
ス
と
同
じ
く
、
資
本
主
義
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
根
底
か
ら
揺
り

動
か
そ
う
と
い
う
衝
動
―
―
そ
れ
が
国
家
の
肯
定
を
意
味
す
る
の
で
あ

れ
否
定
に
至
る
の
で
あ
れ
―
―
が
あ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
冒
頭
で

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位
置
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
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シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
統
合
の
試
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
二
人
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
師
弟
関
係
に
あ
る
二
人
を
と
ら

え
る
こ
と
で
、
そ
の
当
時
の
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
へ
の
抵
抗
の
思

想
が
、
一
つ
の
思
想
と
し
て
進
化
し
結
晶
化
す
る
過
程
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
項
で
は
、
田
辺
元
の

「
種
の
論
理
」
、
第
二
項
で
は
高
山
岩
男
の
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」

論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
仮
説
の
論
証
を
試
み
た
い
。

一　
　

田
辺
元
の「
第
三
の
社
会
」

1　

先
行
論
文
に
お
け
る
「
田
辺
の
政
治
哲
学
」
評
価

　

先
ず
、
田
辺
の
政
治
哲
学
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
ら
れ
て
き
た

か
を
考
察
す
る
。
一
九
五
一
年
発
刊
の
『
田
辺
哲
学
』
の
中
で
、
京
都

学
派
の
高
山
岩
男
、
辻
村
公
一
、
武
藤
一
雄
、
高
坂
正
顕
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
視
点
か
ら
田
辺
の
政
治
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

高
山
岩
男
は
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
満
州
事
変
を
転
機
と
し
た
国
家
主
義
的
傾
向
に
対
し
て
、

田
辺
は
「
種
の
論
理
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
民
族
国
家
を
肯
定
し
、

絶
対
的
な
も
の
と
す
る
ナ
チ
ズ
ム
的
立
場
に
否
定
的
態
度
を
と
り
、
そ

の
誤
謬
を
警
告
す
る
。
そ
し
て
、
田
辺
の
論
の
意
義
は
、
種
（
民
族
国
家
）

を
無
自
覚
の
ま
ま
類
（
普
遍
的
国
家
）
と
と
ら
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異

な
り
、
種
の
類
化
に
最
高
の
意
義
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る

）
7
（

。

　

辻
村
公
一
は
、
歴
史
の
危
機
の
克
服
を
目
的
と
し
た
も
の
と
し
て
田

辺
の
政
治
論
を
位
置
づ
け
る
。

　

田
辺
に
と
っ
て
の
歴
史
は
普
遍
と
特
殊
と
個
の
三
契
機
の
交
互
媒
介

的
循
環
と
い
う
三
一
性
に
お
い
て
生
成
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

特
殊
（
種
的
国
家
）
が
自
己
を
普
遍
化
し
た
の
が
全
体
主
義
フ
ァ
シ
ズ

ム
で
あ
り
、
個
が
自
己
を
普
遍
化
し
た
の
が
個
人
主
義
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

で
あ
る
。
田
辺
は
、
全
体
主
義
、
個
人
主
義
、
い
ず
れ
の
理
論
も
交
互

媒
介
の
弛
緩
を
も
た
ら
す
も
の
と
と
ら
え
、
三
契
機
の
交
互
媒
介
的
統

一
を
実
現
す
る
こ
と
で
歴
史
の
危
機
の
克
服
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
絶
対
無
を
実
現
す
る
個
人
の
行
為
を
通
し
て
お
こ
な

わ
れ
る
と
し
た
（
辺
・136

）
。

　

武
藤
一
雄
は
、
田
辺
は
、
社
会
民
主
主
義

）
8
（

を
提
唱
す
る
こ
と
で
、「
宗

教
と
政
治
の
逆
説
的
結
合
」
（
辺
・153

）
を
図
ろ
う
と
し
た
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
、
「
マ
ル
ク
ス
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
逆
説
的
結
合
」
（
辺
・

150

）
と
も
い
え
、
宗
教
的
信
仰
と
社
会
的
実
践
と
を
統
一
し
、
宗
教

的
解
放
即
社
会
的
解
放
と
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
「
友
愛
に
基
づ
く

宗
教
的
社
会
主
義
」
（
辺
・14

）
9
（9

）
に
外
な
ら
な
い
。
宗
教
と
政
治
の
逆

説
的
結
合
と
し
て
の
社
会
民
主
主
義
は
、
「
無
血
社
会
革
命
と
世
界
平

和
と
い
ふ
我
々
に
と
つ
て
緊
急
切
実
な
課
題
に
答
へ
ん
と
す
る
最
も
有

力
な
思
想
と
し
て
大
な
る
意
義
を
も
つ
」
（
辺
・153

）
と
評
価
す
る
。

　

高
坂
正
顕
は
、
田
辺
の
政
治
哲
学
は
、
民
主
主
義
と
社
会
主
義
、
そ

れ
ぞ
れ
矛
盾
対
立
す
る
も
の
が
交
互
否
定
に
よ
っ
て
転
換
転
入
さ
れ
、
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友
愛
の
原
理
に
基
づ
く
社
会
民
主
主
義
を
目
指
す
も
の
と
と
ら
え
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
「
合
法
的
改
良reform

と
非
合
法
的
革
命revolution

と
の
絶
対
否
定
的
中
と
し
て
、
革
新renovation

」
（
辺
・219

）
が
可

能
と
な
る
。
こ
の
革
新
の
立
場
は
、
闘
争
即
合
意
の
、
無
な
る
愛
の
立

場
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
は
異
な
る
が
、
次

の
よ
う
に
田
辺
の
政
治
哲
学
が
理
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
戦
前
は
、

民
族
国
家
の
絶
対
化
に
対
抗
す
る
目
的
で
「
種
の
論
理
」
が
提
出
さ
れ
、

民
族
国
家
を
普
遍
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
風
潮
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
。

戦
後
は
社
会
民
主
主
義
の
原
理
で
あ
る
友
愛
の
原
理
に
よ
っ
て
、
民
主

主
義
と
社
会
主
義
と
の
対
立
を
止
揚
し
よ
う
と
し
た
。

　

彼
等
は
、
田
辺
の
直
弟
子
た
ち
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
京
都
学
派
の
系

列
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
四
年
、
歴
史
学
の
立
場

か
ら
、
家
永
三
郎
は
、
「
田
辺
の
い
さ
さ
か
異
常
と
も
見
え
る
こ
の
短

期
間
に
集
中
し
た
政
治
的
発
言
は
、
そ
の
実
践
哲
学
の
具
体
化
で
あ
る

と
は
い
え
、
何
と
い
っ
て
も
田
辺
の
資
質
学
識
に
必
ず
し
も
適
応
し
な

い
領
域
で
あ
っ
た
た
め
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
理
論
の
精
緻
さ
に
比

べ
て
大
き
な
遜
色
の
あ
る
こ
と
は
覆
い
が
た
く
、
そ
の
方
面
の
練
達
者

か
ら
の
攻
撃
的
批
判
を
簡
単
に
こ
う
む
り
や
す
い
弱
点
を
随
処
に
含
ん

で
い
た
こ
と
は
否
み
得
な
い

）
10
（

」
と
批
判
す
る
。
一
九
七
五
年
、
中
埜
肇

は
、
田
辺
の
政
治
論
に
つ
い
て
「
そ
の
な
か
に
は
哲
学
者
田
辺
元
と
し

て
は
む
し
ろ
書
か
ず
も
が
な
と
思
わ
れ
る
も
の
も
無
く
は
な
い

）
11
（

」
と
し
、

さ
ら
に
「
政
治
哲
学
の
急
務
」
は
「
田
辺
の
真
率
な
憂
国
の
至
情
の
表

現
で
は
あ
る
も
の
の
、
思
想
的
に
は
む
し
ろ
貧
困
で
あ
り
、
社
会
科
学

的
分
析
の
不
足
と
あ
い
ま
っ
て
過
度
に
心
情
的
で
あ
る
と
い
う
印
象
は

否
み
難
い

）
12
（

」
と
述
べ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
田
辺
の
政
治
哲
学
に
対
す
る
否
定
的
評
価
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
年
、
嶺
秀
樹
は
、
田
辺
の
「
絶
対

媒
介
」
の
論
理
は
、
政
治
的
実
践
の
主
導
的
原
理
と
な
り
う
る
と
す
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
「
政
治
的
に
行
動
す
る
際
に
は
、
自
己
の
有
限
性

を
自
覚
し
、
絶
え
ざ
る
自
己
反
省
を
自
ら
に
課
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
）
13
（

」
か
ら
と
嶺
は
い
う
。
二
〇
一
三
年
、
合
田
正
人
も
、
「
種
の
論
理
」

は
「
戦
後
に
お
け
る
自
由
党
と
社
会
党
、
米
ソ
の
対
立
を
も
止
揚
し
、

さ
ら
に
は
、
戦
前
と
戦
後
、
左
翼
と
右
翼
、
民
族
主
義
と
市
民
主
義
、

伝
統
主
義
と
進
歩
主
義
、
権
力
と
反
権
力
と
い
っ
た
数
多
の
二
分
法
に

も
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
」
と
し
、
「
相
反
す
る
も
の
の
相
互
媒
介

を
累
乗
す
る
よ
う
な
仕
方

）
14
（

」
で
構
築
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
。

　

二
〇
一
六
年
、
田
口
茂
は
、
田
辺
の
国
家
論
は
、
「
国
家
主
義
へ
の

批
判
を
企
図
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
「
国
家
主
義
的
な
方
向
性

と
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
も
の

）
15
（

」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
そ
し

て
、
田
辺
が
国
家
を
「
絶
対
に
し
て
相
対
な
る
存
在

）
16
（

」
と
と
ら
え
る
両

義
性
は
、
絶
対
主
義
に
親
和
的
に
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
お
り
、
国
家

論
と
し
て
は
「
危
険
性
を
胚
胎
す
る
思
想
で
あ
っ
た

）
17
（

」
と
指
摘
す
る
。

二
〇
一
八
年
、
藤
田
正
勝
も
、
田
辺
が
民
族
国
家
の
絶
対
化
に
対
し
て
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「
世
界
歴
史
の
下
す
世
界
審
判
に
よ
り
破
壊
を
宣
せ
ら
れ
る
」
（
七
・

36
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
「
当
時
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な

い
ほ
ど
踏
み
込
ん
だ
発
言
で
あ
っ
た

）
18
（

」
と
評
し
て
い
る
が
、
同
書
の
中

で
、
田
辺
の
論
が
「
現
実
の
国
家
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
可
能
性
を
開

く
も
の
で
あ
っ
た

）
19
（

」
と
み
て
い
る
。
田
口
、
藤
田
の
論
は
正
反
対
の
二

つ
の
解
釈
を
も
た
ら
す
両
義
性
を
持
つ
と
こ
ろ
に
田
辺
の
限
界
が
あ
る

と
し
て
い
る
こ
と
で
共
通
す
る
。

　

一
方
、
二
〇
〇
七
年
、
子
安
宣
邦
は
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
に
つ

い
て
、
学
徒
動
員
さ
れ
た
戦
時
中
の
学
生
の
死
を
導
き
、
彼
ら
の
無
残

な
死
を
「
『
国
を
し
て
真
実
』
な
ら
し
め
る
死
」
と
し
た
「
残
虐
な
哲

学
の
論
理
」で
あ
る
と
批
判
し
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。「
日

本
の
国
家
的
な
挫
折
と
と
も
に
挫
折
し
た
の
は
『
種
の
論
理
』
で
あ
っ

た
。
民
族
的
国
家
日
本
の
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
『
種
の
論
理
』
は
、
廃
棄
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

）
20
（

」
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
七
年
、
佐
藤
優
は
、

田
辺
の
理
論
は
大
東
亜
戦
争
を
正
当
化
し
、
学
生
た
ち
に
特
攻
死
す
る

こ
と
を
正
当
化
し
た
と
述
べ
る

）
21
（

。

　

以
上
か
ら
と
ら
え
る
と
、
田
辺
の
研
究
史
に
は
、
三
つ
の
流
れ
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
国
家
主
義
を
理
論
づ
け
た
と
す
る
批
判
的
解
釈
と
、

民
族
国
家
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
「
種
の
論
理
」
を
提
示
し
た
と
い
う

肯
定
的
解
釈
、
さ
ら
に
は
両
義
性
を
も
つ
概
念
と
し
て
の
限
界
の
指
摘

で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
田
辺
の
理
論
が
全
体
主
義
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

点
で
批
判
的
立
場
に
立
つ
が
、
そ
れ
を
限
界
と
し
な
が
ら
、
時
代
の
危

機
突
破
の
変
革
理
論
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
構
想
し
た
の
か
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

2　

田
辺
元
―
―
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
る
「
第
三
の
社
会
」

　

田
辺
は
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
「
自
然
意
志
を
主

体
と
す
る
」
（
六
・136

）
、
「
種
」
と
し
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
「
利
益

社
会
が
選
択
意
志
を
主
体
と
す
る
契
約
的
結
合
」
（
六
・136

）
と
し
て

「
個
」
の
立
場
と
と
ら
え
、
さ
ら
に
「
国
家
」
は
両
者
の
綜
合
と
し
て

の
「
類
」
に
相
当
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
時
間
軸
に
そ
っ
て
、

（
ⅰ
）
「
種
的
共
同
社
会
」
（
七
・30

）
（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
か
ら
、（
ⅱ
）

「
個
的
契
約
社
会
」
（
七
・30

）
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
、
そ
し
て
、
両
者
の

綜
合
と
し
て
、
（
ⅲ
）
国
家
「
種
と
個
と
の
交
互
否
定
的
媒
介
に
相
当

す
る
国
家
を
、
政
治
と
文
化
と
の
綜
合
の
主
体
と
し
て
建
設
せ
ら
れ
る

社
会
」
（
七
・30

）
へ
向
か
う
と
、
田
辺
は
考
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
田

辺
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
る
第
三
の
社
会

は
国
家
（
類
的
国
家
）
で
あ
る
と
み
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
田
辺
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い

る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
テ
ン
ニ
ー
ス
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
と
の
比
較
か
ら
こ
れ
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

　

田
辺
は
、
第
三
の
形
態
を
国
家
で
あ
る
と
と
ら
え
る
が
、
田
辺
と
同

じ
よ
う
に
、
国
家
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
の
綜
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合
と
と
ら
え
る
先
駆
的
存
在
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

人
倫Sittlichkeit

の
弁
証
法
的
発
展
か
ら
、
「
共
同
社
会
」
と
「
団
体

社
会
」
を
綜
合
す
る
第
三
形
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
人

倫
は
、
「
普
遍
に
お
け
る
個
体
の
喪
失
」
を
契
機
と
し
て
「
個
体
に
お

け
る
普
遍
の
損
失
」
へ
と
向
か
い
、
そ
し
て
、
「
普
遍
と
個
体
と
の
相

互
連
関
的
自
己
実
現

）
22
（

」
と
い
う
三
形
態
に
自
己
展
開
す
る
と
と
ら
え
ら

れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
田
辺
は
、
自
分
の
論
が
、
第
三
形
態
を
国
家
と
み
な

す
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
を
有
限

特
殊
な
存
在
で
あ
る
民
族
精
神
と
同
一
な
も
の
と
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
「
民
族
国
家
の
絶
対
主
義
に
導
く
」
（
六
・143

）
も
の
で
あ
る

と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
絶
対
媒
介

の
論
理
を
徹
底
せ
ず
、
民
族
国
家
を
国
家
と
し
て
絶
対
的
な
も
の
と
と

ら
え
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
（
六
・155

）
。
絶
対
媒
介
と
は
、
す
べ
て

の
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
他
者
と
の
媒

介
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
相
対
的
な
存
在
と
み
る
も
の
で
あ
る
（
六
・

473

）
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
媒
介
の
理
論
上
、
絶
対
的
な
も
の
は
存
在

し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
国
家
も
、
現
状
の
ま
ま
で
肯
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
不
断
の
更
改
に
よ
り
高
次
の
（
真
の
）
国
家
へ
と
向

か
う
動
的
な
存
在
と
さ
れ
る
。
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
に
お
け
る
国
家

は
、
「
種
」
と
し
て
の
民
族
協
同
体
を
、
「
個
」
の
道
徳
を
媒
介
と
し
て

「
類
」
的
国
家
に
到
達
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
主
観
的
道
徳

M
oralität

に

止

ま

ら

ず
、

人

倫Sittlichkeit

を

超

え

て
、

宗

教

Religion

の
絶
対
精
神
に
お
い
て
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
（
六
・154

）
。

　

以
上
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
田
辺
が
、

民
族
国
家
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
こ
か
ら
脱
皮

す
る
論
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
民
族
国

家
の
絶
対
化
に
対
抗
す
る
理
論
と
し
て
、
田
辺
は
絶
対
媒
介
の
論
理
を

用
い
て
、
ど
の
よ
う
な
理
論
を
形
成
し
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
な
も

の
と
す
る
た
め
に
は
テ
ン
ニ
ー
ス
と
の
比
較
が
有
効
な
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
田
辺
は
テ
ン
ニ
ー
ス
の
協
同
組
合
概
念
を
批
判
し
て
い

る
。
テ
ン
ニ
ー
ス
は
、
国
家
を
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
と
ら
え
る
。

そ
し
て
、
協
同
組
合G

enossenschaft

に
総
合
的
性
格
を
与
え
、
協
同

組
合
の
存
在
に
よ
っ
て
、
利
益
社
会
の
選
択
意
志
に
よ
る
共
同
社
会
の

解
体
を
矯
正
し
、
共
同
性
を
回
復
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
協

同
組
合
は
、
原
始
的
な
共
同
社
会
で
は
な
く
、
利
益
社
会
的
契
機
を
含

む
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
協
同
組
合
は
絶
対
否
定
性
が
な
い
即
自
的
直

接
統
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
協
同
組
合
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
総
合
と
い
う
よ
り
、
両
者
の
「
寧
ろ
折
衷
的
中

間
的
と
い
ふ
性
質
」
（
六
・138

）
を
持
つ
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
「
単

な
る
対
立
の
直
接
的
交
互
態
」
（
六
・139

）
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
協

同
組
合
や
協
合
社
会
は
、「
国
家
」
の
よ
う
に
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」（
六
・

152

）
に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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こ
の
批
判
か
ら
は
、
田
辺
が
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
の
綜
合
は
、
「
直
接
的
交
互
態
綜
合
」
と
し
て
の
協
同
組
合

G
enossenschaft

で
は
な
く
、
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
と
し
て
の
国
家
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ン
ニ
ー
ス
の
立
て
た
概

念
と
田
辺
の
そ
れ
に
は
齟
齬
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
テ
ン
ニ
ー
ス
に

お
け
る
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
同
一
の
目
的
を
持
っ
た
者
の
組
織
体
で
あ

る
。
そ
し
て
、
目
的
を
異
種
に
し
た
運
命
集
団
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

と
し
た
。
し
か
し
、
田
辺
は
種
＝
民
族
、
と
い
う
大
き
な
括
り
で
集
団

を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
、
個
人
そ
の
も
の
を
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

的
な
も
の
と
し
て
い
る
（
六
・136

）
。
し
た
が
っ
て
、
集
団
の
性
格
に

着
眼
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
運
命
的
・
非
選
択
的
か
、
自
発
的
・
選
択

的
か
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
を
拡
張
す
れ
ば
、
社
会
シ
ス

テ
ム
も
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
と
区
分
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
と
は
、
個
と
種
の
「
対
立
の
底
か
ら
両

者
を
否
定
し
て
而
も
そ
れ
等
を
相
互
媒
介
に
於
て
調
和
的
に
生
か
す
総

合
態
」
（
六
・138

）
で
あ
る
と
田
辺
は
い
う
。
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」

と
は
、
「
種
」
と
「
個
」
だ
け
で
は
相
互
に
否
定
的
に
対
立
す
る
が
、

国
家
に
よ
っ
て
直
接
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
で
、
動
即
静
の
具
体
的
調
和

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
種
」
と
「
個
」
が
合
一
す
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
「
個
」
と
「
種
」
の
関
係
は
、
対
立
的
で
あ
る
が
、

相
手
の
存
在
が
消
え
る
と
自
ら
の
存
在
も
消
滅
す
る
と
い
う
不
安
動
揺

の
関
係
に
あ
り
、
両
者
は
対
立
と
不
安
予
想
の
緊
張
の
動
的
統
一
を
な

し
て
い
る
（
六
・139

）
。
こ
の
動
的
統
一
と
は
、
対
立
す
る
も
の
が
、

対
立
す
る
二
つ
の
地
点
を
自
由
に
往
来
し
て
い
る
こ
と
で
成
立
し
て
い

る
動
的
均
衡
状
態
を
さ
す
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
を
統
合
す
る
も
の
と

し
て
の
「
類
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
動
即
静
の
具
体

的
調
和
」（
六
・142

）
的
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
真
の
平
和
と
は
「
対

立
の
絶
対
否
定
的
動
的
均
衡
」
（
六
・142

）
に
、
そ
し
て
、
そ
の
運
動

の
安
定
に
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
共
同
社
会
の
「
種
」
と
、
利
益
社
会
の
「
個
」
に
対

し
て
、
「
類
」
と
し
て
両
者
を
綜
合
す
る
第
三
の
社
会
は
、
田
辺
に
よ

れ
ば
、
特
別
な
性
質
を
帯
び
た
「
国
家
」
で
あ
る
。
こ
の
田
辺
の
主
張

は
、
き
わ
め
て
綿
密
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
対
立
す
る
も
の
は
緊
張
関

係
の
う
ち
に
あ
る
が
、
均
衡
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
激
し
い
対
立

を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
無
始
無
終
の
動
的
関
係
に
あ

る
の
で
、
発
展
史
観
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
発
展
史
観
の
よ

う
に
未
来
に
到
達
点
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
現
実
に
生
き
て
い
る
人
々

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
さ
ら
に
動
的
均
衡
状
態
の
統
一
が
平
和

と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
紛
争
が
必
ず
し
も
合
理
的
解
決
の
手
段

と
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
理
論
は
、
有
と
さ
れ
た
瞬
間
、
同
一
性
論
理
の
一
種
と
な
る
と

い
う
論
理
か
ら
静
止
的
な
も
の
が
存
在
し
な
い
た
め
、
他
の
イ
デ
オ
ロ
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ギ
ー
か
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
有
し
な
い
。
逆
に
、
こ
こ
で
は
、

共
産
主
義
、
自
由
主
義
な
ど
が
契
機
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
媒
介
物
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
絶
対
否
定
態
」
で
は
全
て

の
政
治
理
論
の
相
対
化
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
理
論
上
は
、
一
つ
の
体

制
が
政
治
を
独
占
す
る
専
制
主
義
は
生
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
種

を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
民
族
国
家
も
否
定
さ
れ
る
。
田
辺
は
、
民
族

国
家
の
絶
対
化
は
「
世
界
歴
史
の
下
す
世
界
審
判
に
よ
り
破
滅
を
宣
せ

ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
ざ
る
」
（
七
・36

）
も
の
で
あ
り
、「
特
殊
の
普
遍
化
、

相
対
の
絶
対
化
」
（
七
・37

）
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
満
州
事

変
以
降
の
民
族
主
義
に
基
づ
い
た
侵
略
主
義
、
帝
国
主
義
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
り
、
民
族
国
家
を
高
調
す
る
ナ
チ
ズ
ム
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
第
三
の
社
会
を
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
と
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
民
族
主
義
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
、
理
論
上
は
可
能
と
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
裏
面
と
し
て
持
つ
、
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
の
静

的Sein

で
も
動
的W

erden

で
も
な
い
特
殊
性
ゆ
え
、
い
か
な
る
思
想

も
否
定
す
る
と
と
も
に
い
か
な
る
思
想
も
肯
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
こ
と
か
ら
、
抵
抗
の
思
想
と
は
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
逆
に
、
現
実

を
肯
定
し
、
そ
の
あ
り
方
を
維
持
強
化
す
る
思
想
と
し
て
作
用
し
て
い

く
。

　

戦
後
、
田
辺
は
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
戦
争
の
原
因
は
資
本
主

義
の
含
む
矛
盾
が
招
い
た
大
財
閥
と
中
小
資
本
層
の
対
立
、
又
資
本
階

級
と
官
僚
軍
閥
と
の
対
立
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
も

「
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
内
部
に
伏
在
す
る
矛
盾
を
克
服
し
て
居
る
の

で
は
決
し
て
な
い
」
（
八
・313

）
。
「
歴
史
的
に
も
は
や
資
本
主
義
が
そ

の
妥
当
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
や
う
に
な
り
、
社
会
主
義
の
時

代
」
（
八
・453

）
に
入
り
つ
つ
あ
る
。

　

田
辺
は
、
資
本
主
義
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
社
会
民
主
主
義
を
と

ら
え
、
日
本
復
興
の
原
理
と
し
て
社
会
民
主
主
義
を
提
唱
す
る
。
こ
こ

で
の
社
会
民
主
主
義
と
は
、
社
会
主
義
の
実
現
の
「
方
法
」
と
し
て
過

渡
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
田
辺
の
主
張
す
る
社
会
民

主
主
義
は
一
般
的
な
意
味
で
の
社
会
民
主
主
義
で
は
な
い
。
田
辺
に

よ
っ
て
考
え
、
再
定
義
さ
れ
た
社
会
民
主
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
友

愛
連
帯
を
原
理
と
す
る
「
友
愛
民
主
主
義
」
（
八
・360

）
、
「
連
帯
民
主

主
義
」（
八
・318

）「
奉
仕
民
主
主
義
」（
同
上
）
等
と
、
田
辺
自
身
に
よ
っ

て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

　

田
辺
は
、
自
由
は
平
等
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に

自
由
と
な
る
の
で
あ
り
、
民
主
主
義
は
、
「
社
会
政
策
を
採
用
す
る
こ

と
に
よ
り
資
本
主
義
制
度
の
内
部
的
困
難
を
克
服
す
る
な
ら
ば
、
過
去

の
繁
栄
を
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
八
・311

）
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
「
経
済
的
革
新
が
政
治
的
自
由
の
条
件
」
（
八
・336

）
で
あ
る

と
し
、
経
済
的
不
平
等
の
た
め
に
自
由
も
喪
失
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自

由
と
平
等
と
が
同
時
に
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し

て
、
民
主
主
義
に
「
自
由
」
を
、
社
会
主
義
に
「
平
等
」
を
配
し
、
両
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者
の
媒
介
に
社
会
民
主
主
義
の
課
題
を
み
よ
う
と
す
る
。

　

し
か
し
、
田
辺
に
よ
れ
ば
、
こ
の
課
題
は
「
社
会
民
主
主
義
な
る
概

念
を
形
造
る
だ
け
で
解
か
れ
る
も
の
で
な
く
」
（
八
・319

）
と
あ
る
よ

う
に
、
概
念
の
形
成
で
は
実
現
せ
ず
、
社
会
主
義
の
平
等
と
民
主
主
義

の
自
由
と
い
う
矛
盾
す
る
対
立
物
が
、
矛
盾
対
立
に
よ
っ
て
自
己
崩
壊

に
陥
る
臨
界
点
に
お
い
て
、
自
己
を
突
破
し
、
奉
仕
民
主
主
義
、
連
帯

民
主
主
義
に
ま
で
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
解
決
さ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
従
来
の
意
味
で
の
社
会
民
主
主
義
の
段
階
で
は
、
社

会
主
義
と
民
主
主
義
の
中
間
と
し
て
「
折
衷
妥
協
の
相
対
主
義
」
（
八
・

337

）
の
段
階
に
止
ま
り
、
功
利
主
義
的
相
対
主
義
を
超
え
る
絶
対
的

規
準
を
欠
く
と
田
辺
が
懸
念
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
田
辺
は
、

社
会
民
主
主
義
の
持
つ
功
利
主
義
的
相
対
主
義
を
乗
り
越
え
る
た
め
、

弁
証
法
的
に
社
会
民
主
主
義
の
哲
学
的
確
立
を
お
こ
な
う
。
田
辺
に

と
っ
て
弁
証
法
と
は
、
唯
物
弁
証
法
の
よ
う
に
経
験
界
に
の
み
妥
当
す

る
論
理
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
叡
智
界
よ
り
経
験
界
に
還
帰
す
る

論
理
と
さ
れ
、
田
辺
は
、
そ
こ
に
相
対
主
義
を
超
え
る
絶
対
的
規
準
を

と
ら
え
る
。

　

で
は
、
田
辺
の
い
う
社
会
民
主
主
義
の
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
こ
の
社
会
は
、
無
一
物
の
所
有
放
棄
、
無
一
物

の
有
無
を
超
え
た
友
愛
連
帯
の
宗
教
的
立
場
に
立
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
功

利
主
義
の
清
算
は
、
「
物
の
束
縛
を
脱
し
た
無
一
物
の
立
場
に
於
て
す

る
外
な
い
」
（
八
・320

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
社
会
は
、
一
家
の
兄
弟

の
関
係
に
た
と
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
貫
か
れ
て
い
る
原
理
は
功
利
主
義

で
は
な
く
、
「
二
律
背
反
的
矛
盾
を
無
の
創
造
的
統
一
に
転
」
（
八
・

394

）
ず
る
友
愛
連
帯
、
友
愛
奉
仕
と
い
う
友
愛
の
原
理
で
あ
る
。
社

会
民
主
主
義
の
課
題
で
あ
っ
た
自
由
と
平
等
の
統
一
は
、
戦
前
は
国
家

が
そ
れ
を
お
こ
な
う
も
の
と
さ
れ
た
が
、
戦
後
は
友
愛
の
原
理
を
原
則

と
す
る
社
会
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
兄
弟
が
友
愛
奉
仕
の
連
帯
関
係

に
あ
る
よ
う
に
、
「
全
体
が
連
帯
責
任
の
関
係
に
於
て
交
互
的
に
統
一

せ
ら
る
ゝ
」
（
八
・318

）
上
下
一
体
な
る
連
帯
関
係
が
完
成
態
と
さ
れ
、

こ
れ
は
「
友
愛
奉
仕
の
連
帯
民
主
主
義
」（
八
・320

）
、「
交
互
奉
仕
集
団
」

（
八
・318

）
と
も
呼
ば
れ
る
。
田
辺
は
、
こ
の
連
帯
性
に
よ
っ
て
資
本

主
義
に
対
抗
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
み
る
。
連
帯
性
に
よ
り
形
成
さ
れ

た
団
体
が
資
本
主
義
の
適
用
さ
れ
な
い
領
域
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
資

本
主
義
に
対
抗
す
る
手
段
だ
と
田
辺
は
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
加

え
て
、
田
辺
は
社
会
的
不
平
等
の
原
因
は
、
土
地
の
私
有
の
拡
大
と
遺

産
継
承
に
あ
る
と
し
、
そ
の
解
決
方
法
と
し
て
、
国
家
に
、
国
家
統
制

の
最
小
限
の
役
割
と
し
て
「
私
有
の
国
家
的
制
限
と
不
断
再
分
配
」（
八
・

363

）
を
お
こ
な
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
田
辺
の
い
う

社
会
民
主
主
義
は
、
現
実
に
存
在
す
る
社
会
民
主
主
義
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
通
常
の
社
会
民
主
主
義
と
は
、
市
場
経
済
を
前
提
と
し
な

が
ら
も
全
面
的
な
自
由
を
市
場
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
国
家
が
積
極

的
に
介
入
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
市

場
の
自
由
と
国
家
に
よ
る
管
理
が
、
統
合
、
も
し
く
は
均
衡
が
と
ら
れ
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て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
田
辺
に
と
っ
て
、
絶
対
否
定
性
の
な
い

「
折
衷
妥
協
の
相
対
主
義
」
（
八
・337

）
と
し
て
、
否
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

　

田
辺
の
主
張
す
る
社
会
民
主
主
義
が
い
か
な
る
類
型
を
念
頭
に
置
い

た
の
か
、
そ
れ
が
国
家
型
社
会
主
義
な
の
か
、
フ
ラ
ン
ス
に
み
ら
れ
る

社
会
保
障
充
実
型
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
田

辺
の
構
想
す
る
社
会
が
、
不
断
に
形
成
さ
れ
続
け
る
も
の
で
あ
り
、「
無

か
ら
の
創
造
と
し
て
新
事
態
」（
八
・394

）
と
し
て
既
存
の
制
度
に
よ
っ

て
把
握
で
き
な
い
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
を
変
革
で
き

る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

描
か
れ
た
社
会
は
、
田
辺
の
述
べ
る
よ
う
に
「
い
は
ゆ
る
民
主
主
義
の

顛
倒
で
あ
り
超
越
」
（
八
・318

）
で
あ
り
、
同
時
に
私
的
利
益
追
求
を

原
則
と
す
る
資
本
主
義
と
も
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
「
絶

対
否
定
的
中
と
し
て
、
革
新renovation

」
（
八
・394
）
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
民
主
主
義
、
資
本
主
義
も
契
機
と
し
て
内
在
す
る
、
対
立
物

の
動
的
均
衡
状
態
で
あ
る
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
田
辺
は
、
戦
前
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル

シ
ャ
フ
ト
の
超
克
と
し
て
「
国
家
」
に
よ
る
総
合
を
述
べ
て
い
た
が
、

戦
後
は
友
愛
の
原
理
に
基
づ
く
社
会
民
主
主
義
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

「
社
会
」
に
よ
り
超
克
さ
れ
る
と
み
る
。
そ
の
論
理
の
基
軸
と
な
る
も

の
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
一
貫
し
て
お
り
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
と
言

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
動
的
均
衡
状
態
を
理
想
状
態
と
置
く

こ
と
か
ら
、
戦
前
は
矛
盾
す
る
も
の
に
「
調
和
」
を
与
え
る
面
が
、
戦

後
は
不
断
の
転
換
に
よ
る
統
一
状
態
を
目
指
す
過
程
の
反
復
に
お
い
て
、

漸
進
的
に
「
革
新
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

し
か
し
、
田
辺
の
論
の
問
題
は
、
理
論
的
整
合
性
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
個
を
不
当
に
抑
圧
す
る
傾
向
を
有
す
る
点
に

あ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
超
克
を
す
る
「
愛
」
の
解
釈
に

も
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
愛
は
「
他
者
の
た
め
に
自
己

を
犠
牲
に
し
そ
の
媒
介
と
な
る
愛
」
（
八
・391

）
、
「
み
づ
か
ら
を
自
己

否
定
す
る
愛
の
原
理
」
（
八
・403

）
と
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
戦
前

の
道
徳
の
第
一
義
が
「
自
己
の
私
欲
を
放
棄
し
て
国
家
に
身
を
献
げ
る
」

（
八
・210

）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
論
理
上
同
義
で
あ
り
、
戦
前
、
戦

後
を
通
じ
て
田
辺
の
論
の
中
で
の
個
人
は
、
理
想
と
す
る
社
会
を
実
現

す
る
一
契
機
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
そ
し
て
、
矛
盾
原
理
の
自
己
突
破
に
よ
っ
て
無
を
と
ら
え
る
と

い
う
論
理
か
ら
は
、
闘
争
（
戦
争
）
は
否
定
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
む

し
ろ
徹
底
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
の
尊
厳
を
看

過
し
た
も
の
で
、
結
局
、
全
体
の
目
的
の
た
め
に
個
人
が
犠
牲
を
強
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
田
辺
は
、
功
利
主
義
的
相
対
主
義
を
超
え
る
絶
対
的
基
準
と

し
て
形
而
上
学
的
原
理
で
あ
る
無
を
用
い
て
い
る
が
、
次
節
で
述
べ
る
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高
山
岩
男
は
、
直
接
、
田
辺
を
批
判
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、
先
験

的
次
元
の
価
値
的
原
理
（
無
）
と
い
う
超
政
治
的
原
理
を
特
殊
意
志
、

経
験
意
志
の
領
域
で
あ
る
政
治
の
次
元
に
持
ち
こ
む
こ
と
は
、
民
主
的

な
多
数
決
に
よ
る
政
治
的
民
主
主
義
の
否
認
と
な
り
、
そ
れ
は
や
が
て

指
導
者
を
人
間
の
ま
ま
神
格
視
す
る
全
体
主
義
に
陥
る
と
批
判
す
る

）
23
（

。

さ
ら
に
、
別
の
箇
所
で
高
山
は
、
「
自
由
平
等
の
利
益
的
契
約
的
人
工

社
会
に
突
如
友
愛
を
持
ち
出
す
こ
と
自
身
が
、
余
り
に
も
思
想
的
『
音

痴
』
に
過
ぎ
、D

eus ex m
achina

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
）
24
（

」
と
し
、
田
辺
の
論
理
に
疑
義
を
唱
え
て
い
る
。
田
辺
と
高
山
は
師

弟
関
係
に
あ
る
が
、
高
山
は
ど
の
よ
う
に
田
辺
の
批
判
的
継
承
を
し
た

の
か
。二　

高
山
岩
男
の「
第
三
の
社
会
」

1　

先
行
論
文
か
ら
み
た
高
山
岩
男
の
「
政
治
哲
学
」

　

高
山
岩
男
は
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
っ
た
。

高
山
は
一
九
四
六
年
、
定
年
退
官
し
た
田
辺
の
後
を
受
け
て
京
都
大
学

の
教
授
と
な
っ
た
が
、
同
年
、
G 

H 

Q
に
よ
り
公
職
追
及
を
受
け
て
い

る
。
一
九
五
一
年
に
、
公
職
追
放
が
解
除
さ
れ
た
後
、
高
山
は
一
九
五

五
年
に
日
本
大
学
法
学
部
教
授
と
な
り
、
そ
の
時
期
よ
り
意
欲
的
に
政

治
哲
学
を
論
ず
る
よ
う
に
な
る
。

　

高
山
は
、
戦
前
、
蓑
田
胸
喜
ら
国
粋
主
義
者
た
ち
か
ら
激
し
い
攻
撃

を
受
け
て
い
た
。
一
九
四
三
年
、
田
中
忠
雄
は
、
高
山
の
『
文
化
類
型

学
』
を
「
日
本
の
古
典
に
文
化
の
発
展
分
化
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

尺
度
を
適
用

）
25
（

」
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
国
日
本
を
口
に
す
る
資
格
は
な

い
と
し
、「
『
日
本
神
話
』
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
や
う
な
『
哲

学
』
な
ら
ば
、
一
刻
も
早
く
撲
滅
す
べ
き
で
あ
る
。
〔
…
…
〕
か
や
う

な
人
達
が
、
宣
戦
の
御
詔
書
と
は
無
関
係
に
、
西
洋
追
随
の
『
理
念
』

を
操
つ
て
『
総
力
戦
の
哲
学
』
を
あ
げ
つ
ら
ふ
有
様
は
、
ま
こ
と
に
戦

慄
す
べ
き
も
の
が
あ
る

）
26
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
高
山
は
、
国

粋
主
義
を
奉
じ
る
当
時
の
右
翼
か
ら
、
敵
性
思
想
を
提
唱
し
、
反
戦
的
、

敗
戦
的
、
反
国
家
的
思
想
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
危
険
視
さ
れ
、
集
中

攻
撃
を
浴
び
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
は
、
日
本
の
侵
略
を
正
当
化
し
、

戦
争
協
力
を
し
た
と
し
て
左
翼
陣
営
に
よ
っ
て
叩
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

轟
孝
夫
に
よ
れ
ば
、
京
都
学
派
、
並
び
に
高
山
の
再
評
価
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う

）
27
（

。

　

一
九
八
〇
年
、
廣
松
渉
は
、
「
高
山
岩
男
氏
の
『
世
界
史
の
哲
学
』

な
る
も
の
が
い
か
な
る
論
脈
に
お
い
て
『
大
東
亜
戦
争
』
ひ
い
て
は
第

二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
『
枢
軸
国
』
側
の
戦
争
目
的
と
そ
の
政
策
を

イ
デ
オ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
に
追
認
し
且
つ
合
理
化
す
る
も
の
で
あ
る
か

）
28
（

」

は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
高
山
は
大
東
亜
共
栄
圏
を
哲
学
的
に
合
理
化

し
た
と
す
る
。
一
九
七
四
年
、
家
永
三
郎
は
「
軽
薄
で
露
骨
な
時
局
便

乗
を
公
然
と
く
り
ひ
ろ
げ
た

）
29
（

」
と
し
て
高
山
の
名
を
あ
げ
、
さ
ら
に
『
世

界
史
的
立
場
と
日
本
』
の
中
の
高
山
の
発
言
を
「
さ
な
が
ら
酔
漢
が
気
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焔
」
「
知
性
の
低
い
放
言

）
30
（

」
と
評
し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
、リ
オ
タ
ー

ル
は
、
高
山
の
「
世
界
史
の
哲
学
」
は
大
東
亜
共
栄
圏
に
対
す
る
「
日

本
の
事
実
上
の
支
配
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

）
31
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
、
高
橋
哲
哉
は
、
高
山
の
思
想
は
反
帝
国
主
義
の
仮
面
を

被
っ
た
帝
国
主
義
で
あ
る
と
と
ら
え
、
大
東
亜
戦
争
は
ア
ジ
ア
の
解
放

を
め
ざ
す
反
帝
国
主
義
的
戦
争
で
あ
っ
た
と
い
う
高
山
の
思
想
に
対
し

て
「
『
建
設
的
』
に
『
継
承
』
し
て
い
こ
う
と
い
う
議
論

）
32
（

」
に
警
戒
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
批
判
的
評
価
と
は
異
な
り
、
一
九
九
九
年
、
花
澤
秀
文
は
、

京
都
学
派
の
海
軍
へ
の
協
力
意
図
は
「
開
戦
論
に
傾
く
陸
軍
を
牽
制
す

る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た

）
33
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
高
山

の
思
想
的
価
値
に
つ
い
て
は
「
人
間
至
上
主
義
の
哲
学
に
立
脚
し
た
人

間
観
の
上
に
立
つ
社
会
革
命
の
思
想
、
社
会
征
服
の
思
想
を
批
判

）
34
（

」
し
、

近
代
の
持
つ
問
題
性
や
近
代
固
有
の
人
間
至
上
主
義
の
独
善
に
対
し
て

警
鐘
を
発
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
と
す
る
。

　

二
〇
一
四
年
、
朝
倉
友
海
は
、
高
山
の
世
界
史
的
立
場
は
戦
時
下
に

横
行
し
て
い
た
国
粋
的
日
本
主
義
者
に
対
抗
す
る
も
の
に
他
な
ら
ず
、

必
ず
し
も
戦
争
推
進
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ

の
理
由
と
し
て
国
粋
主
義
者
た
ち
か
ら
激
し
い
攻
撃
を
受
け
て
い
た
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
海
軍
嘱
託
と
し
て
の
役
割
は
、
戦
前
は

い
か
に
し
て
陸
軍
の
暴
走
を
抑
え
る
か
に
あ
り
、
開
戦
後
は
い
か
に
有

利
に
戦
争
を
終
結
さ
せ
る
か
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
高
山
を
戦
争
協
力
者

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
る
と
す
る

）
35
（

。
本
稿
は
、
高
山
の

戦
前
に
お
け
る
国
家
主
義
や
戦
争
協
力
に
問
題
が
あ
る
と
と
ら
え
る
立

場
に
立
つ
が
、
花
澤
、
朝
倉
の
論
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
戦
後
の
高
山

が
示
し
た
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
に
、
転
換
期
克
服
の
論
と
し
て
の

思
想
的
意
義
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

2　

高
山
岩
男
―
―
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
る
「
第
三
の
社
会
」

　

こ
こ
で
は
、
高
山
が
、
田
辺
の
友
愛
の
原
理
に
基
づ
く
理
論
を
継
受

し
つ
つ
、
そ
れ
を
い
か
に
発
展
さ
せ
た
か
を
検
討
す
る
。

　

高
山
の
社
会
論
も
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
』
を
出
発
点
と
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
テ
ン
ニ
ー
ス

の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
論
に
影
響
を
与
え
た
ギ
ー
ル
ケ
に
依
拠
し
つ
つ

自
己
の
論
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
高
山
の
テ
ン
ニ
ー
ス
解

釈
は
、
事
実
上
、
テ
ン
ニ
ー
ス
自
身
の
テ
キ
ス
ト
の
分
析
と
い
う
よ
り
、

高
山
に
よ
る
ギ
ー
ル
ケ
理
解
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
が
、
そ
れ
は

以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　

テ
ン
ニ
ー
ス
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
自
由
と
平
等
で
あ
る
と
前
提
さ
れ

る
人
間
が
利
益
と
契
約
で
結
び
つ
く
社
会
を
規
範
と
し
て
い
る
人
為
的

社
会
を
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
し
、
利
益
契
約
関
係
で
は
割
り
切
れ
な
い

hum
ann nature

の
上
に
で
き
て
い
る
自
然
社
会
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
と
し
た
。
そ
し
て
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
意
義
と
し
て
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
の
代
表
的
な
も
の
は
「
家
族
」
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
代
表
的
な
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も
の
は
「
株
式
会
社
」
と
し
、
人
間
社
会
に
本
質
を
異
に
す
る
「
異
質

0

0

的
な
二
類
型

0

0

0

0

0

の
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
た

）
36
（

」
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
社
会
を
商
工
業
都
市
社
会
と
い
う
社
会
構
造
に
一

本
化
す
る
と
い
う
風
潮
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
り
、
テ
ン
ニ
ー
ス
以
来
、

社
会
を
二
つ
の
基
本
類
型
か
ら
考
察
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

テ
ン
ニ
ー
ス
が
「
家
族
」
を
第
一
類
型
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
り
、
ギ
ー

ル
ケ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
あ
た
る
第
三
類
型
と
み
る
の
が
妥
当

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
家
と
い
う
団
体
は
、
「
人
間
社
会
の
縮
図
の
や

う
な
具
体
性
を
も
つ

）
37
（

」
も
の
で
あ
り
、
非
合
理
な
血
縁
性
別
の
団
体
と

は
割
り
切
れ
な
い
複
雑
な
要
素
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
高
山
が
、
家
族
を
第
一
類
型
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
は

な
く
、
第
三
類
型
と
と
ら
え
た
理
由
は
、
高
山
が
家
族
を
基
礎
に
し
た

自
由
平
等
の
観
念
を
と
ら
え
、
そ
こ
に
日
本
独
自
の
団
体
観
を
見
出
し

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
高
山
は
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
補
助
線
に
し
つ
つ
、
日
本
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
内
面
的
発

展
連
関
を
と
ら
え
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
超
克
の
方
法
を
求
め
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
、
日
本
と
い
う
特
殊
性
に
お
け
る
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
の
超
克
の
仕
方
と
し
て
高
山
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
提
示

し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
高
山
は
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
「
共

同
体
」
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
利
益
「
結
合
社
会
」
と
し
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
超
克
す
る
も
の
を
「
協
同
社
会
」
あ
る
い
は
「
協
同
団
体
」
と

名
付
け
る
。
戦
前
の
高
山
は
、
利
益
「
結
合
社
会
」
で
あ
る
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
超
克
の
方
法
を
、
三
つ
提
示
し
て
い
る
が
、
『
哲
学
的
人
間
学
』

の
中
で
は
そ
の
う
ち
の
二
つ
を
提
示
し
て
お
り
、
一
つ
は
結
合
社
会
の

内
部
で
共
同
団
体
の
具
体
的
普
遍
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
成
立
す
る
ゲ

ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
結
合
社
会
を
「
民
族
の

基
体
の
上
に
政
治
的
組
織
を
有
す
る
具
体
的
普
遍

）
38
（

」
と
し
て
の
新
た
な

共
同
体
に
止
揚
す
る
団
体
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
国
家
が
出
現
す
る

こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
役
割
は
、
発
展
段
階
に
お
け
る
結
合
社
会
を
止

揚
し
、
新
た
に
共
同
団
体
の
立
場
で
そ
れ
を
統
一
的
に
組
織
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
倫
が
、
結
合
社
会
の
分
裂
態
を
媒
介
し
て
基
体

を
獲
得
し
、
自
覚
的
総
合
に
到
達
し
た
の
が
国
家
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
は
「
真
実
の
具
体
的
普
遍
」
「
最
高
の
具
体

的
普
遍
」
（
哲
・221

）
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
高
山
は
一
九
三
八
年
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
で
自

己
の
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
超
克
の
さ
ら
な
る
形

態
を
一
九
四
二
年
の
『
中
央
公
論
』
で
提
示
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
結

合
社
会
」
か
ら
「
協
同
社
会
」
へ
の
転
換
を
、
文
化
理
念
で
も
な
い
、

道
徳
理
念
で
も
な
い
、
道
義
的
生
命
力
の
発
現
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義

を
発
展
さ
せ
た
思
想
で
あ
る
利
己
主
義
が
克
服
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
。
高
山
は
、
功
利
主
義
的
、
快
楽
主
義
的
な
既
成
道
徳
に
対
し
て
、

こ
れ
を
否
定
す
る
の
は
、
経
済
と
倫
理
と
の
統
一
に
あ
り
、
こ
の
統
一
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は
「
既
成
道
徳
を
否
定
す
る
道
義
的
生
命
力

）
39
（

」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と

す
る
。

　

以
上
か
ら
と
ら
え
る
と
、
敗
戦
前
の
高
山
は
、
結
合
社
会
が
も
た
ら

し
た
歴
史
的
転
換
期
に
お
い
て
、
そ
の
処
方
箋
と
し
て
、
（
ⅰ
）
結
合

社
会
内
部
に
生
成
さ
れ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
（
ⅱ
）
結
合
社
会

と
共
同
体
を
止
揚
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
家
、
（
ⅲ
）
道
義
的
生
命
力

に
よ
る
倫
理
と
経
済
の
統
一
、
と
い
う
三
つ
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
が
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
『
哲
学
的
人
間
学
』
で
補
足
的
な

論
と
し
て
わ
ず
か
に
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
道
義
的
生
命
力
は
敗
色

の
濃
い
戦
争
体
制
下
に
書
か
れ
た
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
戦
争
を
鼓
舞

す
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
高
山
は

『
哲
学
的
人
間
学
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ

ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
統
一
は
国
家
に
よ
る
も
の
を
第
一
義
と
し
て
い
た
と

判
断
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

『
哲
学
的
人
間
学
』
で
、
高
山
は
「
国
家
は
共
同
体
と
結
合
社
会
と

の
綜
合
の
意
義
を
も
つ
」（
哲
・218

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
田
辺
と
同
様
、

「
共
同
体
」（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
と
「
結
合
社
会
」（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）

の
統
合
を
な
す
の
は
「
国
家
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
高
山
と
田
辺
は

「
国
家
」
と
い
う
単
位
を
前
提
と
し
た
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
共
通
す
る
が
、
両
者
に
は
さ
ら
な
る
重
要
な
共
通
点
が
あ
る
こ

と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
対
立
が
あ
る
場
合
、
一
方
に
よ
っ

て
他
方
を
否
定
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
対
立
物
の
融
合
で
も
な
く
、

対
立
す
る
も
の
の
動
的
均
衡
を
理
想
状
態
と
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
田
辺
は
「
対
立
の
絶
対
否
定
的
動
的
均
衡
」（
六
・142

）
と
い
い
、

高
山
は
「
『
公
』
と
『
私
』
と
の
相
反
す
る
二
面
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

統
合

）
40
（

」
と
い
う
。
こ
の
共
通
点
は
田
辺
、
高
山
を
貫
く
大
き
な
特
徴
で

も
あ
る
。

　

高
山
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
関
係
を
「
公
」

と
「
私
」
と
の
対
立
に
置
き
換
え
、
国
家
に
「
公
」
と
「
私
」
の
対
立

の
緊
張
の
統
一
、
分
裂
の
結
合
、
相
反
を
和
解
さ
せ
る
役
割
を
与
え
て

い
る
。
こ
れ
を
高
山
は
、
結
合
社
会
（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
は
自
分
自

身
で
は
内
的
矛
盾
を
止
揚
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
、
高
次
元
な
人

間
団
体
と
し
て
の
国
家
が
「
結
合
社
会
の
私
的
原
理
と
公
的
原
理
と
の

分
裂
を
新
に
共
同
団
体
の
立
場
で
統
一
的
に
組
織
す
る
」
（
哲
・218

）

と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
国
家
が
新
し
い
関
係
性
を
構
築
す
る
こ
と

で
私
的
原
理
を
抑
制
し
、
私
的
原
理
と
公
的
原
理
の
統
一
を
図
る
こ
と

で
資
本
主
義
の
暴
走
を
食
い
止
め
る
と
さ
れ
る
。

　

戦
後
、
高
山
は
、
敗
戦
を
契
機
と
し
て
、「
国
家
」
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
統
合
す
る
第
三
形
態
と
す
る
こ
と
は
な
く

な
り
、
高
山
の
中
で
の
国
家
の
位
置
は
後
退
し
て
い
く
。
「
『
協
同
社
会
』

と
称
す
る
も
の
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
共
同
体
）
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
（
結
合
社
会
）
と
に
対
し
て
第
三
の
別
個
の
類
型

0

0

0

0

0

0

0

0

を
な
す
も
の

）
41
（

」
と

述
べ
る
よ
う
に
、「
国
家
」
で
は
な
く
、「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
、「
協

同
社
会
」
、
「
第
三
の
道
」
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
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を
統
合
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る

）
42
（

。

　

で
は
、
「
協
同
社
会
」
を
、
高
山
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て

い
る
の
か
。
高
山
は
「
協
同
社
会
」
と
は
、
「
結
合
社
会
」
の
合
理
的

知
性
を
通
っ
て
共
同
社
会
を
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
る

）
43
（

。

　

こ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
高
山
は
協
同
社
会
の
独
自

の
構
造
は
所
有
に
反
映
さ
れ
る
と
し
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
ゲ
ル
マ
ン
法

に
存
し
た
「
総
有
」G

esam
teigentum

と
い
う
概
念
か
ら
説
明
で
き

る
と
す
る
。
そ
し
て
、
高
山
は
「
総
有
」
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
「
連

帯
性
を
基
礎
に
置
く
不
可
分
の
一
体
性
」
と
い
う
有
機
体
的
関
係
を
、

す
べ
て
の
団
体
に
具
体
化
す
る
こ
と
で
、
協
同
社
会
の
構
図
が
描
き
出

さ
れ
る
と
主
張
す
る
（
倫
・288

）
。

　

で
は
、
こ
の
「
総
有
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
般
的
な

所
有
論
と
は
大
き
く
乖
離
す
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
制
度
の
成
立

と
と
も
に
確
立
し
た
私
有
財
産
制
度
下
で
は
、
所
有
権
と
は
、
質
的
に

異
な
っ
た
多
数
の
権
能
の
総
合
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
高
山
の
主
張
す
る
総
有
で
は
、
一
個
の
所
有
権
を
使
用
権
、
収
益

権
、
管
理
権
、
処
分
権
な
ど
質
的
に
異
な
っ
た
複
数
の
権
益
に
分
割
し
、

国
家
、
社
会
、
団
体
の
享
有
す
る
権
能
と
、
個
人
の
持
つ
権
能
を
物
件

に
応
じ
て
、
適
宜
配
分
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
山
の
言
葉
に
よ
れ

ば
、
「
成
員
の
総
体
た
る
社
会
の
も
つ
所
有
の
権
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
社
会
の
成
員
た

る
個
人
の
も
つ
所
有
の
機
能
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
両
者
を
合
し
た
と
き
始
め
て
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

個
の
完
全
な
所
有
権
と
な
る
よ
う
な
分
割
と
配
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（
倫
・285

）
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
所
有
権
の
分
割
と
配
分

に
よ
っ
て
、
社
会
と
個
人
は
、
所
有
権
を
媒
介
と
し
て
不
可
分
の
一
体

と
い
う
有
機
的
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
高
山
の
目
的
は
、
こ
の
よ

う
に
「
連
帯
性
を
基
礎
に
置
く
不
可
分
の
一
体
性
」
を
形
成
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
可
分
の
一
体
性
に
よ
っ
て
、
社
会
と
わ

れ
わ
れ
は
対
立
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
社
会
は
わ
れ
わ
れ

と
な
り
、
社
会
の
成
員
と
し
て
の
義
務
は
わ
れ
わ
れ
の
義
務
と
な
る
。

こ
こ
で
の
義
務
は
、「
自
己
が
自
己
に
課
す
る
自
発
的
・
自
主
的
の
義
務
」

（
倫
・297

）
と
な
る
。
権
利
は
義
務
が
裏
付
け
に
な
っ
た
義
務
的
権
利

Pflicht-recht

と
な
り
、
権
利
と
義
務
は
相
互
排
斥
的
に
統
一
さ
れ
る

の
で
は
な
く
相
補
的
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
社
会
は
必
然
的
に
、
単
に
法
律
に
規
制
さ
れ
る
機
械

的
社
会
で
は
な
く
、
法
の
根
底
に
道
徳
を
要
求
し
、
根
源
的
に
道
徳
心

を
基
礎
に
も
つ
道
徳
的
性
格
を
帯
び
た
有
機
的
社
会
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
所
有
観
は
、
私
有
を
発
展
過
程
の
所
産
と
し
て
相
対

的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
資
本
主
義
の
否
定
を
目
的
と
す

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
高
山
に
よ
れ
ば
、
「
総
有
」
概
念
は
、
資
本
主

義
ば
か
り
で
は
な
く
社
会
主
義
の
否
定
の
意
味
も
含
む
と
い
う
。
な
ぜ

な
ら
、
社
会
主
義
の
所
有
は
、
国
家
の
私
有
に
す
ぎ
な
い
し
、
完
全
な

所
有
権
を
対
象
と
す
る
と
い
う
意
味
で
資
本
主
義
と
同
じ
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
山
は
、
所
有
を
私
有
か
公
有
か
の
二
者
択

一
的
で
は
な
く
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
の
枠
組
み
を
超
え
た
新
し
い
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枠
組
み
か
ら
と
ら
え
、
時
代
的
な
行
き
詰
ま
り
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
高
山
は
、
こ
の
「
総
有
」
の
考
え
方
を
、
資
本
主
義
下
の

企
業
体
に
も
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
資
本
主
義
社
会
の
構
造
そ
の
も
の
を

内
側
か
ら
改
革
し
よ
う
と
す
る
。
所
有
関
係
で
は
、「
社
会
」
が
「
総
体

）
44
（

」
、

「
個
人
」
が
「
成
員
」
で
あ
っ
た
が
、こ
こ
で
は
「
企
業
体
」
が
「
総
体
」
、

「
労
使
」
が
「
成
員
」
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
経
営
者
は
利
潤
を
得
る

た
め
に
労
働
者
の
賃
下
げ
を
、
労
働
者
は
高
賃
金
を
得
る
た
め
に
利
潤

の
切
り
下
げ
を
要
求
す
る
と
い
う
敵
対
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
質

的
な
職
能
的
分
割
に
基
づ
く
経
営
と
労
働
の
秩
序
」
（
倫
・289

）
に
基

づ
く
関
係
と
な
り
、
協
同
関
係
に
立
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

連
帯
性
が
基
礎
と
な
り
、
労
働
者
は
利
益
分
配
参
加
や
経
営
参
加
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
高
山
の
構
想
す
る
―
―
経
営
と
労
働
を
支
配

す
る
の
は
、
「
総
体
の
福
祉
と
い
う
精
神
」
（
倫
・289
）
で
あ
る
―
―

と
い
う
企
業
体
の
あ
り
方
、
こ
れ
は
、
社
会
主
義
で
も
な
く
、
資
本
主

義
で
も
な
く
、
ま
さ
に
第
三
の
道
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
高
山
は
こ

の
「
総
有
」
的
団
体
の
在
り
方
が
、
す
べ
て
の
団
体
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
で
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
た
社
会
が
形
成
さ
れ
る
と
み
る
（
倫
・

288

）
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
こ
れ
は
達
成
で
き
る
と
高
山
は
み
て
い

た
の
か
。
こ
れ
は
ギ
ー
ル
ケ
と
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
高
山
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
、
ギ
ー
ル
ケ
の
概
念
か
ら
導

き
出
し
て
い
る
が
、
ギ
ー
ル
ケ
は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
仲
間
団
体
）

を
「
精
神
的
・
人
倫
的
有
機
体
」geistig-sitilicher O

rganism
us

と
す
る
。

ギ
ー
ル
ケ
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
中
か
ら
こ
の
概
念
を
取
り
出
し
、
ド
イ

ツ
固
有
の
概
念
と
し
て
ド
イ
ツ
的
自
由
を
実
現
す
る
も
の
と
み
た
。
村

上
淳
一
に
よ
れ
ば
、
ギ
ー
ル
ケ
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
う
問
題
の

解
決
策
と
し
て
、
協
同
組
合
運
動
に
期
待
し
て
い
た
と
い
う

）
45
（

。
し
か
し
、

高
山
は
、
ギ
ー
ル
ケ
の
定
義
を
継
承
し
つ
つ
、
ギ
ー
ル
ケ
の
よ
う
に
団

体
の
重
畳
的
な
積
み
上
げ
に
よ
る
国
家
形
成
を
強
調
し
て
い
な
い
。
こ

の
点
、
ギ
ー
ル
ケ
は
現
代
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
に
連
な
る
発
想
を
有

し
、
国
家
と
団
体
の
有
機
的
関
連
性
を
問
題
と
し
た
。
確
か
に
戦
前
の

高
山
は
公
と
私
の
一
体
化
の
柱
と
し
て
国
家
を
置
い
て
い
た
が
、
戦
後

は
こ
の
よ
う
な
国
家
論
に
立
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
高
山
の
立
場
の
変

調
と
考
え
ら
れ
る
。
高
山
は
田
辺
と
同
様
、
戦
後
、
国
家
に
は
根
源
悪

が
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
別
の
視
点
か
ら
、
資
本
主
義
問
題
の
解
決
を
考

え
て
い
た
。

　

戦
後
、
高
山
は
資
本
主
義
に
対
抗
す
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
か
ら

や
や
距
離
を
置
き
、
資
本
主
義
の
根
本
の
克
服
を
企
図
し
て
い
る
。
資

本
主
義
の
問
題
点
は
利
益
的
「
結
合
社
会
」
に
あ
り
、
こ
れ
を
「
協
同

社
会
」
へ
と
転
換
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
高
山
は
考
え
た
。
そ

し
て
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
「
結
合
社
会
」
を
前
提
す
る
の
は
社
会
主
義

で
も
同
様
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
両
主
義
は
生
産
シ
ス
テ
ム
に

違
い
が
あ
る
も
の
の
、
利
己
的
人
間
を
対
象
と
す
る
点
で
同
根
、
こ
れ

が
高
山
の
見
立
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
高
山
が
着
目
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し
た
の
は
、
教
育
で
あ
る
。
高
山
は
戦
争
の
惨
た
る
敗
北
の
原
因
は
教

育
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
教
育
は
、
「
国

の
興
亡
ま
で
決
す
る
力
」
（
倫
・
序3

）
を
持
つ
と
し
、
戦
後
、
高
山
は

教
育
論
を
書
き
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。こ
の
よ
う
に
、
高
山
は
ギ
ー

ル
ケ
と
は
異
な
り
、
変
革
の
対
象
を
制
度
で
は
な
く
、
人
間
と
し
、
そ

の
根
幹
と
な
る
社
会
観
、
人
間
観
を
突
き
崩
し
、
変
え
る
こ
と
が
資
本

主
義
の
根
本
的
解
決
と
な
る
と
考
え
た
。

　

こ
こ
で
、
冒
頭
で
提
示
し
た
、
高
山
が
な
ぜ
自
ら
の
依
拠
す
る
理
論

を
テ
ン
ニ
ー
ス
で
は
な
く
ギ
ー
ル
ケ
へ
と
遡
っ
た
の
か
に
つ
い
て
再
考

し
て
み
た
い
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
批
判
に
お
い
て
、

家
族
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
で
は
な
く
第
三
形
態
で
あ
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
と
す
る
べ
き
と
い
う
高
山
に
よ
る
テ
ン
ニ
ー
ス
批
判
は
、

ギ
ー
ル
ケ
を
介
し
た
日
本
独
自
の
家
共
同
体
の
再
生
に
よ
る
ゲ
ゼ
ル

シ
ャ
フ
ト
の
超
克
と
も
解
し
う
る
。
「
総
有
」
は
「
入
会
」
で
あ
り
農

村
協
同
体
を
前
提
と
し
て
い
る
。
高
山
は
、
協
同
社
会
の
心
は
「
愛
の

0

0

心
と
和
の
心
と
譲
の
心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
（
倫
・308

）
で
あ
り
、
精
神
は
「
和
」
（
倫
・

307

）
だ
と
す
る
が
、
『
国
体
の
本
義
』
に
も
和
は
「
歴
史
生
成
の
力

）
46
（

」

と
し
て
あ
る
。
高
山
が
テ
ン
ニ
ー
ス
で
は
な
く
ギ
ー
ル
ケ
へ
と
向
か
っ

た
の
は
、
日
本
主
義
的
な
も
の
へ
の
回
帰
と
い
う
方
向
性
を
水
面
下
の

意
志
と
し
て
有
し
て
い
た
か
ら
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ

の
傾
向
性
は
田
辺
に
も
あ
る
。
田
辺
の
提
示
し
た
友
愛
の
原
理
に
基
づ

く
社
会
で
は
、
功
利
主
義
的
相
対
主
義
の
世
界
は
、
情
的
基
盤
に
基
づ

く
本
能
と
も
い
え
る
連
帯
性
に
よ
っ
て
超
克
さ
れ
る
。
彼
ら
に
共
通
す

る
の
は　

理
性
批
判
の
立
場
か
ら
、
田
辺
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
「
愛

の
超
理
性
的
理
性
」
（
八
・420

）
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゲ
ゼ

ル
シ
ャ
フ
ト
を
超
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
田
辺
か
ら
高
山
へ
と
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的

要
素
は
後
退
し
て
い
く
。
田
辺
の
功
利
主
義
的
相
対
主
義
を
超
え
る
も

の
と
し
て
の
社
会
民
主
主
義
は
、
「
愛
の
原
理
た
る
無
の
実
現
」
（
八
・

403

）「
愛
の
他
力
」
（
八
・424

）
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
山
の
協
同
社
会
は
、
公
と
私
の
「
調
和
統
合

に
人
生
完
成
の
終
極
目
標
を
置
く
の
が
、
『
第
三
の
道
』
の
人
間
観
で

あ
り
教
育
観
で
あ
る
」
（
倫
・62

）
と
あ
る
よ
う
に
、
形
而
上
学
的
要

素
が
後
景
に
退
く
。
田
辺
と
高
山
の
相
違
点
は
、
田
辺
が
形
而
上
学
的

原
理
に
依
拠
し
て
自
ら
の
論
を
展
開
し
た
の
に
対
し
て
、
高
山
は
形
而

上
学
的
原
理
を
後
景
に
置
く
こ
と
で
、
人
間
の
側
に
主
体
性
を
も
た
せ

よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

お
わ
り
に

　

京
都
学
派
は
戦
争
を
推
進
し
た
負
の
遺
産
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て

き
た
。
彼
ら
の
主
張
は
結
果
と
し
て
戦
争
協
力
に
利
用
さ
れ
た
。
し
か

し
、
テ
ン
ニ
ー
ス
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
い
う

定
式
化
し
た
概
念
を
補
助
線
と
し
て
彼
ら
の
政
治
哲
学
を
考
察
す
る
と
、
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も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
、
彼
ら
に
は
資
本
主
義
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
そ
う
と
す
る
衝
動
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時

代
の
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。

　

戦
前
の
田
辺
に
と
っ
て
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

を
止
揚
し
た
「
第
三
の
社
会
」
と
は
、
「
絶
対
否
定
的
綜
合
」
を
生
み

出
す
国
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
主
義
と
全
体
主
義
、
資
本
主
義

と
社
会
主
義
な
ど
対
立
す
る
理
論
は
、
「
対
立
の
絶
対
否
定
的
動
的
均

衡
」
（
六
・142

）
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
。
資
本
主
義
は
対
立
す
る
二

つ
の
項
の
内
の
一
つ
の
項
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
対
立
物
の
均
衡
理

論
に
よ
っ
て
抑
制
が
な
さ
れ
る
。
戦
後
の
田
辺
は
、
功
利
主
義
的
相
対

主
義
の
次
元
に
止
ま
る
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
社
会
を
、
国
家
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
民
衆
の
側
か
ら
の
友
愛
の
原
理
に
基
づ
く
社
会
の
形
成
に

よ
っ
て
、
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
高
山
の
場
合
は
、
戦
前
は
、

国
家
に
よ
っ
て
資
本
主
義
の
抑
制
が
な
さ
れ
る
と
構
想
し
、
戦
後
は
、

協
同
社
会
に
お
い
て
資
本
主
義
の
克
服
を
目
指
し
第
三
の
道
を
さ
ぐ
ろ

う
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
戦
前
、
戦
後
を
通
し
て
彼
ら
に
は
資
本
主

義
に
対
抗
す
る
意
志
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

し
か
し
、
彼
ら
の
思
想
の
展
開
か
ら
は
、
テ
ン
ニ
ー
ス
、
ギ
ー
ル
ケ

を
介
し
た
日
本
的
な
も
の
へ
の
回
帰
、
あ
る
い
は
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

超
克
の
論
と
い
う
衣
を
纏
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
、
家
共
同
体
論

の
復
活
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た
批
判
も
あ
り
う
る
。
愛
を
共
同
体
形

成
の
原
理
と
す
る
限
り
、
運
命
共
同
体
感
情
や
郷
土
、
国
、
家
、
民
族

へ
の
愛
情
、
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
の
根
源
に
横
た
わ
っ
て
、
そ
れ
を
動
か

す
と
こ
ろ
の
動
力
た
る
パ
ト
ス
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

（
倫
・62

）
。
こ
の
よ
う
な
日
本
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
は
、
国

際
化
社
会
に
向
け
て
の
桎
梏
と
な
る
。

　

そ
う
い
う
限
界
を
前
提
に
し
つ
つ
、
田
辺
の
友
愛
の
原
理
に
基
づ
く

社
会
民
主
主
義
は
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
資
本
主
義
対
抗
論
の

我
が
国
に
お
け
る
先
駆
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
「
総
有
」
概
念
は
、

持
続
可
能
な
社
会
形
成
へ
の
有
効
な
理
論
と
し
て
脚
光
を
浴
び
始
め
て

い
る
。
こ
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
と
い
う
権
利
は
、
私
的
利
害
の

追
求
を
目
的
と
し
て
無
制
限
に
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
倫

理
性
や
公
共
性
と
い
っ
た
要
因
に
よ
っ
て
内
在
的
に
制
約
さ
れ
る
も
の

と
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
総
有
」
は
私
的
利
害
に
基
盤
を
置
く
功
利
主

義
に
対
抗
し
う
る
理
論
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
環
境
的
耐
容
の
限

界
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
必
要
と
さ
れ
る
の
は
相
互
信
頼
の
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
扶
助
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
彼
ら
の
「
第
三
の
社
会
」
は
、
資

本
主
義
ば
か
り
で
な
く
、
持
続
可
能
な
社
会
へ
の
指
針
と
も
な
り
う
る

も
の
で
あ
る
。

 

（
い
わ
い
・
よ
う
こ
／
日
本
思
想
史
）

注（
1
） 
斎
藤
幸
平
『
人
新
世
の
「
資
本
論
」
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
二
〇
年
。
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（
2
） 

新
明
正
道
「
ジ
ン
メ
ル
と
テ
ン
ニ
イ
ス
の
社
会
図
型
論
」『
思
想
』（
七
一
）
、

一
九
二
七
年
。
高
田
保
馬
「G

em
einschaft

に
就
い
て
」
『
社
会
科
学
』
一

巻
三
号
、
一
九
二
五
年
。
波
多
野
鼎
「
共
同
社
会
と
利
益
社
会
」
『
我
等
』

六
巻
、
一
九
二
四
年
な
ど
。

（
3
） 
本
質
意
志W

esenw
ille

は
思
惟
を
含
む
実
在
的
・
自
然
的
な
生
（Leben

）

の
統
一
性
の
原
理
。
選
択
意
志K

ürw
ille

は
思
惟
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

思
惟
そ
の
も
の
の
産
物
。

（
4
） 

「
意
識
性
は
選
択
意
志
の
最
高
の
、
す
な
わ
ち
精
神
的
な
表
現
で
あ
り
、

良
心
は
本
質
意
志
の
最
高
の
、
す
な
わ
ち
精
神
的
な
表
現
で
あ
る
」
テ
ン
ニ

エ
ス
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
―
―
純
粋
社
会
学
の
基
本

概
念
』
（
上
）
、
杉
之
原
寿
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
二
〇
五
頁
。

（
5
） 

附
言
（
一
九
一
二
年
）
注
（
4
）
参
照
、
（
下
）
一
三
五
―
一
三
六
頁
。

（
6
） 

同
上
、
一
三
六
頁
。

（
7
） 

安
部
能
成
、
天
野
貞
祐
、
務
台
理
作
、
下
村
寅
太
郎
編
『
田
辺
哲
学
』
弘

文
堂
、
一
九
五
一
年
、
一
三
頁
、
以
下
文
中
に
（
辺
・13

）
と
埋
め
込
む
。

（
8
） 

田
辺
が
用
い
る
こ
の
概
念
の
独
自
な
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
9
） 

後
に
詳
論
す
る
が
、
理
性
の
絶
対
批
判
の
立
場
か
ら
、
超
理
性
的
概
念
で

あ
る
友
愛
に
よ
っ
て
、
折
衷
的
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
に
民
主
主
義
と
社
会

主
義
は
統
一
さ
れ
る
と
田
辺
は
述
べ
る
。

（
10
） 

家
永
三
郎
『
田
辺
元
の
思
想
史
的
研
究
―
―
戦
争
と
哲
学
者
』
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
七
四
年
、
二
四
九
頁
。

（
11
） 

中
埜
肇
「
解
説
」
『
田
辺
元
集
』
近
代
日
本
思
想
体
系
二
三
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
五
年
、
四
三
一
頁
。

（
12
） 

同
上
、
四
五
〇
頁
。

（
13
） 

嶺
秀
樹
『
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
の
対
決
―
―
場
所
の
論
理
と
弁
証
法
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
八
頁
。

（
14
） 

合
田
正
人
『
田
辺
元
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
―
―
封
印
さ
れ
た
哲
学
』
P 

H 

P
新

書
、
二
〇
一
三
年
、
三
九
頁
。

（
15
） 

田
口
茂
「
田
辺
元
―
―
媒
介
の
哲
学
、
（
第
三
章
）
国
家
論
の
挫
折
と
理

性
の
運
命
」
『
思
想
』
（
一
一
〇
二
）
二
〇
一
六
年
、
九
六
頁
。

（
16
） 

田
辺
元
『
田
辺
元
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
二
〇
六

頁
、
以
下
、
『
田
辺
元
全
集
』
全
一
五
巻
（
一
九
六
三
―
六
四
年
）
か
ら
の

引
用
は
巻
数
と
頁
数
を
本
文
に
埋
め
込
む
。

（
17
） 

注
（
15
）
参
照
、
八
九
頁
。

（
18
） 

藤
田
正
勝
『
日
本
哲
学
史
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
八
年
、
二
五
六
頁
。

（
19
） 

同
上
、
二
五
七
頁
。

（
20
） 

子
安
宜
邦
「
哲
学
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
―
田
辺
元
と
『
種
の
論
理
』
」

『
ア
ソ
シ
エ
』
（
一
八
）
、
二
〇
〇
七
年
、
三
〇
頁
。

（
21
） 

佐
藤
優
『
学
生
を
戦
地
へ
送
る
に
は
―
―
田
辺
元
「
悪
魔
の
京
大
講
義
」

を
読
む
』
新
潮
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
一
頁
。

（
22
） 

尾
高
朝
雄
『
国
家
構
造
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
三
九
七
頁
。

（
23
） 

高
山
岩
男
『
道
徳
の
危
機
と
新
倫
理
』
創
文
社
、
一
九
五
二
年
、
一
七
三

頁
。

（
24
） 

高
山
岩
男
『
教
育
哲
学
』
玉
川
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年
、
一
四
三
頁
。

（
25
） 

田
中
忠
雄
「
文
化
類
型
学
批
判
―
―
蛆
た
か
る
哲
学
的
頭
脳
」
『
読
書
人
』

（
三
）
、
一
九
四
三
年
、
一
〇
頁
。

（
26
） 

同
上
、
一
二
頁
。

（
27
） 

轟
孝
夫
「
戦
後
の
『
京
都
学
派
』
像
―
―
あ
る
い
は
戦
後
に
お
け
る
『
哲

学
』
の
不
在
」
大
橋
良
介
編
『
京
都
学
派
の
思
想
―
―
種
々
の
像
と
思
想
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
八
三
頁
。

（
28
） 

廣
松
渉
『
〈
近
代
の
超
克
〉
論
―
―
昭
和
思
想
史
へ
の
一
視
角
』
講
談
社

学
術
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
七
八
頁
。

（
29
） 

注
（
10
）
参
照
、
一
一
一
頁
。

（
30
） 

同
上
、
一
一
七
頁
。

（
31
） 
J
―

F
・
リ
オ
タ
ー
ル
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
―
―
も
と
も
と
地
上
に
は

道
は
な
い
」
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
』
本
間
邦
雄
訳
、
藤
原
書
店
、
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一
九
九
二
年
、
序
文
ⅱ
頁
。

（
32
） 

高
橋
哲
哉
『
記
憶
の
エ
チ
カ
―
―
戦
争
・
哲
学
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
八
〇
頁
。

（
33
） 
花
澤
秀
文
『
高
山
岩
男
―
―
京
都
学
派
哲
学
の
基
礎
的
研
究
』
人
文
書
院
、

一
九
九
九
年
、
一
五
一
頁
。

（
34
） 
同
上
、
二
八
五
頁
。

（
35
） 

朝
倉
友
海
『
「
東
ア
ジ
ア
に
哲
学
は
な
い
」
の
か
―
―
京
都
学
派
と
新
儒
家
』

岩
波
現
代
全
書
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
〇
―
一
八
一
頁
参
照
。

（
36
） 

高
山
岩
男
『
教
育
愛
と
教
師
の
権
威
』
玉
川
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
、

二
三
五
頁
。

（
37
） 

注
（
23
）
参
照
、
一
三
五
頁
。

（
38
） 

高
山
岩
男
『
哲
学
的
人
間
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
、
二
一
六
頁
、

以
下
、
（
哲
・
頁
数
）
と
し
、
本
文
中
に
埋
め
込
む
。

（
39
） 

高
山
岩
男
「
歴
史
の
推
進
力
と
道
義
的
生
命
力
」『
中
央
公
論
』（
六
六
二
）
、

一
九
四
二
年
、
三
五
頁
。

（
40
） 

注
（
36
）
参
照
、
二
七
六
頁
。

（
41
） 

高
山
岩
男
『
哲
学
と
は
何
か
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
、
一
六
五
頁
、
以

下
本
文
中
に
（
学
・
頁
数
）
と
し
て
埋
め
込
む
。

（
42
） 

高
山
は
「
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
」
「
協
同
社
会
」
「
第
三
の
道
」
を
同
義

で
用
い
て
い
る
。

（
43
） 

高
山
岩
男
『
教
育
と
倫
理
』
創
文
社
、
一
九
六
八
年
、
二
七
〇
頁
、
以
下
、

（
倫
・
頁
数
）
と
し
て
文
中
に
埋
め
込
む
。

（
44
） 

総
体
と
は
、
「
単
一
性
と
多
数
性
と
の
総
合
」
を
意
味
す
る
。
個
人
主
義

で
も
、
全
体
主
義
で
も
な
く
、
総
体
と
成
員
は
、
同
格
的
・
同
位
的
で
あ
る

（
倫
・274

）
。

（
45
） 

村
上
淳
一
『
ド
イ
ツ
の
近
代
法
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、

二
一
三
頁
。

（
46
） 

文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
一
九
三
七
年
、
五
〇
頁
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

田
辺
元
、
高
山
岩
男
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
、

資
本
主
義



社会思想史研究　No. 46　2022

　●　128

は
じ
め
に

　

笑
い
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
を
追
放
者
と
し
て
生
き
た
テ
オ
ド
ー

ル
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
に
は
、
い
か
に
も
似
つ
か
わ
し
く
な
い
モ
チ
ー
フ

に
見
え
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
亡
命
時
代
に
書
か
れ
た
『
ミ
ニ
マ
・
モ

ラ
リ
ア
』（
一
九
五
一
）
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
（
「
傷
つ
い
た
生
活
裡
の
省
察
」
）

に
せ
よ
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
、
詩
を
書
く
こ
と
は
野
蛮
で
あ
る
」

（G
S10.I,S.3

）
1
（0.

）
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
に
込
め
ら
れ
た
懐
疑
主
義
に

せ
よ
、
そ
こ
に
は
、
笑
い
に
つ
き
も
の
の
快
活
さ
と
は
無
縁
の
、
ペ
シ

ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
陰
気
な
雰
囲
気
が
漂
う
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
企
て
を
「
憂
鬱
な
学
問
」
（G

S4,S.13.

）
と

呼
ん
だ
ア
ド
ル
ノ
自
身
が
、
一
九
三
〇
年
代
の
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
の

論
争
に
お
い
て
、
映
画
館
で
の
観
客
の
笑
い
を
「
最
悪
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

的
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
み
ち
て
い
ま
す

）
2
（

」
と
断
じ
て
以
来
、
笑
い
に
対
す
る

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

確
か
に
彼
は
、
M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』

（
一
九
四
七
）
で
も
、
「
娯
楽
産
業
に
お
け
る
笑
い
は
、
幸
福
を
装
う
欺

瞞
の
道
具
に
な
る
」（G

S3,S.162.

）
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
、
近
年
の
研
究
が
指
摘
し
始
め
た
よ
う
に

）
3
（

、
ア
ド
ル
ノ

が
「
幸
福
を
装
う
欺
瞞
の
道
具
」
と
は
逆
の
可
能
性
を
、
こ
の
笑
い
に

求
め
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
詳
細
は
本
論
で
述
べ
る
と
し
て
、

〈
公
募
論
文
〉

笑
う
ア
ド
ル
ノ

【〈
真
剣
な
か
ら
か
い
〉
の
両
義
性
を
巡
っ
て
】

入
谷
秀
一
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ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
S
・
ベ
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
異
例
と
も
い

う
べ
き
賞
賛
が
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
遺
作
『
美
の
理
論
』
が
ベ
ケ
ッ
ト

に
捧
げ
ら
れ
る
予
定
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ベ
ケ
ッ

ト
の
不
条
理
劇
「
勝
負
の
終
わ
り
」
の
根
底
に
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
、
彼

は
実
存
主
義
や
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
始
め
と
す
る
、
諸
々
の
価
値
体
系

の
徹
底
し
た
パ
ロ
デ
ィ
化
に
見
て
い
た

）
4
（

。
だ
が
パ
ロ
デ
ィ
は
、
芸
術
作

品
を
鑑
賞
す
る
上
で
注
目
す
べ
き
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
以
上
に
、
ア
ド
ル

ノ
が
自
ら
の
哲
学
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
方
法
論
そ
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
例
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
に
箴
言
と
断
章
で
構
成
さ
れ
た

彼
の
「
憂
鬱
な
学
問
」
た
る
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
を
、
ニ
ー
チ
ェ

の
『
愉
し
い
学
問
』
の
壮
大
な
パ
ロ
デ
ィ
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か

）
5
（

。

　

笑
い
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
数
々
の
モ
チ
ー
フ
―
―
パ
ロ
デ
ィ
、

ジ
ョ
ー
ク
、
演
技
、
機
知
、
遊
び
な
ど
―
―
が
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
に
お

い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
光
が
当

て
ら
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
彼
の
場
合
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
『
笑
い
』
）
や

フ
ロ
イ
ト
（
『
機
知
』
）
と
比
較
す
る
と
、
笑
い
と
は
何
か
、
ユ
ー
モ
ア

は
イ
ロ
ニ
ー
と
ど
う
違
う
か
、
と
い
っ
た
体
系
的
で
精
緻
な
分
析
を
欠

い
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
だ
が
ア
ド
ル
ノ
は
、
特
に
笑
い
を
引
き

起
こ
す
パ
ロ
デ
ィ
や
機
知
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
効
果
に
、
歴
史
的

で
す
ら
あ
る
重
要
な
意
義
を
見
出
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
本
稿

の
見
立
て
で
は
、
「
故
郷
」
か
ら
の
追
放
を
強
い
ら
れ
た
彼
の
個
人
史

と
も
無
関
係
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
論
点
を
先
に
ま
と
め
て
お
く
な
ら
、
パ
ロ
デ
ィ
に
は
、
あ
る

対
象
に
つ
い
て
、
当
然
あ
る
種
の
ひ
ね
り
を
加
え
な
が
ら
、
そ
の
対
象

以
上
に
対
象
「
ら
し
く
」
振
舞
う
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
そ
う
し
た
誇

張
的
な
演
技
は
、
も
と
の
対
象
に
内
在
す
る
暴
力
性
や
論
理
的
な
ほ
こ

ろ
び
を
明
ら
か
に
す
る
。
対
象
に
接
近
し
こ
れ
を
真
似
る
こ
と
で
、
逆

説
的
に
も
、
演
技
す
る
側
が
そ
の
対
象
と
の
依
存
関
係
か
ら
自
ら
を
解

放
す
る
の
で
あ
る
。
笑
い
は
こ
の
解
放
の
表
徴
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ド

ル
ノ
は
、
そ
の
思
想
的
遍
歴
の
全
般
に
わ
た
り
、
こ
う
し
た
「
模

ミ
メ
ー
シ
ス

倣
」

的
な
身
振
り
を
、
あ
る
種
の
修
辞
的
な
戦
略
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
る
。
と
同
時
に
そ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
人
以
上
に
ド
イ
ツ
的
で
あ

る
こ
と
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
、

彼
自
身
の
出
自
に
関
わ
る
意
識
も
垣
間
見
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク

ス
ト
に
執
拗
に
絡
み
つ
き
、
「
本
来
性
（Eigentlichkeit

）
」
を
巡
る
『
存

在
と
時
間
』
の
言
説
を
再
構
成
し
て
み
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
に
顕
著
な
「
本
物
」
ら
し
さ
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
固
執
を

暴
こ
う
と
し
た
試
み
な
ど
に
も

）
6
（

、
そ
う
し
た
意
識
が
伺
え
よ
う
。

　

だ
が
パ
ロ
デ
ィ
は
他
方
に
お
い
て
、
誇カ

リ

カ

チ

ュ

ア

張
的
な
模
倣
を
通
し
て
ユ
ダ

ヤ
人
を
嘲
笑
す
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
相
手
以

上
に
「
本
来
の
」
相
手
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
幻
想
に
陥
り
や
す
い
。

ア
ド
ル
ノ
は
パ
ロ
デ
ィ
の
持
つ
こ
う
し
た
危
険
か
つ
暴
力
的
な
両
義
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
半
ば
意
図
的
に
、
自
ら
そ
の
隘
路
に
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足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ひ
ね
く
れ
た
道
の
り
を
追
跡
し
、

笑
い
が
陥
る
ア
ポ
リ
ア
を
見
極
め
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

以
下
、
第
一
節
で
は
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
以
前
の
ア
ド
ル
ノ
に
注
目

す
る
が
、
そ
の
際
、
早
く
も
演
技
（
＝
本
気
の
「
ふ
り
」
）
と
本
気
と
い

う
二
面
性
を
見
せ
る
ア
ド
ル
ノ
特
有
の
ひ
ね
く
れ
た
振
舞
い
の
象
徴
と

し
て
、
カ
バ
と
猟
犬
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
に
注
目
す
る
。
カ
バ
の
イ

メ
ー
ジ
を
彼
が
愛
好
し
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的

に
、
猟
犬
、
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
と
い
う
肉
食
系
の
動
物
名

は
）
7
（

、
一
時
使
用
さ
れ
た
後
、
ア
ド
ル
ノ
の
個
人
史
か
ら
完
全
に
追
放
さ

0

0

0

れ
た

0

0

。
だ
が
こ
れ
は
、
一
方
が
固
有
か
つ
「
本
来
の
」
ア
ド
ル
ノ
を
表

し
、
他
方
が
異
質
か
つ
「
偽
物
の
」
自
分
、
様
々
な
事
情
か
ら
仕
方
な

く
採
用
さ
れ
た
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
節
の
基

調
を
成
し
て
い
る
。
次
に
第
二
節
で
は
、
土
着
の
神
々
に
よ
っ
て
象
徴

さ
れ
る
自
然
の
呪
縛
―
―
そ
れ
は
本
来
性
の
呪
縛
で
も
あ
る
―
―
を
解

く
た
め
に
機
知
を
用
い
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
啓
蒙
の
原
型
の
み
な
ら

ず
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
が
抱
く
ユ
ダ
ヤ
人
イ
メ
ー
ジ
の
原
型
を
も
見
出

す
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
論
述
を
追
跡
す
る
。

　

A
・
ラ
ビ
ン
バ
ッ
ハ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
解
放
は
不
安
を
伴
い
、

不
安
は
犠
牲
を
要
求
す
る
、
と
い
う
の
が
、
ア
ド
ル
ノ
が
こ
こ
で
示
し

た
啓
蒙
の
基
本
的
な
図
式
で
あ
る

）
8
（

。
自
然
か
ら
離
れ
過
ぎ
る
こ
と
か
ら

く
る
不
安
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
人
は
、
自
然
を
捨
て
た
悪
し
き
存

在
で
あ
る
（
と
彼
ら
が
見
な
す
）
ユ
ダ
ヤ
人
に
転
嫁
し
た
。
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
が
、
い
か
に
彼
ら
の
―
―
彼
ら
自
身
が
直
視
し
た
く
な
い
―
―
セ

ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
模
倣
す

る
者
と
さ
れ
る
対
象
と
の
間
の
癒
着
し
た
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

自
ら
が
病
的
な
ま
で
に
敬
遠
す
る
対
象
へ
の
秘
か
な

0

0

0

接
近
を
、
カ
リ
カ

チ
ュ
ア
と
い
う
表
立
っ
た

0

0

0

0

振
舞
い
が
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
に

も
二
面
性
が
あ
る
）
。
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
、
頑
な
に
ジ
ャ
ズ
を
敬
遠
す

る
ア
ド
ル
ノ
の
内
に
あ
る
欲
望
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
は
な
い

か
。
啓
蒙
を
巡
る
彼
の
一
連
の
洞
察
は
、
ジ
ャ
ズ
と
同
性
愛
と
を
結
び

つ
け
た
彼
自
身
の
悪
名
高
い
主
張
が
一
過
性
の
過
失
で
も
な
け
れ
ば
、

単
な
る
個
人
的
な
音
楽
趣
味
の
問
題
で
も
な
い
理
由
を
も
明
ら
か
に
す

る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
（
第
三
節
）
。

一　

毒
に
は
毒
を
―
―
ア
ド
ル
ノ
の
軽
音
楽
批
判
に
見
る
二
重
の
戦
略

　

「
二
人
が
実
に
平
和
な
時
を
過
ご
す
こ
と
を
、
そ
し
て
今
や
不
可
避

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
亡
命
が
、
引
き
伸
ば
さ
れ
た
ア
モ
ル
バ
ッ
ハ
の
経

験
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
切
に
願
い
ま
す
。

〔
…
…
〕
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
蜃
気
楼
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
荒
野

に
消
え
て
い
っ
た
カ
バ
と
キ
リ
ン
、
ハ
イ
エ
ナ
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
出

来
事
を
二
人
に
物
語
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
か
と
、
グ
レ
ー

テ
ル
と
私
は
今
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
想
像
し
て
い
ま
す

）
9
（

」
―
―
キ
ュ
ー
バ
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か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
予
定
の
両
親
に
対
し
、
一
足
先
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
着
い
て
い
た
ア
ド
ル
ノ
は
一
九
三
九
年
五
月
の
手
紙
で
こ
う
述
べ
、

こ
れ
を
「
お
二
人
の
、
今
や
そ
の
い
な
な
き
が
聞
こ
え
る
ほ
ど
〔
の
近
さ
〕

に
な
っ
た
二
頭
の
馬
よ
り
、
心
か
ら
の
キ
ス
を

）
10
（

」
と
締
め
く
く
っ
て
い

る
。
カ
バ
は
ア
ド
ル
ノ
、
キ
リ
ン
は
彼
の
妻
グ
レ
ー
テ
ル
を
指
す
。
こ

れ
以
後
、
十
年
以
上
に
渡
っ
て
両
親
と
交
わ
さ
れ
る
手
紙
に
は
、
署
名

と
し
て
他
に
も
、
テ
オ
ド
ー
ル
の
愛
称
で
あ
る
テ
デ
ィ
、
そ
れ
に
「
あ

な
た
の
年
老
い
た
子
」
な
ど
が
登
場
す
る
。
ア
モ
ル
バ
ッ
ハ
は
ア
ド
ル

ノ
一
家
が
度
々
休
暇
を
過
ご
し
た
ド
イ
ツ
の
田
舎
町
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
異
郷
の
地
で
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
老
齢
な
両
親
へ
の
ア

ド
ル
ノ
の
気
遣
い
が
伺
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
親
密
か
つ
固

有
な
も
の
と
の
文
化
的
な
繋
が
り
が
未
だ
―
―
「
引
き
伸
ば
さ
れ
」
て

―
―
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
、
幼
年
期
を
想
起
さ
せ
る
様
々
な
イ
メ
ー

ジ
が
、
そ
し
て
何
よ
り
手
紙
の
ド
イ
ツ
語
が
両
親
、
お
よ
び
彼
自
身
に

告
げ
知
ら
せ
る
。
無
論
こ
う
し
た
身
振
り
は
、
演
技
的
で
も
あ
る
。
子

供
、
草
食
動
物
、
牧
歌
的
な
自
然
な
ど
、
無
垢
で
ナ
イ
ー
ブ
な
こ
れ
ら

の
形
象
は
、
穿
っ
た
見
方
を
す
る
な
ら
、
生
存
戦
略
上
、
意
図
的
に
選

ば
れ
た
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
（
ア
ド
ル
ノ
一
家
は
、
ア

メ
リ
カ
で
は
敵
国
民
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
）
。

　

我
々
は
何
も
知
ら
な
い
、
何
も
気
づ
か
な
か
っ
た
―
―
こ
う
し
た
カ

バ
に
似
た
鈍
重
さ
（D

um
m

heit

）
は
、
お
そ
ら
く
大
戦
期
に
多
く
の
亡

命
ド
イ
ツ
人
、
そ
れ
に
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
が
強
い
ら
れ
た
政
治
的
身

振
り
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
で
ア
ド
ル
ノ
に
は
、

個
人
的
に
も
こ
の
鈍
重
さ
に
訴
え
る
所
が
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
の
手

紙
で
は
、
息
子
の
恋
愛
沙
汰
に
や
き
も
き
す
る
母
に
対
し
、
彼
は
こ
う

書
き
送
っ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
私
の
こ
と
で
一
切
の
心
配
は
ご
無

用
で
す
。
私
は
し
ぶ
と
く
生
き
る
カ
バ
で
し
て
、
ま
ず
分
厚
い
皮
が
あ

り
、
次
に
、
泳
ぎ
を
可
能
に
す
る
脂
肪
層
が
あ
り
、
そ
の
下
に
大
き
な

肉
の
塊
、
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
実
質
が
来
ま
す

）
11
（

」
。
鉄
面
皮
を
装
い
、

し
ぶ
と
く
、
し
た
た
か
に
生
き
る
こ
と
は
、
文
字
通
り
気
づ
か
ぬ
「
振

り
」
を
要
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
時
に
大
き
な
代
償
を
伴
う
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
一
九
三
四
年
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
ヒ

ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
の
指
導
者
B
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ラ
ッ
ハ
の
詩
に

H
・
ミ
ュ
ン
ツ
ェ
ル
が
作
曲
し
た
男
性
合
唱
曲
を
肯
定
的
に
取
り
上
げ
、

そ
の
際
に
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
流
の
「
ロ
マ
ン
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
語
を

用
い
た
（G

S19,S.331-2.

）
。
こ
の
論
評
は
、
約
三
十
年
後
の
一
九
六
三

年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
学
生
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
思
わ
ぬ
仕
方

で
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
弁
明
を
講
じ
た
ア
ド
ル
ノ
は
、
そ
こ

に
新
音
楽
が
ナ
チ
ズ
ム
を
越
冬
す
る
た
め
の
戦
略
的
譲
歩
が
あ
っ
た
こ

と
を
認
め
、
そ
の
動
機
を
、
第
三
帝
国
は
長
続
き
し
ま
い
と
考
え
た
当

時
の
判
断
に
帰
し
て
い
る
。
「
私
を
愚
か
な
（dum

m

）
戦
略
的
言
説
へ

と
誘
っ
た
の
は
、
こ
れ
以
外
に
な
い
」
（G

S19,S.638.

）
。
そ
れ
に
、
分

別
あ
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
当
局
の
「
歓
心
ヲ
買
オ
ウ
ト
ス
ル

態
度
と
し
て
、
見
え
見
え
だ
っ
た
に
違
い
な
い
」
（Ibid.

）
。
だ
が
、
本



社会思想史研究　No. 46　2022

　●　132

当
に
そ
れ
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
に
何
も
、
隠
さ
れ
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

長
年
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
編
集
に
携
わ
っ
て
き
た
R
・
テ
ィ
ー
デ

マ
ン
は
二
〇
〇
一
年
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
一
九
三
三
年
に
書
い
た
と
思
わ

れ
る
四
頁
程
の
未
発
表
原
稿
「
ラ
ジ
オ
の
権
威
と
流
行
歌
放
送
」
を
遅

れ
ば
せ
な
が
ら
に
公
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
な
か
な
か
刺
激
的
で
、
要

す
る
に
、
流
行
歌
や
ジ
ャ
ズ
な
ど
の
軽
薄
で
愚
か
な

0

0

0

（dum
m

）
音
楽

を
追
放
す
る

0

0

0

0

た
め
に
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
民
間
か
ら
国

家
に
移
り
、
ラ
ジ
オ
が
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
道
具
と
化
し
つ
つ
あ

る
現
在
の
状
況
は
む
し
ろ
好
都
合
で
あ
る
、
と
ア
ド
ル
ノ
は
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ナ
チ
ス
の
ナ
の
字
も
出
し
て
は
い
な
い
が
、
文

化
的
混
乱
と
愚
か
し
い
大
衆
の
醸
成
（
と
彼
に
映
る
も
の
）
を
一
刀
両

断
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
に
保
守
的
な
―
―
し
か
も
現
在
か
ら
す
れ
ば
、

疑
問
の
余
地
な
く
反
動
的
・
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
で
人
種
主
義
的
な
―
―

文
化
統
制
と
い
う
権
威
的
手
段
に
秋
波
を
送
る
、
か
つ
て
の
師
匠
の
主

張
を
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
「
敵
の
手
段
を
お
の
れ
の
目
的
に
利
用
し
よ
う

と
す
る
日
和
見
主
義
」
と
断
じ
て
い
る

）
12
（

。

　

こ
の
原
稿
が
一
九
三
三
年
の
―
―
こ
の
年
の
一
月
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
内

閣
を
発
足
さ
せ
、
権
力
を
掌
握
す
る
―
―
ど
の
時
点
で
書
か
れ
た
も
の

か
、
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
何
も
記
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
一
九
二
〇
年

末
に
は
既
に
保
守
系
の
音
楽
雑
誌
が
E
・
ク
シ
ェ
ネ
ク
や
K
・
ヴ
ァ
イ

ル
の
ジ
ャ
ズ
・
オ
ペ
ラ
を
批
判
し
て
い
た
し
、
ナ
チ
ス
が
議
会
の
過
半

数
を
獲
得
し
た
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
で
は
一
九
三
〇
年
に
「
ニ
グ
ロ
文

化
禁
止
令
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
一
九
三
三
年
四
月
に
は
ベ
ル
リ

ン
の
ラ
ジ
オ
局
が
ジ
ャ
ズ
の
放
送
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
。
同
年

九
月
に
は
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
を
頂
点
と
す
る
帝
国
文
化
院
が
設
立
さ
れ
、
以

降
（
ユ
ダ
ヤ
系
文
化
人
の
追
放
を
含
む
）
排
外
主
義
的
な
政
策
が
推
し
進

め
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
も
そ
も
ア
ド
ル
ノ
自
身
か
ら
し
て
、
同
年
四
月
に

制
定
さ
れ
た
職
業
官
吏
再
建
法
に
よ
っ
て
大
学
ポ
ス
ト
を
剥
奪
さ
れ
、

音
楽
批
評
家
と
し
て
の
活
動
も
著
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、

と
ク
シ
ェ
ネ
ク
に
吐
露
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら

）
13
（

、
統
制
の
波
は
他
人

事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ラ
ジ
オ
の
権
威
と
流
行
歌
放
送
」
の
筆
致
は
、

自
身
が
権
力
の
走
狗
と
化
し
た
か
の
よ
う
に
、
過
剰
な
ま
で
に
挑
発
的

で
あ
る
。
「
今
日
の
ラ
ジ
オ
は
国
家
の
道
具
で
あ
り
、
こ
の
決
定
的
な

数
カ
月
間
で
国
家
へ
の
奉
仕
に
お
い
て
の
政
治
的
・
公
共
的
な
衝
撃
力

を
証
明
し
た
。
こ
れ
ま
で
誰
一
人
と
し
て
こ
の
ガ
ー
ガ
ー
喋
る
家
庭
生

活
の
伴
奏
者
に
備
わ
っ
て
い
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
衝
撃
力
の
も

と
に
、
民
間
の
領
域
の
す
べ
て
が
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る

）
14
（

」
。
―
―
し
か
し
、

と
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
。
本
物
の

0

0

0

民
謡
を
嘲
笑
し
、
人
の
心
を
安
売
り
す

る
よ
う
な
流
行
歌
は
垂
れ
流
し
の
ま
ま
だ
。
無
論
、
日
常
の
慰
謝
と
し

て
大
衆
音
楽
に
耳
を
傾
け
た
い
と
す
る
顧
客
の
要
望
は
無
視
で
き
な
い

で
は
な
い
か
、
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
反
論
に
つ
い
て
は
承
知

し
て
い
る
。
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
選
択
の
余
地
な
く
、
し
ま
い
に
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は
破
裂
す
る
程
何
も
か
も
押
し
つ
ぶ
す
よ
う
な
勢
い
で
〔
ラ
ジ
オ
か
ら

出
る
ひ
ど
い
音
楽
に
よ
っ
て
〕
腸
詰
め
に
さ
れ
た
一
日
を
過
ご
す
の
が
よ

い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い

）
15
（

」
。

　

そ
こ
で
提
案
だ
、
と
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
に
、
一
定
の
時
間
帯
、
と
あ

る
日
曜
の
夜
一
時
か
ら
、
中
央
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
に
即
し
て
ド
イ
ツ
国
民
の
ラ
ジ
オ
に
よ
る
流
行
歌
の
放
送
を
禁
止
し

て
は
ど
う
か
、
と
。
音
楽
家
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
最
も
く
だ
ら
ぬ
陳
腐

な
代
物
を
繰
り
返
し
マ
イ
ク
の
前
で
披
露
し
、
そ
の
愚
劣
が
極
ま
る
頂

点
に
お
い
て
、
電
撃
的
に
放
送
が
中
断
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
流
行
歌

の
引
用
か
ら
継
ぎ
接
ぎ
さ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
的
な
放
送
劇
が
、
こ
の
音
楽

の
惨
め
な
月
並
み
さ
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
本
物
の
音
楽
を
嘲
笑
す
る

流
行
歌
が
、
一
転
し
て
笑
い
物
と
な
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
れ
を
「
流
行

歌
ヲ
叩
キ
潰
セ
（SC

H
LAG

T
 D

EN
 SC

H
LAG

ER
）
」
と
銘
打
っ
た
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
週
間
の
「
催
し
」
と
し
て
提
案
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
伺
え

る
も
の
は
ま
さ
し
く
、SC

H
LAG

T
 D

EN
 SC

H
LAG

ER
と
い
う
言

葉
遊
び
同
様
、
嘲
笑
す
る
も
の
こ
そ
嘲
笑
に
値
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
論
理
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
原
稿
に
つ
い
て
詳
細
に
解
説
し
て

い
る
竹
峰
義
和
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
ほ
ど
ユ
ダ
ヤ
人
の
真
似
を
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
る

0

0

と
い
う
、
ア
ド
ル
ノ
が
後
年
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
鋭
く
指
摘
す

る
こ
と
に
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
誘
惑
に
、
彼
自
身
が
一
瞬
駆
ら
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
シ

ス
ト
的
な
言
説
を
巧
み
に
模
倣
し
な
が
ら
ア
ド
ル
ノ
が
、
み
ず
か
ら
に

と
っ
て
流
行
歌
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
を
マ
イ
ク
の
前
で
誇
張
的
に

実
演
し
て
み
せ
る
よ
う
ラ
ジ
オ
・
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
要
求
す
る
と
き
、

嫌
悪
す
る
対
象
に
ミ
メ
ー
シ
ス
的
に
同
化
し
て
み
せ
る
と
い
う
退
行
的

な
欲
望
に
二
重
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

）
16
（

」
。

　

竹
峰
は
さ
ら
に
こ
の
退
行
を
、
流
行
歌
（Schlager

）
を
叩
き
潰
す

（schlagen

）
た
め
に
国
営
化
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
の
衝
撃
力
（Schlagkraft

）

を
電
撃
的
に
（schlagartig

）

用
い
る
、
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
提
案

（Vorschlag

）
に
示
さ
れ
た
「
殴
打
（Schlag

）
」
の
形
象
の
重
な
り
に
見

出
し
、
「
そ
れ
を
単
な
る
言
葉
の
戯
れ
と
し
て
安
易
に
片
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う

）
17
（

」
と
述
べ
る
。
こ
の
診
断
に
異
論
は
な
い
の
だ
が
、

た
だ
し
他
方
で
私
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
言
葉
の
戯
れ
」
の
可
能
性
に
こ

そ
注
視
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
短
い
原
稿
に
あ
か
ら
さ
ま
に
繰
り
返

さ
れ
るSchlag

と
い
う
単
語
を
前
に
す
る
と
、
彼
が
一
種
の
ジ
ョ
ー

0

0

0

0

0

0

ク
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
て
こ
れ
を
書
い
た
の
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
考
え
た
く

な
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
結
局
の
と
こ

ろ
、
こ
れ
を
未
発
表
の
ま
ま
に
と
ど
め
、
決
し
て
自
身
が
書
い
た
テ
ク

ス
ト
と
公
認
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
さ
す
が
に
笑

え
な
い
ほ
ど
冗
談
が
過
ぎ
た

0

0

0

0

0

0

、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
仮
定
を
裏
付
け
る
直
接
的
な
証
拠
は
な
い

）
18
（

。
た
だ
、
仮
に
こ
れ

が
合
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
原
稿
の
内
容
が
真
剣
で
は
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
軽

音
楽
を
本
気
で
か
ら
か
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
E
・
オ
バ
ー
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ル
の
表
現
を
借
り
る
な
ら

）
19
（

、
彼
は
一
石
二
鳥
を
狙
っ
て
い
た
、
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
ナ
チ
ズ
ム
の
権
威
と
パ
ロ
デ
ィ

的
に
一
体
化
し
つ
つ
―
―
こ
れ
が
ア
ド
ル
ノ
が
釈
明
し
て
い
た
所
の
、

見
え
過
ぎ
る
ほ
ど
に
見
え
透
い
た
迎
合
的
態
度
に
他
な
ら
な
い
―
―
、

他
方
で
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
権
威
の
「
毒
」
を
も
っ
て
軽
音
楽
と
い
う

「
毒
」
を
徹
底
的
に
制
す
る
と
い
う
二
重
の
戦
略

0

0

0

0

0

に
訴
え
る
こ
と
を
、

た
と
え
一
瞬
に
せ
よ
構
想
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
れ
は
危
険

な
戯
れ
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
先
の
竹
峰
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
も

伺
え
る
よ
う
に
、
か
ら
か
い
と
真
剣
さ
は
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
当
の
対
立
と
い
う
外
見
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
一
層
―
―
倒
錯
し

た
形
に
せ
よ
―
―
接
近
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
倒
錯
の
構
図
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
よ
り
詳
し
く
分
析
す
る
と

し
て
、
戯
れ
の
行
方
を
追
跡
し
よ
う
。
S
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝

ド
ー
ム
は
、

ベ
ル
リ
ン
で
発
行
さ
れ
て
い
た
『
フ
ォ
ス
新
聞
』
へ
の
掲
載
を
念
頭
に
、

彼
が
上
述
の
原
稿
を
書
い
た
、
と
推
測
し
て
い
る

）
20
（

。
だ
が
ユ
ダ
ヤ
系
の

購
買
層
を
多
く
抱
え
て
い
た
こ
の
リ
ベ
ラ
ル
系
教
養
誌
は
、
ナ
チ
ス
の

圧
力
に
抗
し
き
れ
ず
一
九
三
四
年
に
は
廃
刊
と
な
っ
て
し
ま
う
。
同
年

春
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
居
を
移
し
て
い
た
ア
ド
ル
ノ
は
こ
れ
以
降
、
主
に

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
音
楽
雑
誌
『
23
』
に
幾
つ
か
の
批
評
を
掲
載
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
彼
が
用
い
た
偽
名
こ
そ
、
ヘ
ク
ト
ー
ル
・
ロ
ッ

ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
年
後
、
同
じ
く
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
名
義
の
評
論
「
ジ
ャ
ズ

に
つ
い
て
」
が
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
主
宰
す
る
『
社
会
研
究
誌
』
に
発

表
さ
れ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ズ
の
特
徴
づ
け
と
し
て
、Schein

と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
研
究
者
で
あ
れ
ば
周
知
の
よ

う
に
、Schein

（
仮
象
）
は
、
本
物
の
（authentisch

）
―
―
こ
れ
ま
た

周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
本
来
の

（eigentlich

）
」
と
い
う
語
を
強
く
忌
避
す
る
―
―
美
的
経
験
を
示
す
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
、
彼
が
好
ん
で
用
い
る
言
葉
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
ジ
ャ

ズ
の
民
主
的
な
構
え
が
見
せ
か
け
（Schein

）
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
」

（G
S17,S.80.

）
と
い
っ
た
口
調
に
伺
え
る
よ
う
に
、
否
定
的
な
意
味
し

か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
直
前
の
「
ジ
ャ
ズ
は
、
時
代

の
意
識
を
特
徴
づ
け
る
意
味
に
お
い
て
、
え
せ
民
主
的
で
あ
る
」

（G
S17,S.79.

）
と
い
う
文
か
ら
し
て
も
明
か
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
評
論

に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ズ
に
あ
る
の
は
見
せ
か
け
の
新
し
さ
、
見
せ
か
け
の

自
由
、
見
せ
か
け
の
民
主
性
、
見
せ
か
け
の
エ
ロ
ス
、
見
せ
か
け
の
野

生
、
見
せ
か
け
の
集
団
性
、
そ
し
て
見
せ
か
け
の
滑
稽
さ
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
偽
物
の
文
化
で
あ
る
ジ
ャ
ズ
は
う
わ
べ

0

0

0

の
価
値
し
か
持
た
ず
、

音
楽
が
持
つ
べ
き
深
み

0

0

を
欠
く
、と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ア
ド
ル
ノ
＝

ロ
ッ

ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
一
年
の
後
、
こ
の
論
考
に
補
遺
を
追
加
す
る
が
、
こ

こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
生
々
し
い
見
解
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
「
は
じ

め
てJazz
と
い
う
こ
と
ば
を
読
ん
だ
と
き
、
わ
た
し
は
自
分
が
愕
然

と
し
た
こ
と
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
が
、
ド
イ
ツ
語

のH
atz

（
猟
犬
を
用
い
る
狩
猟
）
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
の
は
大
い
に
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あ
り
そ
う
な
こ
と
で
、
血
に
飢
え
た
猟
犬
に
よ
る
足
の
お
そ
い
動
物
の

追
跡
を
彷
彿
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
」
（G

S17,S.102.

）
。

　

狩
猟
を
行
う
当
の
本
人
が
、
獲
物
を
猟
犬
と
呼
ぶ
の
は
、
い
か
に
も

倒
錯
的
な
身
振
り
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
（SC

H
LAG

T
 D

EN
 

SC
H

LAG
ER

、
嘲
笑
す
る
も
の
こ
そ
…
…
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
こ
そ
…
…
）
。

こ
の
見
せ
か
け
の

0

0

0

0

0

名
に
つ
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
自
身
は
後
年
、
こ
う
説
明

し
て
い
る
。
「
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
典
型
的
な
大
型
番
犬
だ
し
、
そ

の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
ヘ
ク
ト
ー
ル
だ
。
そ
れ
は
恐
怖
を
抱
か
せ

る
動
物
で
、だ
か
ら
ど
ん
な
ナ
チ
も
疑
う
こ
と
な
く
、
そ
の
後
ろ
に
ア
ー

リ
ア
的
で
な
い
作
家
は
身
を
隠
す
の
だ

）
21
（

」
。
ト
ロ
イ
ア
の
王
子
に
し
て

ト
ロ
イ
ア
戦
争
に
お
け
る
王
国
防
衛
の
総
大
将
と
し
て
活
躍
、
ア
キ
レ

ウ
ス
と
の
闘
い
に
敗
れ
、
命
を
落
と
す
こ
の
古
代
の
悲
劇
的
英
雄
の
名

ヘ
ク
ト
ー
ル
を
、
彼
は
敢
え
て
採
用
し
た
。
現
実
の
ド
イ
ツ
以
上
に
ド

イ
ツ
的
・
愛
国
主
義
的
に
響
く
こ
の
名
に
は
、
オ
バ
ー
ル
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
異
国
の
地
か
ら
素
性
を
隠
し
て
記
事
を
書
か
ざ
る
を
得
な
い

「
よ
そ
者
」
に
よ
る
冷
や
か
し
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

）
22
（

。

つ
ま
り
例
の
か
ら
か
い
、
真
剣
過
ぎ
る
「
振
り
」
に
基
づ
く
パ
ロ
デ
ィ

で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
、
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
が
、

そ
の
名
に
似
つ
か
わ
し
い
執
拗
さ
で
も
っ
て
攻
撃
的
に
獲
物
を
追
い
つ

め
、
嘲
笑
し
て
い
る
の
も
確
か
な
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
後
の
批
判
理

論
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
信
用
を
バ
ッ
ク
に
遠
慮
会
釈
な

く
人
物
評
価
を
下
す
ア
ド
ル
ノ
を
、
W
・
シ
ュ
ッ
テ
は
「
辛
辣
な
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ

イ
ラ
ー

）
23
（

」
と
形
容
し
て
い
る
）
。
要
す
る
に
、
演
技
が
も
は
や
単
な
る
演

技
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
後
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
文
化
産

業
論
と
同
様
、
ア
ド
ル
ノ
＝

ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
、
ジ
ャ
ズ
の
全
て

が
「
救
い
よ
う
が
な
い
」
（G

S17,S.100.

）
と
一
刀
両
断
す
る
。

二　

 

機
知
の
二
重
性
を
巡
っ
て 

 

―
―
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
機
知
か
ら
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
風

カ
リ
カ
チ
ュ
ア

刺
へ

　

ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
て
後
、
彼
が
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
と
も
に
書
き

留
め
た
原
稿
は
、
共
著
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
結
集
す
る
。
こ
こ
で
二

人
は
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
注
目
す
る
が
、
そ

れ
は
、
盲
目
的
で
野
蛮
な
自
然
状
態
を
脱
す
る
と
い
う
啓
蒙
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
当
の
啓
蒙
自
身
の
所
産
を
通
し
て
野
蛮
に
回
帰
す
る
―
―

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
、
隅
々
ま
で
合
理
化
さ
れ
た
大
量
殺
人
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
―
―
と
い
う
恐
る
べ
き
逆
説
が
、こ
の
「
狡

知
に
よ
っ
て
生
き
延
び
て
、
最
終
的
な
勝
者
と
な
る
知
将
の
物
語

）
24
（

」
に

先
取
り
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
二
人
が
解
釈
し
て
み
せ
る
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
は
、「
ラ

ジ
オ
の
権
威
と
流
行
歌
放
送
」
に
は
な
いSchlag

の
形
象
が
登
場
す
る
。

二
人
の
よ
う
な
亡
命
ユ
ダ
ヤ
人
同
様

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
、
漂
泊
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
（verschlagen w

erden

）
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
し
た
た

か
で
、
抜
け
目
の
な
い
（verschlagen

）
性
格
は
「
彼
が
自
己
保
存
の
た

め
に
自
分
自
身
に
対
し
て
加
え
た
数
々
の
打
撃
（Schläge

）
の
あ
と
が
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刻
ま
れ
た
」
（G

S3,S.74.

）
そ
の
相
貌
に
表
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。Schlag

は
こ
こ
で
は
、
ジ
ョ
ー
ク
の
単
な
る
小
道
具
で
な
い
。

以
下
で
見
る
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
の
古
代
の
英
雄
のSchlag

を

通
し
て
、
機
知
や
狡
知
の
持
つ
両
義
性
―
―
そ
れ
ら
は
、
笑
い
に
訴
え

る
者
が
「
生
き
延
び
」
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に

犠
牲
を
も
要
求
す
る
―
―
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
両
義
性

は
、
右
に
触
れ
た
啓
蒙
の
逆
説
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

前
節
で
は
、
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
と
い
う
渾
名
が
含
意
す
る
嘲
笑
的

身
振
り
に
注
目
し
、
そ
れ
が
特
に
ジ
ャ
ズ
を
筆
頭
と
し
た
（
ア
ド
ル
ノ

言
う
と
こ
ろ
の
）
際

キ
ッ
チ
ュ
な物

文
化
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
「
真
剣
な
か
ら
か
い
」
の
両
義
性
は
、

渾
名
（Spitznam

e

）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
そ
も
そ
も
、
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。Spitz

に
は
辛
辣
な
、
嫌
み
の
と
い
う
意
味
の
他
、（
ま

さ
に
肉
食
獣
の
牙
を
思
わ
せ
る
）
先
の
尖
っ
た
、
鋭
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
あ
る
。
ま
たSpitznam

e

の
類
語
で
あ
るScherznam

e

の

Scherz

が
冗
談
、
ジ
ョ
ー
ク
、
冷
や
か
し
を
指
す
の
に
対
し
て
、
同
じ

く
類
語
のEkelnam
e

のEkel

（
吐
き
気
）
に
は
、
名
指
さ
れ
た
も
の
に

対
す
る
、
ジ
ョ
ー
ク
で
は
済
ま
な
い
真
剣
な
嫌
悪
が
感
じ
取
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
は
、
名
と
笑
い
を
巡
る
こ
う
し
た

複
雑
な
布
置
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
。

　

笑
い
が
今
日
に
至
る
ま
で
、
暴
力
の
徴
し
で
あ
り
、
盲
目
で
頑

固
な
自
然
の
爆
発
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
正
反
対
の
要
素
を

も
内
に
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
笑
い
と
と
も
に
、
盲
目
の
自
然

は
自
分
自
身
を
ま
さ
し
く
そ
れ
と
自
覚
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
破
壊
的
暴
力
を
捨
て
去
る
の
で
あ
る
。
こ
の
笑
い
の
意
味

の
二
重
性
は
名
前
の
そ
れ
と
近
い
関
係
に
あ
り
、
名
前
は
お
そ
ら

く
笑
い
声
の
化
石
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
今
日
の
渾
名
（Spitznam

en

）
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
、
渾
名
は
そ
こ
に
命
名
と
い
う
根
源
的
行
為
が
な
お
幾

分
か
生
き
続
け
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。 

（G
S3,S.96-7.

）

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
だ
け
を
見
る
限
り
は
、
筆
者
た
ち
の
言
わ
ん
と
す

る
所
は
未
だ
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
は
い
え
、
ア
ド
ル
ノ
が
主
に
担
当

し
た
と
目
さ
れ
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
論
は
、
命
名
と
暴
力
、
笑
い
の
つ

な
が
り
に
つ
い
て
示
唆
す
る
所
が
多
い
。
出
来
る
だ
け
コ
ン
パ
ク
ト
に

ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

彼
は
こ
こ
で
、
ホ
メ
ロ
ス
の
描
く
神
話
的
世
界
が
す
で
に
人
間
に

よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
証
左
と
し
て
、
生
け
る
も
の
を
翻

弄
す
る
大
地
や
気
象
、
神
な
ど
に
―
―
「
ポ
セ
イ
ド
ン
」
が
海
を
象
徴

す
る
、
と
い
う
具
合
に
―
―
名
を
与
え
る
こ
と
で
、
意
の
ま
ま
に
な
ら

な
い
神
的
存
在
が
意
味
づ
け
可
能
な
対
象
と
し
て
可
視
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
（C

f.,G
S3,S.64.

）
、
さ
ら
に
は
、
祭
式
や
儀
礼
を
通
じ
て
、
繰
り

返
し
恵
み
を
与
え
る
存
在
と
し
て
自
然
が
崇
拝
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な



137　●　〈公募論文〉笑うアドルノ――入谷秀一

ど
に
注
目
す
る
（C

f.,G
S3,S.33.

）
。
こ
の
場
合
、
も
た
ら
さ
れ
る
の
が

災
厄
で
あ
っ
て
も
問
題
な
い
。
重
要
な
の
は
、
儀
礼
が
周
期
的
に
開
催

さ
れ
る
の
と
同
じ
く
、
自
然
を
反
復
・
回
帰
す
る
も
の
「
と
し
て
」
捉

え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
す
で
に
、
自
然
を
そ
の
法
則
性
に
従
っ

て
特
徴
づ
け
る
と
い
う
知
の
習
慣
が
芽
生
え
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
「
と
し
て
」
は
あ
る
意
味
、
大
古
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
詐

称
の
装
置
で
も
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
こ
に
自
然
に
対
す
る
人

間
の
優
位
性
が
刻
ま
れ
て
い
る
、
と
単
純
に
断
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
ア
ド
ル
ノ
が
論
ず
る
に
、
こ
の
「
と
し
て
」
は
何
よ
り
人
間
自
身

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
復
す
る
自
然
に
応
じ
る
た
め
に
、

人
間
も
ま
た
自
身
を
同
じ
よ
う
な
客
体
、
つ
ま
り
生
産
或
い
は
再
生
産

と
い
う
働
き
を
―
―
或
い
は
、
た
だ
そ
の
働
き
の
み
を
―
―
担
う
労
働

力
「
と
し
て
」
思
い
込
む
必
要
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰

り
返
し
が
特
徴
で
あ
る
労
働
は
当
然
、
力
の
無
駄
で
不
規
則
な
感
情
的

浪
費
で
あ
る
「
快
楽
」
を
徹
底
し
て
遠
ざ
け
る
。
そ
こ
か
ら
、
い
わ
ば

洗
練
さ
れ
た
防
衛
機
制
と
し
て
の
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う

自ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

己
同
一
性
が
成
立
し
て
く
る
。
そ
こ
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
短
く
表

現
す
る
な
ら
、
も
の
「
と
し
て
」
の
自
然
に
自
身
を
似
せ
る
こ
と
で
こ

れ
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
二
重
に
倒
錯
し
た
ミ
メ
ー
シ
ス
的
欲
望
に

他
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
れ
を
「
犠
牲
の
内
面
化
」
、
「
死
せ
る
存

在
の
模

ミ
メ
ー
シ
ス

倣
」
と
い
っ
た
具
合
に
表
現
す
る
が
（C

f.,G
S3,S.76.

）
、
彼
か

ら
す
れ
ば
、
身
体
の
感
情
的
蠢
き
（Regung

）
な
ど
を
筆
頭
と
す
る
（
自

身
の
）
内
的
自
然
の
抑
圧
は
、
外
的
自
然
を
支
配
・
搾
取
す
る
た
め
に

主
体
が
支
払
っ
た
代
償
な
の
だ
ろ
う
。

　

だ
が
こ
う
し
た
犠
牲
の
帰
趨
を
物
語
る
、
よ
り
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
あ
る
。
不
安
定
な
生
活
が
常
態
で
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
は
、

同
じ
も
の
を
名
指
す
名
は
人
知
を
超
え
た
存
在
を
予
感
さ
せ
る
。
つ
ま

り
そ
こ
で
は
、
名
は
神
々
に
固
有
の
（
暴
）
力
を
体
現
し
て
お
り
、
そ

の
象
徴
た
る
名
を
通
し
て
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
常
に

0

0

畏
怖
す
べ
き
存
在
、

人
に
身
震
い
を
強
い
る
対
象
「
と
し
て
」
現
れ
る
。と
こ
ろ
で
、オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
が
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
命
名
の
力
を
さ
ら
に
逆
手
に

と
っ
て
、
ま
さ
し
く
神
々
の
力
で
も
っ
て
神
々
自
身
を
騙
そ
う
と
大
胆

に
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
象
徴
的
に
物
語
る
の
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
ポ
セ
イ
ド
ン

の
息
子
で
あ
り
一
つ
目
の
人
食
い
巨
人
で
あ
る
ポ
リ
ュ
ペ
ー
モ
ス
の
洞

窟
か
ら
逃
れ
る
折
、
自
分
を
ウ
ー
デ
ィ
ス
と
名
乗
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
発
音
の
似
た
こ
の
偽
名
は
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
誰
で
も
な
い
者
を
指
す
。
洞
窟
か
ら
逃
れ
た
一
行

を
捕
え
よ
う
と
、
一
つ
目
の
仲
間
た
ち
が
集
ま
っ
て
も
、
ポ
リ
ュ
ペ
ー

モ
ス
は
誰ウ

ー

デ

ィ

ス

で
も
な
い
者
に
や
ら
れ
た
、
と
意
味
不
明
の
返
答
し
か
で
き

な
い
。
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
担
う
べ
き
名
の
力
へ
の
信
頼
と
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
力
を
出
し
抜
く
名
自
身
の
記
号
性
の
交
錯
が
、
笑
劇

め
い
た
こ
の
場
面
を
演
出
す
る
。
英
雄
は
自
ら
身
を
震
わ
せ
、
哄
笑
す

る
。
自
分
は
誰
で
も
な
い
、
存
在
し
な
い
た
だ
の
「
無
」
だ
、
そ
う
い
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う
こ
と
に
し
て
し
ま
お
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
の
だ
、
た
か
だ

0

0

0

か
名
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

。
「
詭
計
は
し
か
し
、
〔
言
葉
と
対
象
の
〕
区
別
に
つ

け
こ
む
所
に
成
り
立
つ
」
（G

S3,S.79.

）
。
名
は
し
ょ
せ
ん
対
象
を
名
指

す
記
号
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
は
何
ら
固
有
な
実
質
を
持
た
ず
、
従
っ

て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
何
ら
影
響
は
な
い
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

　

し
か
し
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
他
方
で
、
こ
の
抜
け
目
の
な
さ
を
徹
底

で
き
ず
、
「
名
前
の
呪
縛
を
完
全
に
断
ち
切
る
」
（Ibid.

）
こ
と
が
で
き

な
い
。
「
逃
走
の
途
上
、
ま
だ
巨
人
の
投
石
の
到
達
圏
内
に
あ
る
う
ち

か
ら
、
彼
は
巨
人
を
嘲
弄
す
る
ば
か
り
か
、
自
分
の
本
名
や
素
性
を
打

ち
明
け
て
し
ま
う
。
〔
…
…
〕
仲
間
の
も
の
た
ち
は
彼
に
対
し
て
、
愚

か
し
い
真
似
は
慎
ん
で
分
別
あ
る
振
舞
い
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
。
だ

が
、
そ
れ
は
う
ま
く
行
か
な
い
」
（G

S3,S.87.

）
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
知

将
を
ク
ー
ル
で
合
理
的
な
詐
欺
師
と
い
う
よ
り
、
い
く
ら
学
習
し
て
も

愚
か
な

0

0

0

冒
険
を
止
め
な
い
物
好
き
と
み
て
い
る
が
、
こ
れ
は
意
味
深
い
。

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
で
は
、
そ
の
近
く
を
通
る
者
の
身
を
破
滅
さ
せ

る
と
い
わ
れ
る
女
神
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
声
を
聞
く
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
一

行
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
確
か
に
、
故
郷
イ
タ
ケ
へ
の

帰
還
と
い
う
目
的
を
忠
実
に
遂
行
し
た
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た

リ
ス
ク
を
負
う
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
言
葉
を

単
な
る
記
号
と
見
な
し
た
は
ず
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
よ
く
し
ゃ
べ

る
の
で
あ
る
。

　

知
将
の
矛
盾
し
た
行
動
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
「
も
の
」
に

自
身
を
似
せ
る
こ
と
で
「
も
の
」
と
し
て
の
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す

る
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
き
着
く
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
考
え
て
み
れ
ば
、

こ
れ
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
支
配
を
貫
徹
し
た

結
果
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
、
「
死
せ
る
存
在
の
模

ミ
メ
ー
シ
ス

倣
」
、
す
な
わ
ち
、

感
動
は
お
ろ
か
、
驚
き
や
脅
威
す
ら
不
要
と
な
る
、
要
す
る
に
か
の
生

け
る
存
在
と
し
て
身
を
震
わ
す
一
切
の
可
能
性
を
剥
奪
さ
れ
た
死
せ
る

自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
徹
底
し
て
記
号
化
さ
れ
、
匿
名
化
し
た
世
界
で

は
、
す
べ
て
が
同
一
の
尺
度
に
即
し
て
計
量
さ
れ
、
交
換
可
能
と
な
る
。

そ
こ
で
は
、
支
配
の
主
体
で
あ
る
人
間
自
身
に
さ
え
、
自
然
存
在
と
し

て
の
僅
か
なRegung

も
残
ら
な
い
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
そ
れ
に
耐

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
啓
蒙
の
限
界
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
言
葉
を
裏
切
っ
た
こ
の
英
雄
が
よ
り
一
層
言
葉
に
頼
る

よ
う
に
、
固
有
な
生
で
あ
る
自
己
を
否
定
し
か
ね
な
い
こ
の
機
知
（w

it

）

を
介
す
る
こ
と
で
し
か
、
自
然
の
圧
倒
的
な
力
の
裏
を
か
く
（outw

it

）

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
苦
悩
が
彼
に
あ
っ
た
の
も
、
ア
ド
ル
ノ
に

よ
れ
ば
確
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
義
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
縛

ら
れ
、
命
名
の
力
を
そ
の
ま
ま
信
奉
し
う
る
定
住
者
た
ち
と
は
違
い
、

漂
泊
を
続
け
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
生
存
が
、
人
と
神
話
的
自
然
と
の

間
を
行
き
か
い
、
仲
介
す
る
（verm

itteln

）
―
―
そ
れ
で
い
て
、
い
ず

れ
の
陣
営
に
も
属
さ
な
い
―
―
こ
と
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
ま
す
ま
す
際
立
っ
て
く
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
ア
ド
ル
ノ
は
こ
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こ
で
、
商
品
の
交
換
や
取
引

0

0

0

0

0

に
長
け
た
自
由
な
る
仲
介
業
者

（M
ittelsm

ann

）
の
姿
を
、
つ
ま
り
か
の
ユ
ダ
ヤ
的
類
型
を
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
に
読
み
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
「
自
分
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
こ
の
「
誰
で
も
な

い
者
」
は
、
死
の
不
安
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
も
死
の
不
安
に
由
来
す
る

優
越
を
誇
り
と
し
て
い
る
、
あ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
相
貌
を
す
で
に
帯
び
て

い
る
」
（G

S3,S.88.

）
。
さ
ら
に
続
け
て
彼
は
言
う
。
「
そ
し
て
こ
の
仲

介
者
に
対
す
る
復
讐
は
、
市
民
社
会
の
終
末
に
初
め
て
起
る
の
で
は
な

く
、
す
で
に
初
頭
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
が
た
え
ず
到
達

し
よ
う
と
努
め
て
い
る
否
定
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
姿
を
見
せ
て
い

る
」
（Ibid.

）
。

　

我
々
は
こ
こ
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
論
の
結
論
に
一

気
に
進
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
英
雄
の
振
舞
い
に
は
、
啓
蒙
の
ユ0

ダ
ヤ
的

0

0

0

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
復
讐

0

0

が
否
定
的

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
、
い
わ
ば
二
重
写
し
に
表
れ
て
い
る
、
と
彼
は
指

摘
す
る
。
つ
ま
り
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
は
、
自
然
支
配
を
希
求
し
つ
つ
、

そ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
る
西
洋
的
な
知
性
の
自
画
像
に

他
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
自
画
像
は
「
人
は
自
分
が
恐
れ
る
当
の
も
の
に
よ
っ
て
魅
了
さ

れ
る
」（G

S3,S.208.

）
と
い
う
両
義
的
な
感
情
を
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、

世
の
ユ
ダ
ヤ
人
イ
メ
ー
ジ
が
矛
盾
を
孕
む
こ
と
に
な
る
の
も
当
然
だ
、

と
ア
ド
ル
ノ
は
主
張
す
る
。
彼
ら
は
、
（
肉
体
）
労
働
の
苦
し
み
を
経

験
す
る
こ
と
な
く
「
も
の
」
の
取
引
の
み
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
冷
徹

な
資
本
家
で
あ
る
一
方
で
、
肥
え
太
り
、
女
性
た
ち
を
言
葉
巧
み
に
篭

絡
さ
せ
る
な
ど
、
強
欲
に
ま
み
れ
た
獣
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し

て
表
象
さ
れ
も
す
る
。
中
で
も
、
と
り
わ
け
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
を

苛
立
た
せ
る
の
は
、
固
有
の
土
地
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど

の
よ
う
な
国
に
あ
っ
て
も
ま
る
で
自
ら
の
故
郷
の
よ
う
に
馴
染
む
こ
と

の
で
き
る
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
の
振
舞
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
進
歩
し
た
文
明
の
側
か
ら
見
れ
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
な
が
ら
あ
ま
り
に
も
先
走
っ
て
お
り
、

自
分
た
ち
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
り
、
利
口
で
あ
り
な
が
ら

愚
か
な

0

0

0

者
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（G

S3,S.211. 

強
調
は
本
稿
筆
者
）
。

だ
が
ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、

文
明
人
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
に
陥
る
こ
と
な
く
、
矛
盾
し
た

感
情
か
ら
自
身
を
守
る
た
め
に
は
、
い
わ
ば
こ
れ
を
内
か
ら
外
へ
と
吐0

き
出
す

0

0

0

以
外
に
な
い
。
「
主
体
が
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
る
く
せ
に
自

分
の
も
の
と
は
認
め
た
く
な
い
情
動
は
、
客
体
に
、
つ
ま
り
予
定
さ
れ

た
犠
牲
者
に
、
押
し
つ
け
ら
れ
る
」
（G

S3,S.212.

）
。
こ
の
犠
牲
者
こ

そ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
気
味
な
も
の
（das U

nheim
liche

）
を

抑
圧
さ
れ
た
己
の
欲
望
の
回
帰
と
し
て
論
じ
た
フ
ロ
イ
ト
の
洞
察
を
思

わ
せ
る
が
、
実
際
ア
ド
ル
ノ
は
こ
う
し
た
押
し
つ
け
を
、
精
神
分
析
的

に
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
な
転
移
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
は
こ
れ
に
先
ん
じ
る
形
で
、
三
〇
年
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代
末
に
亡
命
先
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
執
筆
し
た

『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
に
お
い
て
、
R
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
を
自
己
投
影
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
た
。
こ
の

楽
匠
の
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
「
異
常
気
質
め
い
た
憎
悪
に
対
し
て
は
、
嫌
悪

（Ekel

）
と
は
忌
ま
わ
し
き
対
象
に
同
類
と
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
だ

と
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
規
定
が
当
て
は
ま
る
」
（G

S13,S.22.

）
と
彼
は

言
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
吐
き
気
（Ekel

）
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
嫌
悪
は
内
に
溜
め
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
ヴ
ァ
ー
グ

ナ
ー
の
作
品
の
中
で
、
い
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
さ

れ
、
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
か
を
論
じ
つ
つ
、
自
分
に
似
た
他
者
へ
の
軽
薄

0

0

な0

笑
い
が
、
深
刻
な

0

0

0

自
己
嫌
悪
か
ら
己
の
気
を
そ
ら
せ
る
の
に
不
可
欠

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
に
触
れ
て
い
る
。「
〔
笑
い
や
冗
談
の
よ
う
に
〕

た
だ
の
遊
び
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
常
に
も
っ
と
も
悪
し
き
も
の
の

合
理
化
を
助
長
す
る
の
だ
」
（G

S13,S.19-20.

）
。

終
わ
り
に
―
―
ジ
ャ
ズ
と
い
う
傷

　

い
さ
さ
か
迂
遠
な
論
述
に
な
っ
た
が
、
以
上
が
、
自
然
と
い
う
故
郷

か
ら
の
解
放
が
不
安
を
伴
い
、
且
つ
こ
の
不
安
が
、
解
放
の
代
償
と
し

て
犠
牲
を
要
求
す
る
と
い
う
、
啓
蒙
の
弁
証
法
的
な
帰
趨
で
あ
る
。
そ

れ
は
欲
望
と
嫌
悪
と
の
結
び
つ
き
を
、
そ
し
て
啓
蒙
の
似
て
も
似
つ
か

ぬ
他
者
（
＝
ユ
ダ
ヤ
人
）
に
対
す
る
こ
の
両
義
的
な
情
動
の
投
影
を
説

明
す
る
だ
け
で
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
の
論
述
は
―
―
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
真
剣

な
か
ら
か
い
が
示
唆
す
る
よ
う
に
―
―
不
安
定
な
心
理
状
態
か
ら
の
自0

己
の
解
放

0

0

0

0

が
、
い
か
に
他
者
の
抑
圧

0

0

0

0

0

と
い
う
犠
牲
の
も
と
で
成
立
し
て

く
る
か
、
啓
蒙
に
不
可
欠
で
あ
る
笑
い
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
両
義

性
を
も
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
ア
ド
ル
ノ
は
―
―
そ
し
て

こ
れ
が
彼
の
論
理
の
極
め
て
剣
呑
な
部
分
で
も
あ
る
の
だ
が
―
―
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
感
情
の
投
影
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
否
定
で
き
な
い
し
、

そ
う
す
べ
き
で
も
な
い
、
と
考
え
る
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
主
張
す

る
所
で
は
、
「
憎
悪
は
宥
和
の
ネ
ガ
な
の
で
あ
る
。
宥
和
と
は
ユ
ダ
ヤ

教
の
最
高
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
神
髄
は
期
待
に
あ
る
」
（G

S3,S.225.

）
。

さ
ら
に
ア
ド
ル
ノ
が
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
で
述
べ
る
に
、
「
心
理

学
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
禍
い
を
心
に
描
く
者
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
そ

れ
を
待
ち
望
ん
で
い
る
と
い
う
。
〔
…
…
〕
外
界
の
出
来
事
に
と
り
と

め
な
い
投
射
を
行
な
っ
て
、
こ
の
上
な
く
ば
か
ば
か
し
い
想
像
を
し
た

り
、
最
悪
の
場
面
を
心
に
描
く
場
合
で
も
、
社
会
を
永
続
さ
せ
て
い
る

冷
厳
な
法
則
を
な
ん
と
か
し
て
見
究
め
よ
う
と
す
る
意
識
の
無
自
覚
な

努
力
が
働
い
て
い
る
の
だ
」
（G

S4,S.185-6.

）
。
憎
悪
が
否
定
さ
れ
る
べ

き
で
な
い
の
は
、
そ
の
投
影
を
、
投
影
す
る
側
の
一
方
的
で
根
拠
の
な

い
妄
想
と
し
て
片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ア
ド

ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
妄
想
の
遠
因
は
投
影
先
で
あ
る
社
会
の
側

に
も
あ
り
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
の
誇
大
妄
想
は
、
そ
の
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
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ク
と
も
い
う
べ
き
攻
撃
的
な
感
受
性
に
よ
っ
て
、
一
見
す
る
と
合
理
的

な
装
い
を
崩
さ
な
い
社
会
の
不
条
理
な
真
相
に
触
れ
る
こ
と
に
成
功
す

る
と
い
う
。
『
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
試
論
』
で
も
彼
は
、
自
分
が
共
感
を
寄

せ
る
相
手
の
弱
点
を
過
た
ず
見
抜
く
楽
匠
の
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
」

（G
S13,S.18.

）
ユ
ー
モ
ア
に
言
及
し
て
い
る
。

　

従
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
、
自
分
は
真
面
目
で
相
手
は
不
真
面

目
、
自
分
に
は
固
有
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
り
、
相
手
は
た
だ
悪

意
あ
る
物
ま
ね
や
擬
態
を
繰
り
返
す
だ
け
、
と
い
っ
た
二
分
法
へ
の
固

執
そ
の
も
の
に
あ
る
。
狂
人
は
相
手
が
映
し
出
す
自
身
の
狂
気

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
自
覚

せ
ず
、
あ
く
ま
で
己
の
正
し
さ
を
盲
信
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
「
本
当
の
狂
気
は
、
狂
う
こ
と
の
で
き
な
い
者
の
う
ち
に
、
つ
ま

り
あ
の
否
定
性
に
対
す
る
思
考
の
無
能
力
さ
の
う
ち
に
、
は
じ
め
て
存

在
す
る
」
（G

S3,S.220.

）
。

　

M
・
ジ
ェ
イ
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に

）
25
（

、キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
の
対
決
以
来
、
ア
ド
ル
ノ
に
は
、
真
面
目
さ
の
み
な
ら
ず
、
混
じ
り

け
の
な
い
も
の
、
事
柄
の
本
質
と
さ
れ
る
も
の
へ
の
深
い
疑
念
が
あ
っ

た
。
か
み
砕
い
て
言
う
な
ら
、
自
分
「
本
来
の
（eigentlich

）
」
性
格
や

「
本
」
音
、
固
有
の
（eigen

）
特
質
と
い
っ
た
言
い
方
に
は
、
自
分
の

も
の
は
自
分
の
も
の
と
い
う
同
一
性
へ
の
信
頼
が
反
映
し
て
お
り
、
こ

の
信
頼
が
過
剰
に
な
る
に
従
っ
て
、
他
者
を
必
要
と
し
な
い
自
律
的
で

「
強
い
」
自
我
と
い
っ
た
概
念
へ
の
手
放
し
の
称
賛
、
そ
し
て
ひ
い
て
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
よ
う
な
自
己
「
本
来
の
」
土
地
を
持
た
な
い
漂
泊
者
へ
の

敵
意
が
生
じ
て
く
る
。
だ
が
ア
ド
ル
ノ
が
述
べ
る
に
、
人
の
「
心
の
動

き
に
は
、
た
え
ず
、
模
倣
と
か
、
遊
戯
と
か
、
現
状
と
は
違
っ
た
も
の

で
あ
り
た
い
と
い
う
願
望
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
」
（G

S4,S.174.

）
の

で
あ
り
―
―
そ
の
意
味
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
敵
意
は
、
羨
望
交
じ
り

の
恨
み
、
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
―
―
、
彼
は
、
そ
う
し
た

願
望
を
抑
圧
し
た
く
な
け
れ
ば
「
む
し
ろ
に
せ
も
の
の
汚
名
を
甘
ん
じ

て
身
に
受
け
る
で
あ
ろ
う
」
（G

S4,S.176.

）
と
ま
で
述
べ
る
。

　

こ
れ
は
単
純
に
、
固
有
な
も
の
の
否
定
で
は
な
い
。
そ
れ
は
別
の
固

有
性
へ
の
接
近
を
生
む
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ

れ
を
誇カ

リ

カ

チ

ュ

ア

ラ

イ

ズ

す

る

張
的
に
演
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
表
立
っ
て
は
意
味
深
い
様
相

を
見
せ
る
当
の
固
有
な
も
の
の
暴
力
性
、
笑
う
べ
き
無ナ

ン

セ

ン

ス

意
味
さ
を
内
側

か
ら
暴
露
す
る
戦
略
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ジ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
彼
の
思
考
自
体
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
始
め
と
す
る
「
多
く
の

友
人
た
ち
に
よ
る
最
も
注
目
す
べ
き
ア
イ
デ
ア
の
、
完
全
な
複
製
と
は

い
わ
な
い
も
の
の
そ
の
改
訂
版

）
26
（

」と
い
っ
た
面
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
ジ
ェ

イ
は
、
か
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
―
―
換
言
す
れ
ば
、
我
こ
そ
は
そ
の

思
想
の
起
源
（origin

）
で
あ
る
と
主
張
す
る
―
―
思
想
家
で
あ
る
こ
と

を
拒
否
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
ス
タ
イ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
意
義
に

こ
そ
注
目
す
べ
き
、
と
述
べ
る
。
そ
の
点
で
言
う
な
ら
、
例
え
ば
彼
の

六
〇
年
代
の
代
表
作
『
否
定
弁
証
法
』
も
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
な
ど
の
思
想
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
に
突
き
合
わ
せ
、
強
引
な

対
話
の
舞
台
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
体
系
的
な
哲
学
が
そ
の
体
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系
の
外
側
で
は
ち
ぐ
は
ぐ
な
、
ま
た
時
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
主
張
を
見
せ

る
か
を
実
演
し
て
み
せ
た
シ
ュ
ー
ル
な
パ
ロ
デ
ィ
的
試
み
と
し
て
読
め

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
模
倣
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
パ
ロ
デ
ィ

を
演
じ
る
当
事
者
自
身
を
笑
い
に
誘
う
ベ
ケ
ッ
ト
の
舞
台
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
（C

f.,G
S11,S.305-6.

）
、
い
わ
ば
自
己
治
療
的
な
効
果
を
狙
っ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ア
ド
ル
ノ
は
芸
術
の
可
能
性
を
、
他
者
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
た
攻
撃
的
な
行
為

0

0

に
す
ぐ
さ
ま
不
安
や
欲
望
を
転
換
さ
せ

る
パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
と
違
い
、
た
と
え
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ

よ
表
現

0

0

を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で
、
己
の
内
に
あ
る
矛
盾
し
た
情
動
と
粘

り
強
く
対
話
し
、
そ
の
一
本
調
子
な
深
刻
さ
を
宥
め
、
救
済
す
る
「
遊

び
」
の
余
地
を
開
示
す
る
点
に
見
た
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
こ
こ
で
改
め
て
第
一
節
の
内

容
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
た

上
で
、
特
に
ジ
ャ
ズ
に
関
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

再
度
検
証
し
て
み
た
い
（
要
す
る
に
、
ア
ド
ル
ノ
を
ア
ド
ル
ノ
的
に
読
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
）
。

　

例
え
ば
彼
は
、
件
の
「
ジ
ャ
ズ
に
つ
い
て
」
で
は
ク
シ
ェ
ネ
ク
の
ジ
ャ

ズ
・
オ
ペ
ラ
「
ジ
ョ
ニ
ー
は
弾
き
始
め
る
」
に
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
言
及

す
る
が
、
こ
の
ク
シ
ェ
ネ
ク
こ
そ
、
現
代
音
楽
を
志
す
同
志
と
し
て
イ

ギ
リ
ス
亡
命
中
の
ア
ド
ル
ノ
の
精
神
的
支
柱
に
な
っ
た
人
物
だ
っ
た
。

加
え
て
こ
の
オ
ペ
ラ
は
ナ
チ
に
よ
っ
て
、
そ
の
黒
人
音
楽
と
ユ
ダ
ヤ
的

退
廃
と
の
融
合
を
理
由
に
、
一
九
三
三
年
以
降
ド
イ
ツ
で
の
演
奏
が
禁

じ
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
「
ジ
ャ
ズ
に
つ
い
て
」
が
公
表
さ
れ
た
三

六
年
の
段
階
に
あ
っ
て
も
、
ジ
ャ
ズ
は
、
今
風
に
言
え
ば
、
そ
の
同
調

圧
力
的
な
機
能
や
現
象
が
一
本
調
子
に

0

0

0

0

0

論
じ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
あ

た
か
も
ジ
ャ
ズ
を
担
っ
た
個
人
な
ど
、
ま
し
て
や
ジ
ャ
ズ
と
ナ
チ
と
の

間
に
コ
ン
フ
リ
ク
ト
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。

　

特
に
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
ジ
ャ
ズ
の
中
性
的
要
素

と
捉
え
る
も
の
を
、
両
性
具
有
的
で
同
性
愛
的
な
も
の
と
同
一
視
し
、

そ
の
「
女
々
し
さ
」
を
揶
揄
す
る
か
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ズ
主
体
に
ド
イ

0

0

ツ
名
を
与
え
る

0

0

0

0

0

0

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ペ
ー
タ
ー
と
い
う
名
前
以
外
で

は
あ
り
え
な
い
」（G

S17,S.103.

）
と
述
べ
て
い
る
く
だ
り
だ
ろ
う
。
こ

こ
で
彼
は
ペ
ー
タ
ー
と
い
う
渾
名

0

0

で
も
っ
て
、
ジ
ャ
ズ
フ
ァ
ン
を
周
り

に
同
調
し
や
す
い
幼
児
的
で
未
成
熟
な
集
団
と
見
な
す
、
そ
れ
自
体
が

千
篇
一
律
な
調
子
の
冷
や
か
し
を
披
歴
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
イ
エ

ス
を
三
度
裏
切
っ
た
軟
弱
な
ユ
ダ
ヤ
人
ペ
テ
ロ
と
の
結
び
つ
き
を
も
示

唆
し
て
い
る
（C

f.,G
S17,S.103-4.

）
。
ジ
ャ
ズ
が
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
口

実
と
し
て
ナ
チ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
ア
ド
ル
ノ
は

知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
さ
ら
に
奇
異
に
思
わ
れ
る

の
は
、
彼
が
こ
の
中
性
的
要
素
に
自
分
好
み
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
音
楽
に
通

じ
る
志
向
を
、
す
な
わ
ち
、
家
父
長
主
義
と
そ
れ
を
支
え
る
伝
統
的
で

性
抑
圧
的
な
「
強
い
」
自
我
イ
メ
ー
ジ
へ
の
反
抗
を
感
じ
取
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
に
触
れ
る
や
否
や
、
即
座
に
こ
れ
を
「
も

ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
〔
性
衝
動
の
解
放
に
寄
与
す
る
は
ず
の
ジ
ャ
ズ
の
〕
行
動
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は
あ
や
ま
っ
た
統
合
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
抑
圧
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
始

め
て
―
―
そ
の
社
会
的
な
境
位
に
お
い
て
―
―
毒
素
を
帯
び
る
よ
う
に

な
る
」
（G

S17,S.106.

）
と
い
う
具
合
に
否
認
す
る
点
で
あ
ろ
う
。

　

音
楽
的
志
向
を
す
ぐ
さ
ま
性
的
類
型
と
結
び
つ
け
る
「
ジ
ャ
ズ
に
つ

い
て
」
の
分
析
手
法
は
、
戦
後
発
表
さ
れ
た
ジ
ャ
ズ
論
「
時
間
の
な
い

流
行　

ジ
ャ
ズ
に
つ
い
て
」
（
一
九
五
三
）
で
も
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
一

層
顕
著
に
な
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
で
も
、
同
性

愛
者
を
そ
の
同
調
志
向
に
お
い
て
没
個
性
的
で
女
々
し
く
、
従
順
な
マ

ゾ
ヒ
ス
ト
と
み
な
す
一
方
で
、
こ
の
男
性
集
団
―
―
女
性
同
性
愛
者
の

存
在
は
ア
ド
ル
ノ
の
視
野
に
全
く
入
っ
て
い
な
い
―
―
は
、
自
分
た
ち

と
は
違
う
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
は
極
度
に
威
圧
的
に
振
舞
う
サ

デ
ィ
ス
ト
に
な
る
、
と
断
じ
て
い
た
が
、
こ
の
ジ
ャ
ズ
論
で
は
、
こ
う

し
た
サ
ド
・
マ
ゾ
的
性
格
で
も
っ
て
ジ
ャ
ズ
フ
ァ
ン
全
般
を
囲
い
込
む
、

と
い
う
力
業
に
訴
え
る
。
相
変
わ
ら
ず
毒
に
は
毒
を
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
K
・
ア
ミ
ド
ン
が
下
す
よ
う
な
皮
肉
な
結
果
に

帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
同

性
愛
概
念
の
否
定
弁
証
法
的
な
展
開
に
お
い
て
最
も
厄
介
な
側
面
は
、

個
々
の
人
間
や
そ
の
実
践
の
多
様
性
に
つ
い
て
何
ら
説
明
し
よ
う
と
し

な
い
点
に
あ
る
。
J
・
バ
ト
ラ
ー
は
ア
ド
ル
ノ
が
、
そ
の
倫
理
学
的
な

著
作
に
お
い
て
実
際
、
個
々
人
に
「
暴
力
」
と
し
て
の
し
か
か
る
誤
っ

た
普
遍
性
に
つ
い
て
ど
こ
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
強
烈
な
批
判
を
行
っ

た
か
を
探
究
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の

同ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

性

愛

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
こ
の
批
判
精
神
が
全
く
欠
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た

社
会
理
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
企
図
が
〔
…
…
〕
個
人
を

均ホ
モ
ジ
ナ
イ
ズ

質
化
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

）
27
（

」
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
ジ
ャ
ズ
論
に
は
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
や
即
興
を
好
む

ジ
ャ
ズ
の
自
由
で
自
然
な
演
奏
ス
タ
イ
ル
が
す
べ
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
商
品
で
あ
り
、
大
衆
向
け
の
消
費
物
と
し
て
最
初
か
ら
体
制
順
応
的

で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
繰
り
返
し
現
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
が
文
字

通
り
「
偽
物
」
で
あ
る
の
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
演
奏
者
も
聴
衆
も
そ
の

自
由
奔
放
で
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
「
本
物
」
の

自
然
の
発
露
だ
と
誤
認
す
る
か
ら
だ
、と
さ
れ
る
。
特
に
女
々
し
き
ジ
ャ

ズ
フ
ァ
ン
の
男
た
ち
は
そ
こ
に
、
現
実
原
則
（
フ
ロ
イ
ト
）
に
よ
っ
て

抑
圧
さ
れ
て
い
た
真
の
快
楽
を
、
あ
た
か
も
帰
る
べ
き
「
故
郷
」
を
再

び
見
出
し
た
子
供
の
よ
う
に
無
邪
気
に
求
め
る
、
と
彼
は
批
判
し
て
や

ま
な
い
。

　

お
そ
ら
く
こ
こ
に
ア
ド
ル
ノ
の
怒
り
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
母
な
る
自
然
と
の
直
接
的
な
一
体
化
が
も
た
ら
す
、
幼
児
的
な

脱
自
の
状
態
―
―
個
人
と
し
て
の
輪
郭
や
私
的
な
領
域
、
要
す
る
に
自

我
の
放
棄
―
―
は
、
彼
が
集
団
的
な
権
威
主
義
の
要
因
と
し
て
最
大
限

警
戒
す
る
暴
力
装
置
で
あ
る
と
同
時
に
、
理
性
に
よ
り
合
理
化
さ
れ
ざ

る
最
初
で
最
後
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
、
最
も
救
済
に
値
す
る
も
の
で

も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
女
神
セ
イ
レ
ー
ン
の
歌
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声
に
、
そ
し
て
何
よ
り
故
郷
を
追
放
さ
れ
た
「
年
老
い
た
子
」
で
あ
る

ア
ド
ル
ノ
自
身
が
「
引
き
伸
ば
さ
れ
た
ア
モ
ル
バ
ッ
ハ
」
に
求
め
た
幸

福
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
そ
こ
に
至
る
道
の
り
は
容
易
で
は
な
い
。
「
そ

も
そ
も
幸
福
と
は
、
母
胎
の
中
で
安
ら
か
に
眠
っ
て
い
た
状
態
が
原
型

と
な
る
よ
う
な
、
す
っ
ぽ
り
と
わ
が
身
を
包
ま
れ
た
状
態
に
他
な
ら
な

い
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
当
の
本
人
は
自
分
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を

知
り
得
な
い
」
（G

S4,S.126.
）
。
ア
ド
ル
ノ
は
幸
福
が
、
自
然
の
模
倣

は
ま
さ
し
く
模
倣
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
自
覚
―
―
こ
の
覚
め
た
啓
蒙
の

意
識
こ
そ
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
、
そ
し
て
ア
ド
ル
ノ
に
生
存
を
約
束
す

る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
―
―
同
様
、こ
の
「
知
り
得
な
い
」

と
い
う
断
念
と
引
き
換
え
の
も
の
だ
、
と
考
え
る
。
幸
福
を
そ
れ
「
と

し
て
」
表
現
す
る
に
は
、
距
離
が
い
る
。
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
言
う

よ
う
に
「
故
郷
と
は
抜
け
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
（G

S3,S.97.

）
。
だ

が
ジ
ャ
ズ
に
は
こ
の
自
覚
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
な
い
」
と
い
う

こ
と
が
、
ま
さ
に
断
念
し
た
者
の
傷
に
触
れ
る
の
だ
。
「
結
局
、
際
物

に
対
す
る
憤
慨
は
、
際
物
が
た
あ
い
も
な
く
模
倣
の
幸
福
に
溺
れ
て
い

る
こ
と
へ
の
怒
り
で
あ
る
〔
…
…
〕
」
（G

S4,S.257.

）
。

　

ジ
ャ
ズ
が
本
当
に
、
見
た
い
も
の
し
か
見
な
い
無
邪
気
さ
で
満
ち
て

い
る
の
か
ど
う
か
、
学
術
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
ジ
ャ
ズ
論
に
も
、
見
た
く
な
い
も
の
を
巧
み

に
か
わ
し
て
い
く
面
が
あ
っ
た
の
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
傷
は
殊
の

外
深
く
、
そ
れ
が
彼
の
目
を
曇
ら
せ
る
。
ジ
ャ
ズ
は
紋
切
型
な
音
楽
だ

と
い
う
、
そ
れ
自
体
紋
切
型
な
イ
メ
ー
ジ
が
ジ
ャ
ズ
に
投
影
さ
れ
る
が
、

こ
の
投
影
は
そ
れ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
憎
悪
か
ら
宥
和

へ
と
反
転
す
る
こ
と
な
く
、
対
象
の
本
質
そ
の
も
の
の
反
映
だ
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
ジ
ャ
ズ
は
悪
し
き
模
倣
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
ベ
ケ
ッ

ト
ら
の
そ
れ
と
は
、
ま
し
て
や
ア
ド
ル
ノ
本
人
の
パ
ロ
デ
ィ
的
戦
略
と

は
異
な
り
、
救
済
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
。
「
そ
も
そ
も
ジ
ャ

ズ
が
ど
の
程
度
ま
で
真
正
の
ニ
グ
ロ
音
楽
と
か
か
わ
り
が
あ
る
か
と
い

う
こ
と
自
体
、
大
い
に
問
題
な
の
で
あ
る
」
（G

S17,S.82.

）
。
―
―
の

ち
に
「
に
せ
も
の
の
汚
名
を
甘
ん
じ
て
身
に
受
け
る
」
と
宣
言
す
る
ア

ド
ル
ノ
に
し
て
は
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ズ
は
、
そ
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
欠
如
が
ゆ
え
に

0

0

0

0

糾
弾
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
私
は
こ
う
し

た
二
分
法
に
、
後
年
彼
自
身
が
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
に
見
出
し
た
よ
う
な
、

欲
望
の
裏
返
し
と
し
て
の
病
的
憎
悪
、
と
い
っ
た
側
面
を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
求
め
る
も
の
が
近
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
不
安
も
な
く
そ

れ
を
掌
中
に
し
て
い
る
（
よ
う
に
映
る
）
者
に
は
罰
を
、
す
な
わ
ち
嘲

笑
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る

）
28
（

。
犠
牲
の
論
理
は
な

お
健
在
な
の
で
あ
る
。

　

無
邪
気
に
笑
う
こ
と
は
か
く
も
難
し
い
。
だ
が
邪
気
（
毒
）
を
含
ま

な
い
笑
い
は
無
力
で
あ
ろ
う
。
死
の
数
年
前
に
ア
ド
ル
ノ
が
述
懐
し
た

所
に
よ
れ
ば
、
彼
は
亡
命
時
代
、
ア
メ
リ
カ
で
の
あ
る
催
し
で
、
そ
れ

と
は
知
ら
ず
に
義
手
を
つ
け
た
元
兵
士
の
俳
優
と
握
手
を
し
、
思
わ
ず

と
ま
ど
い
を
見
せ
た
直
後
、
同
じ
場
所
に
居
合
わ
せ
た
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
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に
そ
の
シ
ー
ン
を
真
似
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン

に
よ
る
パ
ロ
デ
ィ
は
苦
々
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
ア

ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
パ
ロ
デ
ィ
の
成
功
は
、
他
者
の
失
敗
に
嬉
々

と
し
て
感
応
し
、
犠
牲
と
な
る
獲
物
に
不
意
を
つ
い
て
飛
び
か
か
る
肉

食
獣
（R

aubtier
）
の
よ
う
な
―
―
さ
す
が
に
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
の
よ

う
な
、
と
は
彼
は
言
わ
な
い
が
―
―
暴
力
性
を
含
ん
だ
無
垢
な
遊
び
心

を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（C

f.,G
S10.I,S.364.

）
。
だ
が
そ
れ
こ
そ
ま

さ
に
、
行
き
場
の
な
い
自
身
の
と
ま
ど
い
を
救
済
し
、
慰
め
る
も
の
で

も
あ
っ
た
。
「
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
も
た
ら
す
笑
い
は
す
べ
て
、
惨
た
ら

し
さ
と
か
く
も
近
い
の
だ
が
、
こ
の
惨
た
ら
し
さ
と
紙
一
重
の
笑
い
だ

け
が
、
お
の
れ
を
正
当
化
し
、
救
済
す
る
も
の
を
得
る
」
（G

S10.

I,S.365-6.

）
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
両
義
性
に
ど
こ
ま
で
も
自
覚
的
で

あ
る
こ
と
が
、
笑
い
に
許
さ
れ
た
唯
一
の
可
能
性
だ
、
と
ア
ド
ル
ノ
は

考
え
た
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
ジ
ャ
ズ
に
向
け
ら
れ
た
ス
ト
レ
ー
ト
な

嘲
笑
は
、
こ
う
し
た
自
覚
の
困
難
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が

彼
が
我
々
に
残
し
た
教
訓
で
あ
る
。

 

（
に
ゅ
う
や
・
し
ゅ
う
い
ち
／
哲
学
・
ド
イ
ツ
思
想
史
）

注（
1
） 

『
ア
ド
ル
ノ
全
集
』
か
ら
の
引
用
等
に
つ
い
て
は
、Th

eodor W
. Adorno, 

G
esam

m
elte Schriften, R

olf T
iedem

ann u.a. (H
g.), Frankfurt a.M

., 
Suhrkam

p, 2003

を
用
い
、
G 

S
と
巻
数
、
頁
数
で
簡
略
表
示
し
た
。
ま

た
訳
は
既
存
の
邦
訳
に
お
お
む
ね
従
っ
た
が
、
一
部
改
変
し
た
箇
所
も
あ
る
。

（
2
） 

ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ー
ニ
ツ
編
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
／
ア
ド
ル
ノ
往
復
書
簡　

1928-1940

』
野
村
修
訳
、
晶
文
社
、
一
九
九
六
年
、
一
四
二
頁
。

（
3
） C

f., Shea C
oulson, Funnier Th

an U
nhappiness: Adorno and the Art 

of Laughter, in: N
ew

 G
erm

an C
ritique, N

o. 100, W
inter, 2007; Jarno 

H
iet alahti, Socially C

ritical H
um

or: D
iscussing H

um
or w

ith Erich 
From

m
 and Th

eodor W
. Adorno, in: Idéias, 8(1), 2017; 

竹
峰
義
和
『
ア

ド
ル
ノ
、
複
製
技
術
へ
の
ま
な
ざ
し
―
―
〈
知
覚
〉
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』

青
弓
社
、
二
〇
〇
七
年
、
片
上
平
二
郎
「
愉
し
い
ア
ド
ル
ノ
―
―
『
文
化
産

業
論
』
に
お
け
る
『
娯
楽
』
と
『
技
術
』
の
可
能
性
」
『
応
用
社
会
学
研
究
』

No. 

60
、
立
教
大
学
社
会
学
部
編
、
二
〇
一
八
年
、
な
ど
。

（
4
） 

例
え
ば
以
下
を
参
照
。
入
谷
秀
一
「
エ
ロ
ス
と
弁
証
法
―
―
ア
ド
ル
ノ
の

セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
覗
く
（
2
）
」
『
龍
谷
哲
学
論
集
』
第
三
四
号
、
龍
谷
哲

学
会
編
、
二
〇
二
〇
年
、
五
三
―
七
二
頁
。

（
5
） 

私
見
で
は
、
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
各
断
章
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
タ

イ
ト
ル
の
中
に
は
、
元
に
な
っ
た
テ
ー
ゼ
や
表
題
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
が
少

な
く
な
い
（
入
谷
秀
一
『
か
た
ち
あ
る
生　

ア
ド
ル
ノ
と
批
判
理
論
の
ビ
オ
・

グ
ラ
フ
ィ
ー
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
四
六
―
一
四
八
頁
参

照)

。
例
え
ば
、
断
章
三
六
「
死
に
い
た
る
健
康
」
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（
「
死

に
い
た
る
病
」
）
、
断
章
三
七
「
快
感
原
則
の
此
岸
」
が
フ
ロ
イ
ト
（
「
快
感

原
則
の
彼
岸
」
）
、
断
章
六
八
「
人
び
と
が
お
前
を
じ
っ
と
見
て
い
る
」
が
ド

イ
ツ
の
作
家
P
・
ア
イ
パ
ー
の
著
作
（
『
動
物
た
ち
が
お
前
を
じ
っ
と
見
て

い
る
』
）
の
も
じ
り
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

（
6
） 

一
九
六
七
年
に
ア
ド
ル
ノ
が
発
表
し
た
『
本
来
性
と
い
う
隠
語
―
―
ド
イ

ツ
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
』
を
参
照
（G

S6,S.413-526.

）
。

（
7
） 

一
般
的
に
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
ド
イ
ツ
の
ロ
ッ
ト
ヴ
ァ
イ
ル
地
方
原
産

の
牧
羊
・
警
備
用
の
犬
種
と
し
て
知
ら
れ
る
。
二
十
世
紀
初
頭
に
は
警
察
・

軍
用
犬
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
。

（
8
） C

f., A
nson R

abinbach, In the Shadow
 of C

atastrophe: G
erm

an 
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Intellectuals betw
een Apocalypse and Enlightenm

ent, U
niversity of 

C
alifornia Press, 2000, p. 175.

（
9
） T

heodor W
. Adorno, Briefe an die Eltern 1939-1951, C

hristoph 
G

ödde und H
enri Lonitz (H

g.), Frankfurt a.M
., Suhrkam

p, 2003, S. 
11-12.

（
10
） Adorno, op. cit., S.12.

（
11
） Adorno, op. cit., S.181.

（
12
） Th

eodor W
. Adorno, R

undfunkautorität und Schlagersendung, in: 
R

olf T
iedem

ann (H
g.), Frankfurter Adorno Blätter V

II, M
ünchen, 

edition test

＋kritik, 2001, S. 95.

（
13
） 

『
ア
ド
ル
ノ
＝

ク
シ
ェ
ネ
ク
往
復
書
簡
』
深
田
甫
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一

九
八
八
年
、
五
八
―
五
九
頁
。

（
14
） Adorno, op. cit., S. 90.

（
15
） Adorno, op. cit., S. 92.

（
16
） 

竹
峰
、
前
掲
書
、
四
一
頁
。

（
17
） 

竹
峰
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。

（
18
） 

こ
の
未
発
表
原
稿
ほ
ど
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
満
ち
て
は
い
な
い
が
、
ナ
チ

の
パ
ロ
デ
ィ
で
も
っ
て
ナ
チ
好
み
の
芸
術
を
揶
揄
す
る
、
と
い
う
意
図
が
鮮

明
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
戦
後
に
彼
が
発
表
し
た
論
考
「
好
ま
し
か
ら
ざ
る

も
の
の
す
す
め
」
（
一
九
五
九
）
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
こ
で
、
芸
術
に
関
し

て
は
敵
味
方
を
二
分
す
る
よ
う
な
政
治
的
戦
略
は
適
さ
な
い
と
自
認
し
つ
つ

も
「
や
は
り
わ
た
し
は
、
現
代
芸
術
の
味
方
か
敵
か
と
い
う
二
分
法
を
、
現

代
芸
術
の
味
方
か
〈
ド
イ
ツ
の
ホ
テ
ル
を
飾
る
絵
画
の
愛
好
者
組
合
〔das 

Bund für deutsche H
otelbildm

alerei

〕
〉
（
略
し
てBfdH

）
か
と
い
う
二

分
法
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
賛
成
し
た
い
」（G

S10.I,S.332.

）
と
提
案
す
る
。

BfdH

と
い
う
の
は
勿
論
架
空
の
組
織
な
の
だ
が
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
で
、

芸
術
に
疎
い
文
化
保
守
主
義
者
が
理
解
を
示
す
の
は
せ
い
ぜ
い
、
ホ
テ
ル
に

飾
ら
れ
る
よ
う
な
平
凡
で
キ
ッ
チ
ュ
な
商
業
絵
画
に
す
ぎ
な
い
、
と
冗
談
交

0

0

0

じ
り
の
本
音

0

0

0

0

0

を
披
露
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
のBfdH

な
る
名
称
は
ど
こ

か
、
帝
国
文
化
院
法
を
制
定
し
て
様
々
な
芸
術
家
の
組
織
的
囲
い
込
み
と
排

除
を
強
制
的
に
執
行
し
て
い
っ
た
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
的
手
法
を
想
起
さ
せ
る
が
、

実
際
ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
で
「
た
と
え
わ
た
し
が
き
わ
め
て
概
括
的
な
語
り
方

を
し
た
と
し
て
も
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
な
か
で
思
考
す
る
こ
と
を
つ
ね
と

し
、
あ
た
か
も
誰
し
も
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
憤
激

を
無
理
や
り
推
し
つ
け
て
く
る
よ
う
な
人
々
ほ
ど
概
略
的
で
な
い
こ
と
は
確

か
で
あ
る
」
（G

S10.I,S.331.

）
と
述
べ
、
さ
ら
に
後
で
は
「
ホ
テ
ル
絵
画

に
か
な
り
譲
歩
し
、
組
織
力
に
か
け
て
は
厚
い
信
頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
別

の
集
団
に
お
願
い
し
て
、
ホ
テ
ル
絵
画
だ
け
を
集
め
た
独
自
の
展
覧
会
を
開

催
し
て
は
ど
う
か
と
勧
め
て
み
た
い
。
〔
…
…
〕
そ
う
な
る
と
、
第
三
帝
国

が
滅
び
た
あ
と
も
幸
運
に
も
生
き
延
び
て
、
こ
の
展
覧
会
を
待
ち
わ
び
て
い

た
す
べ
て
の
も
の
が
巣
穴
か
ら
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
這
い
出
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
」

（G
S10.I,S.333.

）
と
、
い
か
に
も
忌
々
し
気
に
、
ま
た
楽
し
気
に
論
じ
て

い
る
。

（
19
） C

f., Eric O
berle, Jazz the W

ound: N
egative Identity, C

ulture, and 
the Problem

 of W
eak Subjectivity in T

heodor A
dorno ’s Tw

entieth 
C

entury, in: M
odern Intellectual H

istory, 13, 2 (2016), p. 378.

（
20
） S

・
ミ
ュ
ラ
ー
＝

ド
ー
ム
『
ア
ド
ル
ノ
伝
』
徳
永
恂
監
訳
、
作
品
社
、
二

〇
〇
七
年
、
六
五
一
頁
。

（
21
） Peter von H

aselberg, W
iesengrund A

dorno, in: H
einz Ludw

ig 
Arnold (H

g.), T
heodor W

. Adorno, M
ünchen, edition text

＋kritik, 
1977, S. 20.

（
22
） O

berle, loc. cit. 

し
か
し
以
下
の
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、こ
こ
に
我
々

は
単
な
る
冷
や
か
し
で
な
い
、
祖
国
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
ひ
ね
く

れ
た
未
練
を
も
読
み
込
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
井
上
純
一
に
よ
れ
ば
、
ア
ド

ル
ノ
は
ナ
チ
ス
政
権
以
後
に
発
足
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
文
化
連
盟
へ
の
加
入
を
、

純
然
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
て
お
り
―
―
彼
の
母
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マ
リ
ア
は
ド
イ
ツ
人
で
、
父
オ
ス
カ
ー
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ン
グ
ル
ン
ト
は
同
化
ユ

ダ
ヤ
人
だ
っ
た
―
―
、
ま
た
亡
命
先
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト

に
「
純
粋
で
な
い
ア
ー
リ
ア
系
」
と
記
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
（
井

上
純
一
「
拒
否
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
―
「
ハ
ル
プ
ユ
ー
デ
」
と
し

て
の
ア
ド
ル
ノ
」
『
立
命
館
国
際
研
究
』
一
八
（
三
）
、
立
命
館
大
学
国
際
関

係
学
会
編
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
一
―
一
三
八
頁
）
。
結
局
の
所
ア
ド
ル
ノ
は
、

あ
る
種
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
立
場
を
貫
徹
で
き
な
い
。
こ
れ
は
本
稿
の
結

論
、
そ
し
て
彼
が
戦
後
、
母
語
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
ほ
ど
「
哲
学
と
特
殊
な
親

和
力
」
を
持
っ
た
言
語
は
な
い
と
し
て
、
祖
国
へ
の
帰
還
を
正
当
化
し
た
こ

と
と
合
わ
せ
て
（C

f.,G
S10.2,S.699-701.

）
、
深
く
考
慮
す
べ
き
事
柄
で
あ

ろ
う
。

（
23
） C

f., W
olfram

 Schütte, Friedels seltsam
e Freundschaft m

it Teddie. 
D

er B
riefw

echsel A
dorn o-K

racauer, gelesen als ein doppelter 
Lebensrom

an, in: W
estEnd. N

eue Zeitschrift für Sozialforschung, 7 (1), 
2010, S. 149.

（
24
） 

武
田
智
孝
「
嘘
・
シ
バ
イ
・
仮
面
・
変
装
・
入
れ
替
わ
り
―
―
西
欧
文
芸

に
見
る
狐
知
礼
賛
」
『
広
島
ド
イ
ツ
文
学
』
第
二
三
号
、
広
島
独
文
学
会
編
、

二
〇
〇
九
年
、
三
頁
。
興
味
深
い
こ
と
に
武
田
が
こ
こ
で
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

ア
』
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ヘ
ク
ト
ー
ル
ら
を
筆
頭
と
し
た
「
一
途
な

勇
者
た
ち
へ
の
賛
歌
で
あ
り
挽
歌
」（
同
上
）
た
る
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
あ
る
。

（
25
） M

artin Jay, Taking O
n the Stigm

a of Inauthenticity: A
dorno ’s 

C
ritique of G

enuineness, in: N
ew

 G
erm

an C
ritique, N

o. 97, W
inter, 

2006, pp. 15-30.

（
26
） Jay, op. cit., p. 30.

（
27
） K

evin S. Am
idon, W

hat H
appens to C

ountess G
eschw

itz? Revisiting 
H

om
osexuality in H

orkheim
er and Adorno, in: N

ew
 York Journal of 

Sociology, 2008, Vol. 1, p. 13.

（
28
） 

興
味
深
い
こ
と
に
、
六
〇
年
代
に
ア
ド
ル
ノ
が
行
っ
た
セ
ミ
ナ
ー
「
笑
い

の
社
会
学
に
寄
せ
て
」
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
E
・
シ
ェ
ー
レ
に
よ
れ
ば
、

ア
ド
ル
ノ
は
攻
撃
的
な
笑
い
に
「
幸
福
、な
い
し
現
実
に
断
念
さ
れ
た
も
の
の

代
用
」
（Eckart Schörle, D

as Lach-Sem
inar. Anm

erkungen zu Th
eorie 

und Praxis bei A
dorno, in: Stefan M

üller-D
oohm

 (H
g.), Adorno-

Portraits, Suhrkam
p, Frankfurt a.M

., 2007., S. 255.

）
と
い
う
役
回
り
を

見
て
い
た
ら
し
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

ア
ド
ル
ノ
、
笑
い
、
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
、

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
（
一
九
〇
二
―
一
九

六
八
）
と
ガ
ス
ト
ン
・
フ
ェ
サ
ー
ル
（
一
八
九
七
―
一
九
七
八
）
の
権
威

論
を
取
り
上
げ
る
。
フ
ェ
サ
ー
ル
は
日
本
で
は
ほ
ぼ
無
名
で
あ
り
、
し

い
て
言
え
ば
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
一
九
三
〇
年
代
に
パ
リ
の
高
等
研
究
院

で
行
な
っ
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
講
義
に
、
一
九
三
四
年
の
秋
か

ら
足
し
げ
く
通
っ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
占
領
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
権
威

に
関
す
る
哲
学
的
な
論
稿
を
書
い
た
人
物
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
フ
ェ

サ
ー
ル
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
キ
リ
ス
ト
教
・
歴
史H

egel, le christianism
e 

et l’histoire

』
（
一
九
九
〇
年
に
死
後
出
版
、
未
邦
訳
）
な
ど
の
哲
学
史
に

関
わ
る
著
作
だ
け
で
は
な
く
、
『
力
の
試
練
―
―
国
際
的
危
機
に
関
す

る
考
察Épreuve de force: réflexions sur la crise internationale

』
（
一
九

三
九
年
、
未
邦
訳
）
の
よ
う
な
政
治
的
著
作
も
残
し
て
お
り
、
神
学
者

に
し
て
哲
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
神
父
と
な
っ
た

フ
ェ
サ
ー
ル
と
、
無
神
論
者
の
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
真
逆
の
立
場
で
あ
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
長
く
親
交
を
保
っ
た
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
『
権

威
の
概
念La notion de l’autorité

』
の
原
稿
を
書
き
上
げ
た
の
が
、
一

九
四
二
年
五
月
十
六
日

）
1
（

で
あ
り
、
フ
ェ
サ
ー
ル
が
『
権
威
と
共
通
善

―
―
社
会
基
盤
の
た
め
にAutorité et Bien com

m
un: aux fondem

ents 

〈
公
募
論
文
〉

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
の
権
威
論

【
共
通
善
と
の
関
連
を
ふ
ま
え
な
が
ら
】

坂
井
礼
文
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de la société

』
（
未
邦
訳
）
の
原
稿
を
著
し
た
の
が
、
一
九
四
一
年
か
ら

一
九
四
二
年
二
月
あ
る
い
は
七
月
に
か
け
て
だ
っ
た
こ
と
は
、
単
な
る

偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い

）
2
（

。

　

で
は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
権
威
論
を
構
築
す
る
に
あ
た

り
、
影
響
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
か
ら
フ
ェ
サ
ー

ル
に
宛
て
た
一
九
三
六
年
、
三
九
年
、
五
六
年
の
手
紙
は
存
在
す
る
が
、

そ
の
中
に
は
権
威
に
関
す
る
言
及
は
な
い

）
3
（

。
一
九
三
八
年
に
コ
ジ
ェ
ー

ヴ
は
フ
ェ
サ
ー
ル
の
『
我
々
の
平
和Pax nostra

』
（
一
九
三
六
年
、
未
邦

訳
）
と
『
和
解La m

ain tendue
』
（
一
九
三
七
年
、
未
邦
訳
）
に
関
す
る

書
評
を
著
し
た
。
一
九
三
九
年
に
ド
イ
ツ
軍
が
フ
ラ
ン
ス
を
占
領
し
た

後
も
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
パ
リ
に
残
り
、
同
じ
年
に
リ
ュ
エ
イ
ユ
の
兵
営

に
配
属
さ
れ
て
か
ら
も
、
と
き
お
り
四
八
時
間
の
外
出
許
可
を
得
て
、

自
宅
に
戻
っ
て
い
た

）
4
（

。
同
じ
く
一
九
三
八
―
三
九
年
に
パ
リ
に
住
ん
で

い
た
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
『
エ
ス
プ
リ
』
誌
の
哲
学
グ
ル
ー
プ
が
指
導
者

と
権
威
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
た
際
に
、
こ
の
本
の
構
想
を

練
っ
て
い
た
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
も
『
権
威
の
概
念
』
の
中
で
、
指
導
者
の

権
威
に
つ
い
て
同
様
に
論
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
パ

ウ
ル
・
ラ
ン
ツ
ベ
ル
ク
（
一
九
〇
一
―
四
四
）
が
上
述
の
『
エ
ス
プ
リ
』

誌
の
読
者
ら
の
前
で
、
権
威
の
危
機
に
関
し
て
一
九
三
八
年
に
発
表
を

行
な
っ
た
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
ア
ン
リ
・
ド
＝

リ
ュ
バ
ッ
ク
に
宛
て
た

手
紙
の
中
で
言
及
し
た

）
5
（

。
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
か
ら
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に

宛
て
た
一
九
三
四
年
一
月
十
六
日
の
手
紙
に
よ
る
と
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
も

ラ
ン
ツ
ベ
ル
ク
と
は
一
九
三
〇
年
前
半
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
た
め

）
6
（

、
ラ

ン
ツ
ベ
ル
ク
を
通
じ
て
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
が
権
威
に
つ
い
て

同
様
の
観
点
か
ら
考
察
を
深
め
た
可
能
性
が
あ
る
。
二
人
が
い
か
に
影

響
を
与
え
合
っ
た
の
か
、
資
料
が
出
そ
ろ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
い

ま
だ
に
不
確
か
な
部
分
が
多
い
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
に
現
在
入
手
可

能
な
資
料
に
基
づ
け
ば
、
彼
ら
が
権
威
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、

影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

権
威
を
め
ぐ
る
議
論
は
古
代
か
ら
続
く
長
い
歴
史
が
あ
り
、
二
十
世

紀
に
お
い
て
も
ラ
ス
キ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
ア
レ
ン
ト
、
デ
リ
ダ
な

ど
が
そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る

）
7
（

。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
場
合
、
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
の
傀
儡
政
権
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
の
指

導
者
ペ
タ
ン
元
帥
に
触
れ
な
が
ら
、
権
威
論
を
展
開
し
た

）
8
（

。
よ
り
具
体

的
に
述
べ
れ
ば
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
『
権
威
の
概
念
』
の
補
論
で
、
ペ
タ

ン
の
権
威
は
何
に
基
づ
く
か
思
索
し
た
後
で
、
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
元

帥
の
権
威
を
維
持
す
る
た
め
の
方
策
を
、
皮
肉
と
も
取
れ
る
形
で
提
言

し
た
。
同
時
期
に
フ
ェ
サ
ー
ル
は
『
君
主
―
奴
隷
の
時
代
にAu tem

ps 

du prince-esclave

』
（
一
九
四
〇
―
四
五
年
に
執
筆
、
未
邦
訳
）
で
、
ペ
タ

ン
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
君
主
」
に
し
て
、
ド
イ
ツ
の
「
奴
隷
」
だ
と
痛
烈

に
批
判
し
た
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
活
動
家
だ
っ
た
彼
ら
は
、
当
時
の
フ
ラ

ン
ス
の
指
導
者
を
題
材
と
す
る
と
共
に
、
権
威
の
本
質
に
つ
い
て
哲
学

的
に
探
究
し
た
点
で
、
他
の
論
者
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

　

論
文
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
ガ
ス
ト
ン
・
フ
ェ
サ
ー
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ル
、
権
威
と
政
治
に
つ
い
て
」
（
未
邦
訳
）
の
著
者
ダ
ニ
ロ
・
シ
ョ
ル

ツ
は
、
フ
ェ
サ
ー
ル
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
権
威
論
を
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
や
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
と
の
関
連
性
で
、
政
治
的
か
つ
歴
史
的
な
文
脈
に
お
い
て

解
釈
し
て
い
た

）
9
（

。
本
稿
で
は
、
フ
ェ
サ
ー
ル
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
基
盤
に

置
い
て
い
た
価
値
観
の
相
違
に
着
目
し
つ
つ
、
二
人
の
権
威
論
を
比
較

し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
宗
教
に
対
す
る
態
度
の
違
い
に
も
関
わ
ら
ず
、

二
人
が
な
ぜ
共
に
普
遍
的
共
同
体
論
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
か
、
明
ら

か
に
し
た
い
。
一
方
で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
権
威
が
「
政
治
権
力
や
国
家

の
構
造
」
に
深
く
関
わ
る
と
考
え
た
（N

A49, 

三
九
）
。
そ
し
て
、
政
治

家
は
自
己
の
権
威
を
な
る
べ
く
多
く
の
市
民
か
ら
承
認
さ
れ
る
こ
と
で

完
全
な
満
足
を
得
る
た
め
に
、
国
家
の
規
模
を
拡
大
し
、
普
遍
国
家
を

成
立
さ
せ
る
と
共
に
、
奴
隷
や
女
性
を
解
放
し
、
市
民
の
身
分
を
持
つ

者
の
数
を
増
や
す
こ
と
で
同
質
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民

の
数
を
増
や
そ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
推
論
し
た

）
10
（

。

こ
う
し
た
推
論
に
基
づ
き
、
「
国
家
は
そ
の
本
質
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、

普
遍
性
と
同
質
性
を
目
指
す

）
11
（

」
と
彼
は
明
言
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

彼
は
普
遍
同
質
国
家
と
権
威
の
関
連
性
を
意
識
し
て
い
た
と
言
え
る
。

他
方
で
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
権
威
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
観
念
で
も
あ
る

共
通
善
と
の
関
係
を
取
り
扱
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
権
威
と
普
遍
共
同
体

と
を
結
び
付
け
て
考
え
る
点
で
彼
ら
は
通
底
し
て
い
る
が
、
普
遍
国
家

と
普
遍
的
共
通
善
で
は
、
大
き
く
異
な
る
。
本
稿
で
は
、
権
威
の
本
質

を
彼
ら
の
著
書
に
基
づ
い
て
解
明
し
た
後
で
、
共
通
善
を
め
ぐ
る
フ
ェ

サ
ー
ル
の
記
述
を
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
国
家
論
に
照
射
さ
せ
て
、
彼
ら
の
世

界
観
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
共
通
善
の
概
念
を
今

日
取
り
上
げ
る
意
義
は
、
二
人
の
思
想
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ

と
だ
け
で
は
な
い
。
個
人
の
活
動
に
対
し
て
国
家
の
介
入
を
最
小
限
に

と
ど
め
よ
う
と
す
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
策
が
広
ま
っ
た
結
果
、

個
人
が
自
己
利
益
の
み
を
追
求
し
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
善
に
対
す

る
関
心
を
喪
失
し
て
い
る
現
代
の
風
潮
を
、
共
通
善
の
概
念
を
再
考
す

る
こ
と
で
、
見
直
せ
る
で
あ
ろ
う

）
12
（

。

　

以
下
で
、
ま
ず
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
る
権
威
の
定
義
を

参
照
し
て
か
ら
（
第
一
節
）
、
彼
ら
の
理
論
に
基
づ
き
、
権
威
の
本
質

と
は
何
か
解
明
す
る
（
第
二
節
）
。
続
い
て
、
共
通
善
が
一
般
的
に
何

を
意
味
す
る
か
論
じ
（
第
三
節
）
、
そ
の
後
フ
ェ
サ
ー
ル
の
想
定
す
る

共
通
善
と
は
い
か
な
る
も
の
か
考
察
す
る
（
第
四
節
）
。
次
に
、コ
ジ
ェ
ー

ヴ
に
お
い
て
共
通
善
に
相
当
す
る
観
念
が
な
か
っ
た
か
検
討
す
る
（
第

五
節
）
。
そ
の
後
で
、
フ
ェ
サ
ー
ル
に
お
け
る
共
通
善
と
権
威
の
関
係

を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
説
明
し
て
か
ら
、
普
遍
的
共
通
善
の
観
念
に

つ
い
て
論
究
す
る
（
第
六
節
）
。

一　

権
威
の
定
義

　

最
初
に
、
権
威
が
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
り
、
い
か
に
定

義
付
け
ら
れ
た
か
検
討
し
た
い
。
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フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
る
定
義
か
ら
見
て
い
こ
う
。
彼
は
「
権
威

autorité

」
の
語
義
一
般
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
第
一
に
、

「
通
常
こ
の
語
は
、
国
家
君
主
の
法
権
力

0

0

0

（pouvoir juridique

）
、
あ
る
い

は
よ
り
一
般
的
に
は
、
法
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
社
会
の
指
導
者
の
法
権

0

0

力0

を
指
す
」
（AB47
）
。
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
権
威
を
持
つ
者

の
具
体
例
と
し
て
王
を
挙
げ
る
。
第
二
に
、
権
威
と
は
法
的
な
裏
付
け

を
持
た
ず
し
て
、
個
人
の
特
性
を
根
拠
に
、
「
他
者
に
自
己
を
強
制
で

き
る
者
が
享
受
す
る
事
実
上
の
権
力

0

0

0

0

0

0

（pouvoir de fait

）
」
（AB47

）
を
意

味
す
る
。
そ
の
典
型
例
は
「
生
ま
れ
つ
き
の
指
導
者
」
で
あ
る
。
フ
ェ

サ
ー
ル
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理

論
に
お
け
る
カ
リ
ス
マ
性
を
持
っ
た
統
治
者
に
該
当
す
る
。
フ
ェ
サ
ー

ル
は
権
力
と
は
何
か
明
確
に
定
義
付
け
て
は
い
な
い
が
、
先
の
引
用
個

所
の
内
容
を
基
に
、
権
力
は
個
人
の
意
思
を
他
者
に
押
し
付
け
る
可
能

性
だ
と
定
義
付
け
る
と
、
権
威
が
持
つ
第
一
お
よ
び
第
二
の
意
味
は
、

権
力
の
意
味
と
大
差
が
な
い
。
第
三
に
、
権
威
は
「
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、

そ
の
固
有
の
領
域
に
お
い
て
、
純
粋
に
価
値
と
し
て

0

0

0

0

0

認
め
ら
れ
た
価
値

0

0

」

（AB47

）
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
学
者
は
す
で
に
証

明
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
普
遍
的
に
証
明
可
能
な
価
値
に
基

づ
い
た
事
柄
を
知
悉
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
専
門
分
野
に
お
け
る
権

威
に
な
る
と
同
じ
箇
所
で
フ
ェ
サ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る

）
13
（

。
日
本
語
で
も
、

秀
で
た
研
究
者
の
こ
と
を
「
学
術
の
権
威
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
三
つ
目
の
語
義
は
権
力
と
い
う
言
葉
で
言
い
換

え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
統
治
者
が
自
己
の
意
思
を
非
統
治
者
に
強
制

的
に
認
め
さ
せ
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
権
力
と
は
異
な
る
、
と
フ
ェ

サ
ー
ル
が
考
え
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
他
の
二
つ
の
語
義
は
権
力

に
相
当
す
る
と
言
え
る
。
次
節
で
詳
説
す
る
よ
う
に
、
彼
は
ど
の
語
義

を
採
用
す
る
場
合
で
も
、
複
数
の
存
在
者
の
間
に
上
下
関
係
が
作
ら
れ

る
と
自
説
を
展
開
し
て
い
く
（AB48

）
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
挙
げ
た

語
義
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
あ
る
い
は
二
つ
だ
け
を
彼
が
採
用
し
た
わ

け
で
は
な
い
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
権
威
を
ど
の
よ
う
に
定
義
付
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
「
権
威
と
は
、
一
人
の
行
為
者
が
他
の
複
数
の
行
為
者
た
ち
に
対

し
て
（
ま
た
は
一
人
の
行
為
者
に
対
し
て
）
働
き
か
け
る

0

0

0

0

0

こ
と
の
可
能
性

0

0

0

で
あ
り
」
、
「
こ
の
と
き
、
他
の
行
為
者
た
ち
は
対
抗
行
為
を
な
す
可
能

0

0

性0

を
持
つ

0

0

に
も
関
わ
ら
ず
、
相
手
に
対
し
て
対
抗
す
る

0

0

0

0

こ
と
は
な
い
」

（N
A58, 

四
八
）
と
書
い
て
い
る
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
も
権
力
に
関
し
て
は
定

義
付
け
て
い
な
い
が
、
「
強
制
力
（force

）
に
基
づ
か
な
い
権
力
は
権

威
に
基
づ
く
以
外
に
な
い
」
、
そ
し
て
「
強
制
力
は
そ
の
定
義
か
ら
し

て
政
治
的
権
威
を
生
み
出
す
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
」
と
書
き
な
が

ら
、
権
力
は
強
制
力
に
依
拠
す
る
こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
、
権
威
は
強

制
力
に
基
づ
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
（N

A137, 

一
二
三
）
。
彼
に
す
れ
ば
、

強
制
力
に
の
み
基
づ
く
政
治
的
権
力
は
圧
政
に
過
ぎ
ず
、
被
統
治
者
の

支
持
を
得
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
権
力
を
基
盤
に
据
え
た
国
家

は
無
際
限
に
持
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
に
否
応
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な
し
に
働
き
か
け
る
権
力
と
は
異
な
り
、
権
威
は
強
制
力
で
は
な
く
、

統
治
者
の
個
人
的
な
素
質
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
統
治
者
が

支
配
す
る
国
家
な
ら
ば
安
定
的
に
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
は
考
え
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
フ
ェ
サ
ー
ル
の
場
合
、
権
威
と
は
合
法
的
に
、

あ
る
い
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
あ
る
い
は
ま
た
人
々
か
ら
純
粋
に
価
値

と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
お
い
て

は
、
権
威
と
は
あ
る
行
為
の
受
け
手
の
側
が
行
為
を
行
な
う
相
手
に
対

し
、
抵
抗
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
抵
抗
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ェ
サ
ー
ル
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
権
威
に
関
す
る
定
義
は
、

一
見
す
る
と
異
な
っ
た
も
の
に
見
え
る
。
だ
が
、
二
人
の
意
見
を
敷
衍

し
て
言
え
ば
、
権
威
を
持
つ
行
為
者
の
有
す
る
性
質
が
、
何
ら
か
の
理

由
で
行
為
の
受
け
手
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
行
為
者
は
抵
抗
を
受

け
な
い
と
考
え
れ
ば
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
る
権
威
の
定

義
は
少
な
く
と
も
矛
盾
し
て
は
い
な
い
た
め
、
彼
ら
の
議
論
を
参
照
し

な
が
ら
、
権
威
の
多
様
な
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

二　

権
威
の
本
質

　

で
は
、
二
人
が
考
え
る
権
威
の
本
質
に
関
し
て
は
、
い
か
に
異
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
フ
ェ
サ
ー
ル
の
場
合
を
見
て
い
き
た
い
。
権
威
が
持
つ
様
々

な
意
味
に
対
し
て
、
語
源
は
概
念
を
開
示
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
学
び

取
っ
た
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
権
威
の
本
質
に
つ
い
て
語
源
的
考
察
を
行

な
っ
て
い
る
。
権
威
（autorité, authority, Autorität

）
は
ギ
リ
シ
ャ
語

で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
語
の
単
語autoritas

に
由
来
す
る
語
で
あ
る
こ
と

は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ア
レ
ン
ト
も
論
稿
「
権
威
と
は
何

かW
hat is Authority?

」
（
基
に
な
っ
た
論
文
は
一
九
五
九
年
に
初
出
）
の

中
で
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
い
る

）
14
（

。
ま
た
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
も
『
例
外
状

態Stato di Eccezione

』
（
二
〇
〇
三
年
）
の
中
で
、
「
権
威
（autoritas

）

と
い
う
観
念
が
特
殊
ロ
ー
マ
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
大
方
の

一
致
し
た
見
解

）
15
（

」
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。

　

フ
ェ
サ
ー
ル
に
関
す
る
議
論
に
戻
ろ
う
。
彼
は
「
増
大
原
理

principe de la croissance

」
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
の
具
象
名
詞

auctor

が
フ
ラ
ン
ス
語
で
はauteur

に
相
当
す
る
の
に
対
し
、
「
そ
れ

自
体
で
完
成
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
模
範
（m

odèle

）
あ
る
い
は
範

例
と
し
て
役
立
つ
こ
と
の
で
き
る
増
大
」
を
志
向
す
る
ラ
テ
ン
語
の
抽

象
名
詞auctoritas

が
フ
ラ
ン
ス
語
でautorité

を
意
味
す
る
こ
と
を

強
調
す
る
（AB48

）
。
つ
ま
り
、
「
著
者
」
や
「
著
作
」
と
邦
訳
さ
れ
る

名
詞auteur

が
今
後
増
大
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
す
る
の
と
対
照
的
に
、

「
権
限
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
名
詞autorité

す
な
わ
ち
「
権
威
」

は
、
す
で
に
完
成
さ
れ
た
模
範
的
な
増
大
で
あ
る
点
で
、
大
き
く
意
味

が
異
な
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
フ
ェ
サ
ー
ル
の
考
え
で
は
、
「
権
威

の
本
質
」
は
「
そ
れ
自
体
で
、
そ
の
完
成
に
至
る
ま
で
増
大
す
る
傾
向
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を
持
つ
、
社
会
的
連
帯
を
創
出
す
る
力
」
（AB49

）
と
定
義
付
け
ら
れ
る
。

　

権
威
の
本
質
の
こ
の
よ
う
な
定
義
付
け
は
、
や
や
驚
く
べ
き
も
の
で

は
あ
る
が
、
権
威
が
元
々
は
古
代
ロ
ー
マ
の
制
度
に
由
来
す
る
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
る
定
義
は
突
飛
な
も
の
で
は
な

い
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
ア
レ
ン
ト
は
「
権
威
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、

元
老
院
議
員
、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
の
元
老
院
も
し
く
は
父
た
ち
（patres

）

で
あ
り
、
か
れ
ら
の
権
威
は
、
来
た
る
べ
き
こ
と
す
べ
て
に
対
し
て
礎

を
築
い
た
者
た
る
父
祖
か
ら
の
相
続
と
伝
承
（
伝
統
）
に
拠
る
も
の

―
―
そ
れ
ゆ
え
ロ
ー
マ
人
は
父
祖
た
ち
を
マ
イ
ヨ
ー
レ
ー
ス
（m

aiores

「
祖
先
・
よ
り
上
位
の
」
の
意
）
と
呼
ん
だ
―
―
で
あ
っ
た
」（BPF121-122, 

一
六
五
―
一
六
六
）
と
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
父
祖
か
ら
の
伝
統

を
引
き
継
ぐ
父
た
ち
が
権
威
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
レ
ン
ト
の
他

に
も
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
権
威
に
つ
い
て
、
「
私

法
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
権
威
（autoritas

）
と
は
、
後
見
人
［
助
成
者
］

（auctor

）
、
す
な
わ
ち
、
独
力
で
は
法
的
に
妥
当
な
行
為
を
実
現
で
き

な
い
主
体
の
行
為
に
法
的
妥
当
性
を
付
与
す
る
た
め
に
―
―
『
わ
た
し

が
後
見
人
に
な
る
』
（auctor fio

）
と
い
う
専
門
的
な
定
式
を
口
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
―
―
介
入
す
る
、
自
己
の
権
利
能
力
（sui iuris

）
を
も
っ

た
人
格
―
―
「
家
父
長
」
（pater fam

ilias

）
―
―
の
所
有
権
の
こ
と
を

い
う
」
と
書
い
て
い
る

）
16
（

。
こ
の
よ
う
に
、
権
威
と
は
未
成
年
者
な
ど
に

対
し
て
父
が
後
見
人
と
な
る
こ
と
で
、
前
者
の
法
的
権
利
の
行
使
を
保

障
す
る
権
力
を
意
味
し
て
い
た
。

　

だ
が
、
権
威
の
本
質
に
関
す
る
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
認
識
は
フ
ェ
サ
ー
ル
、

ア
レ
ン
ト
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
の
理
論
に
お
い
て
、
権
威
の
本
質
と
は
何
か
に
関
す
る
議
論

を
検
討
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
類
型
論
に
基
づ
く
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し

て
お
き
た
い

）
17
（

。
ど
う
し
て
権
威
が
実
際
に
存
在
す
る
の
か
、
な
ぜ
人
が

権
威
を
「
承
認
」
す
る
の
か
、
な
ぜ
人
は
権
威
に
由
来
す
る
行
為
に
抵

抗
す
る
こ
と
な
く
従
う
の
か
と
い
っ
た
問
い
の
答
え
は
、
権
威
の
種
類

に
よ
り
異
な
る
（N

A66, 

五
七
）
。
加
え
て
、
四
つ
の
純
粋
な
タ
イ
プ
の

権
威
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
二
〇
ほ
ど
の
タ
イ
プ
を
挙
げ
ら
れ
る

と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
述
べ
る
。
で
は
、
四
つ
の
純
粋
な
タ
イ
プ
の
権
威
と

は
何
か
。

　

第
一
に
、
子
供
に
対
す
る
父
の
権
威
が
存
在
す
る
。
こ
の
権
威
は
ス

コ
ラ
学
派
な
ど
の
神
学
理
論
に
対
応
す
る
。
確
か
に
神
学
理
論
に
は
、

父
な
る
神
・
神
の
子
・
聖
霊
を
同
一
視
す
る
三
位
一
体
説
の
教
義
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
説
は
説
得
力
を
持
つ
。
そ
し
て
、
父
の

権
威
の
成
立
基
盤
と
し
て
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
原
因C

ause

」
を
挙
げ

て
い
る 

（N
A70-88, 

六
一
―
七
七
）
。

　

第
二
に
、
奴
隷
に
対
す
る
主
人
の
権
威
が
あ
る
。
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン

ト
と
し
て
、
敗
者
に
対
す
る
勝
者
の
権
威
、
平
民
に
対
す
る
貴
族
の
権

威
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
威
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
に

基
づ
く
。
こ
の
権
威
を
帯
び
る
た
め
に
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
危
険

R
isque

」
の
必
要
性
を
挙
げ
る
。
そ
の
こ
と
で
彼
が
主
張
し
た
い
の
は
、



社会思想史研究　No. 46　2022

　●　154

先
祖
が
「
危
険
」
に
身
を
さ
ら
し
た
か
、
自
分
が
現
在
に
お
い
て
身
を

さ
ら
す
か
、
あ
る
い
は
今
後
身
を
さ
ら
す
覚
悟
が
あ
る
こ
と
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

　

第
三
に
、
集
団
に
対
す
る
指
導
者
（dux, D

uce, Führer, leader

）
の
権

威
が
あ
る
（N

A68, 
五
九
）
。
こ
こ
で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
指
導
者
」
の
直

後
の
カ
ッ
コ
内
の
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
な
い
。dux

は
ラ
テ
ン
語

で
古
代
ロ
ー
マ
の
軍
隊
の
指
揮
官
「
ド
ゥ
ク
ス
」
、D

uce

は
イ
タ
リ
ア

語
で
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
一
九
二
二
―
四
五
年
に
用
い
た
称
号
「
ド
ゥ
ー

チ
ェ
」
、Führer

は
ド
イ
ツ
語
で
ヒ
ト
ラ
ー
が
用
い
た
「
総
統
」
、

leader

は
当
然
英
語
で
「
リ
ー
ダ
ー
」
を
意
味
す
る
。
指
導
者
の
権
威

に
対
応
す
る
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
で
あ
る
。
「
計
画
―
予

見Projet-prévision

」
の
要
素
に
よ
り
、
指
導
者
の
権
威
は
支
え
ら
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
主
人
は
奴
隷
と
異
な
り
先
を
見
通
せ
る
と
論
じ
た

点
を
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
強
調
す
る
が
、
こ
の
命
題
の
出
典
を
明
記
し
て
は

い
な
い
。
実
際
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
の
知
力
に
よ
っ
て
先
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
生
ま
れ
つ
き

の
知
者
で
あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
人
の
主
（
あ
る
じ
）
と
な
る

者
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
肉
体
を
使
っ
て
労
働
す
る
力
を
持
っ

て
い
る
（
だ
け
の
）
者
は
、
被
治
者
と
な
り
、
ま
た
従
者
（
奴
隷
）
と

な
る
の
が
自
然
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
従
相
互
の
利
益
は
同
じ

と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
『
政
治
学
』1252

）
18
（A

）
。
一
見
す
る
と
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
奴
隷
制
を
擁
護
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
そ
う
だ
が
、

少
な
く
と
も
こ
の
箇
所
で
は
彼
の
本
意
は
そ
の
こ
と
に
は
な
く
、
治
者

と
被
治
者
が
共
に
支
え
合
う
必
要
性
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
双
方
の
利

益
と
な
る
と
説
い
た
と
読
み
取
っ
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
権
威
論
は
、
奴
隷
に
対
す
る
主
人
の
権
威
に
も
関
連
す
る
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
。

　

第
四
に
、
裁
判
官
の
権
威
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
理
論

に
依
拠
す
る
。
「
公
平Equité

」
と
「
正
義Justice

」
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
限
り
で
、
人
は
裁
判
官
の
権
威
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
権
威
の
類
型
と
国
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
コ

ジ
ェ
ー
ヴ
は
「
政
治
的
領
域
で
は
、（
現
在
の
）
行
為
の
権
威
、
し
た
が
っ

て
（
未
来
の
）
計
画
の
権
威
、
す
な
わ
ち
『
主
人
』
と
『
指
導
者
』
の

タ
イ
プ
の
権
威
が
優
位
を
占
め
る
」
（EPD

498, 

五
八
〇
）
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
フ
ェ
サ
ー
ル
と
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
「
創
造
者
」
の
権
威
（N

A83, 

七
三
）
に
焦
点
を

当
て
な
が
ら
見
出
し
た
父
の
権
威
は
、
フ
ェ
サ
ー
ル
に
お
い
て
「
そ
れ

自
体
で
完
結
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
模
範
と
し
て
役
立
つ
増
大
」
の

意
を
持
つ
権
威
に
対
応
す
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
根
拠
と
し
て
、
父
は
子
に
と
っ
て
模
範
と
な
り

つ
つ
、
子
の
持
つ
能
力
を
増
大
で
き
る
と
い
う
事
実
を
挙
げ
ら
れ
る
。

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
よ
る
と
、
聖
職
者
は
父
の
権
威
の
み
で
は
な
く
、
裁
判

官
の
権
威
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
も
あ
る
聴
罪
司
祭
の
権
威
も
帯
び
て
い

る
が
、
主
人
の
権
威
は
持
た
な
い
（N

A69, 

五
九
―
六
〇
）
。
聴
罪
司
祭



155　●　〈公募論文〉コジェーヴとフェサールの権威論――坂井礼文

は
信
者
の
罪
の
告
白
を
聴
く
が
、
特
別
な
場
合
を
除
け
ば
戦
闘
に
加
わ

ら
な
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

三　

共
通
善
を
め
ぐ
る
思
想

　

フ
ェ
サ
ー
ル
が
権
威
と
は
模
範
的
な
増
大
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に

前
節
で
言
及
し
た
が
、
権
威
は
何
を
増
大
さ
せ
る
の
か
。
「
今
日
に
お

い
て
、
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
、
共
通
善
は
権
威
の
根
源
に
し
て
目
的

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（AB82

）
こ
と
か
ら
、

権
威
は
共
通
善
（bien com

m
un

）
を
増
大
さ
せ
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ

のbien com
m

un

と
い
う
語
は
、
英
語
で
はcom

m
on good

、
日
本

語
で
は
「
共
通
善
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
「
公
共
の
福
祉
」

と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
国
憲
法
第
十
二
条
で
、
国

民
が
自
由
と
権
利
を
「
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
」
用
い
る
と
強
調

さ
れ
て
い
る
が
、
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲
法
草
案
」
で
出
て
く
る
「
公
共

の
福
祉
」
の
原
語
を
直
訳
す
れ
ば
、
「
共
通
善
」
で
あ
る

）
19
（

。

　

こ
こ
で
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
共
通
善

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
語
が
指
し
示
す
の
は
、「
公
共
施
設
、

経
済
的
繁
栄
、
社
会
的
秩
序
と
安
定
の
維
持
の
み
で
な
く
、
最
も
包
括

的
な
意
味
で
の
諸
人
格
の
『
善
き
生
活
』
、
す
な
わ
ち
精
神
的
、
道
徳
的
、

知
的
、
芸
術
的
な
ど
、
諸
々
の
人
間
的
価
値
の
最
大
限
の
実
現

）
20
（

」
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
文
脈
で
は
、
共
通
善
は
単
に
共
和
政

を
採
用
し
て
い
る
国
家
体
制
を
表
す
の
で
は
な
く
、
精
神
的
か
つ
倫
理

的
に
高
い
価
値
を
有
す
る
人
々
が
共
通
で
実
現
し
た
成
果
と
い
う
意
味

合
い
を
含
む
。
共
通
善
の
観
念
は
中
世
末
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
人
々

の
記
憶
か
ら
消
失
し
て
い
た
が
、
フ
ェ
サ
ー
ル
が
と
き
お
り
言
及
し
て

い
た
教
皇
レ
オ
十
三
世
が
、
一
八
九
一
年
に
発
効
し
た
勅
書
『
レ
ー
ル

ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
』
で
取
り
上
げ
て
以
来
、
再
度
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
二
版
（
未
邦
訳
）
に
よ
る
と
、

レ
オ
十
三
世
は
こ
の
勅
書
の
中
で
、
個
人
の
内
在
的
尊
厳
を
強
調
し
、

労
働
者
の
団
結
の
権
利
と
必
要
性
を
説
い
た

）
21
（

。
そ
れ
に
対
し
、
フ
ェ
サ
ー

ル
の
場
合
に
は
、
当
時
の
具
体
的
な
社
会
問
題
の
解
決
を
見
出
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
哲
学
的
見
地
に
立
ち
な
が

ら
、
権
威
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
共
通
善
に
関
す
る
持
論
を
構
築
し
た

点
が
注
目
に
値
す
る
。

　

次
に
、
フ
ェ
サ
ー
ル
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
同
時
代
人
で
あ
る
ダ

ン
ト
レ
ー
ヴ
の
『
国
家
と
は
何
かTh

e N
otion of the State

』
（
一
九
六

二
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
）
を
参
照
し
な
が
ら
、
共
通
善
の
語
の
由
来

を
探
っ
て
い
こ
う
。
「
ポ
リ
ス
と
は
、
都
市
国
家
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト

ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
が
共
通
善
（the com

m
on good

）
の
最
高
の

現
れ
、
つ
ま
り
一
つ
の
道
徳
的
価
値
の
体
現
で
あ
る
と
想
定
し
た
と
こ

ろ
の
、
小
規
模
の
排
他
的
な
集
団
で
あ
っ
た
」
と
彼
は
鋭
く
指
摘
し
て

い
る

）
22
（

。
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
内
に
、

国
家
と
は
共
通
善
が
実
現
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
発
想
を
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す
で
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
「
公
の
も
の
」
を
意
味

す
る
ラ
テ
ン
語
の
単
語res publica

が
フ
ラ
ン
ス
語
で
はbien 

com
m

un
、
英
語
で
はcom

m
on good

と
訳
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の

ラ
テ
ン
語
の
単
語
はrépublique

と
仏
訳
さ
れ
た
り
、com

m
onw

ealth

と
英
訳
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
、
前
者
は
さ
ら
に
「
共
和
国
」
と

邦
訳
さ
れ
、
後
者
は
そ
の
ま
ま
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
」
と
表
記
さ
れ
る

か
、
「
共
和
国
」
「
連
邦
」
「
連
合
王
国
」
等
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
日
本
語
に
訳
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
語
のbien com

m
un

や
英
語
の

com
m

on good

が
道
徳
的
な
含
意
を
持
つ
「
共
通
善
」
を
意
味
し
て

い
た
こ
と
は
、
も
は
や
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
社

会
思
想
の
専
門
家
の
間
を
除
き
、
「
共
通
善
」
の
語
が
一
般
に
広
く
用

い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
に
関
す
る
以
上
の

考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
翻
訳
の
結
果
と
し
て
の
日
本
語
の
用
語

だ
け
を
見
て
い
る
と
分
か
り
づ
ら
い
有
機
的
な
連
関
が
、
西
洋
諸
語
で

は
、
共
通
善
と
レ
ピ
ュ
ブ
リ
ッ
ク
と
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
間
に
は
見
出

せ
る
。
こ
の
有
機
的
連
関
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
共
通
善
の
問

題
を
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
の
前
提
条
件
に
な
る
と
言
え
る
。

四　

フ
ェ
サ
ー
ル
に
お
け
る
共
通
善

　

こ
こ
か
ら
、
フ
ェ
サ
ー
ル
が
展
開
し
た
共
通
善
（Bien com

m
un

）
を

め
ぐ
る
議
論
を
見
て
い
き
た
い
。
フ
ェ
サ
ー
ル
が
共
通
善
の
例
と
し
て

挙
げ
て
い
る
の
が
、
医
師
と
患
者
の
例
で
あ
る

）
23
（

。
フ
ェ
サ
ー
ル
の
意
見

で
は
、
「
医
学
」
と
は
「
学
者
で
は
な
い
者
に
対
す
る
実
質
的
権
力

（pouvoir de fait

）
と
法
的
権
力
（pouvoir de droit

）
で
あ
る
」
（AB68

）
。

治
療
は
患
者
に
と
っ
て
の
み
有
益
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

も
、
医
師
は
患
者
に
治
療
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
医
師
の
有
す
る
「
実

質
的
権
力
」
が
「
患
者
の
個
別
善
に
対
し
て
医
学
の
普
遍
的
真
理
を
明

ら
か
に
す
る
」
か
ら
で
あ
る
（AB68

）
。
つ
ま
り
、
健
康
は
抽
象
的
か

つ
普
遍
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
医
学
と
い
う
科
学
の
一
種
に
も

属
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
師
は
法
律
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
処
方

箋
を
書
く
が
、
そ
の
こ
と
で
、
自
ら
の
持
つ
法
的
権
力
が
患
者
の
意
思

を
導
く
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
は
患
者
の
善
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
医
師
に
と
っ
て
も
善
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
科
学
と
い
う
普
遍

的
真
理
の
発
見
に
寄
与
す
る
。
健
康
と
は
医
師
か
ら
患
者
に
伝
え
ら
れ

る
善
で
あ
り
、
福
利
へ
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

治
療
と
は
患
者
か
ら
医
師
に
伝
え
ら
れ
る
善
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
加

え
て
、
医
師
も
患
者
も
、
回
復
と
い
う
個
々
人
に
と
っ
て
共
通
の
普
遍

的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
同
一
の
目
標
を
持
つ
。
「
そ
れ
ゆ
え
、

健
康
と
は
患
者
と
医
師
の
共
通
善

0

0

0

（bien com
m

un

）
と
な
る
」
（AB69

）
。

　

医
師
と
患
者
の
関
係
性
の
中
に
見
ら
れ
る
上
述
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
師

と
弟
子
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
と
も
類
似
し
て
い
る
、

と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
指
摘
す
る
（AB68

）
。
患
者
が
健
康
に
戻
る
こ
と
で

医
師
の
権
威
は
任
務
を
完
了
す
る
の
と
同
様
に
、
弟
子
が
真
理
に
到
達
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す
る
こ
と
で
師
の
権
威
は
任
務
を
全
う
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

権
威
は
行
為
の
受
け
手
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
り
、

社
会
の
至
る
と
こ
ろ
で
共
通
善
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
我
々
に
は

思
わ
れ
る
。

　

後
の
頁
で
フ
ェ
サ
ー
ル
が
自
ら
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、bien 

com
m

un

と
い
う
よ
う
に
文
頭
を
小
文
字
で
書
く
時
、
彼
は
文
頭
が
大

文
字
のBien com

m
un

と
区
別
を
設
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
相
違

点
は
前
者
が
平
凡
あ
る
い
は
多
様
な
複
数
の
共
通
善
を
指
し
て
い
る
の

に
対
し
、
後
者
は
深
遠
で
本
質
的
な
共
通
善
を
総
体
的
に
表
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
（AB72-73

）
。
さ
ら
に
後
の
箇
所
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。「
第
一
に
、と
り
わ
け
『
特
殊
利
益
』と
対
比
さ
せ
る
際
に
、
我
々

は
共
通
善
（Bien com

m
un

）
と
い
う
語
で
、
特
定
の
社
会
す
な
わ
ち
そ

の
富
が
有
す
る
、
私
的
及
び
公
的
な
、
物
質
的
及
び
精
神
的
な
善
＝
財

産
（biens

）
の
全
体
を
指
す
」
（AB83

）
。
こ
の
よ
う
に
日
本
語
の
「
共

通
善
」
が
帯
び
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
大
き
く
異
な
り
、Bien com

m
un

に
は
「
共
有
財
産
＝
善
」
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
フ
ェ

サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
正
確
に
は
「
共
同
体
の
財
産
＝
善Bien de la 

com
m

unauté

」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
（AB83

）
。
毎
回
「
財
産
＝

善
」
と
い
う
よ
う
に
結
ぶ
の
は
煩
雑
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
は
単
に
「
共

同
体
の
財
産
」
と
記
す
が
、
こ
の
用
語
を
用
い
る
際
、
「
共
同
体
の
善
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
完
全
に
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
し
て
、
共
同
体
の
財
産
を
増
や
す
こ
と
を

推
奨
す
る
た
め
、
権
威
の
側
は
キ
リ
ス
ト
の
逆
説
的
警
句
「
一
般
利
益

は
特
殊
利
益
に
勝
る
」
こ
と
を
説
く
こ
と
に
な
る
（AB83-84

）
。
た
だ
、

問
題
は
「
一
般
利
益
」
が
「
一
般
的
」
で
あ
る
の
は
、
自
分
が
属
す
る

共
同
体
の
成
員
に
関
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ェ
サ
ー
ル
の
前
提
で
は
、
人
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
よ
り
も
普
遍
的
存
在
に

対
す
る
欲
望
を
強
く
持
つ
（AB84

）
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
普
遍
的
存
在

が
具
体
的
に
何
を
指
す
か
は
定
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
神
、
真
理
、

正
義
な
ど
を
意
味
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

共
同
体
に
富
が
あ
る
だ
け
で
は
、
そ
の
普
遍
的
存
在
に
対
す
る
欲
望

は
満
た
せ
な
い
（AB84

）
。
共
同
体
は
具
体
的
か
つ
客
観
的
な
総
体
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
共
通
善
を
無
限
に
向
け
て
開
く
こ
と
を
目
指
す
必
要
が
出
て
く
る
。

「
共
同
体
の
財
産
」
と
の
対
比
で
「
善
の
共
有C

om
m

unauté du 

bien

」
の
観
念
に
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

　

反
対
に
、
そ
れ
〔
共
通
善
〕
は
、
全
員
が
同
様
に
所
有
で
き
る

よ
う
な
普
遍
的
善
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
逆
の
側
面
の
下
で
、
そ
れ
は
善
の
共
有

0

0

0

0

と
い
う
形
で
普
遍
化

さ
れ
る
。
善
の
共
有
と
は
、
個
人
が
自
分
の
共
同
体
の
財
産
に
対

し
て
、
現
実
的
で
は
あ
る
が
常
に
限
定
的
に
貢
献
す
る
こ
と
と
は

全
く
異
な
り
、
個
人
に
「
権
利
」
の
形
で
認
め
ら
れ
る
す
べ
て
の

善
に
可
能
な
限
り
、
無
制
限
に
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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（AB84-85, 

〔　

〕
内
は
執
筆
者
に
よ
る
補
足
）

　

一
人
一
人
が
持
つ
「
権
利
」
の
概
念
と
「
善
の
共
有
」
を
フ
ェ
サ
ー

ル
は
こ
こ
で
関
連
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
権
利
」
は
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
な
ど
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
普
遍
的
な
人
権
と
い
う
形
で
、

実
際
に
世
界
全
体
に
広
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
、

「
共
通
善
」
に
は
「
共
同
体
の
財
産
」
と
「
善
の
共
有
」
と
い
う
二
つ

の
相
反
す
る
側
面
が
あ
る
と
フ
ェ
サ
ー
ル
が
考
え
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
た
だ
、
彼
は
そ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
「
一
体
性
の
善

Bien de la C
om

m
union

」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
付
け
加
え
て
い
る
。
そ

れ
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
のcom

m
union

と
い
う
語
は
、
一
般
的
に
は
「
一
致
」
や
「
共
同
」
、

「
一
体
性
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教

の
文
脈
に
お
い
て
は
「
霊
的
交
流
」
、
「
聖
餐
」
や
「
聖
体
拝
領
」
を
意

味
す
る
重
要
な
観
念
で
あ
る
。
フ
ェ
サ
ー
ル
が
こ
の
語
を
ど
の
よ
う
な

意
味
で
用
い
て
い
る
か
解
明
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

持
つ
特
性
に
関
し
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
先
の
説
明
と
も

重
な
る
が
、
彼
の
説
明
で
は
、
「
共
同
体
の
財
産
」
は
必
然
的
に
特
殊

な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
善
の
共
有
」
は
無
限
に
向
け
て
本
質
的

に
開
か
れ
て
い
る
（AB103

）
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
に
は
普
遍
性
が
な

く
、
後
者
に
は
具
体
的
な
限
定
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
互
い

に
排
他
的
で
あ
り
、
社
会
的
連
帯
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
前

者
に
関
し
て
言
え
ば
、
個
々
の
共
同
体
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
性
を
持
つ
の

で
、
特
殊
共
同
体
と
も
形
容
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
共
同
体
は
、

そ
の
構
成
員
全
員
の
総
合
利
益
と
し
て
の
「
一
般
利
益
」
の
内
に
、
人

権
の
順
守
と
「
善
の
共
有
」
の
実
現
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（AB103

）
。
そ
れ
ゆ
え
、
善
が
全
員
に
対
し
て
同
様
に
伝
達
さ
れ
る
こ

と
や
、
特
殊
共
同
体
の
財
産
が
「
善
の
共
有
」
に
よ
り
普
遍
化
さ
れ
る

こ
と
も
、
理
論
上
は
可
能
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
共
通
善
は
最
も
深
遠
な
部
分
で
、
「
共
同
体
の
財
産
」

と
「
善
の
共
有
」
と
を
混
同
す
る
こ
と
な
く
、
結
び
付
け
る
よ
う
な
仲

介
を
要
求
す
る
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
指
摘
す
る
（AB104

）
。
次
い
で
、「
共

同
体
の
財
産
」
と
「
善
の
共
有
」
の
間
の
相
互
作
用
は
「
共
通
善
の
要

に
し
て
、
重
要
な
絆
で
あ
り
、
本
質
的
な
連
帯
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
一

体
性
（com

m
union

）
の
善
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
と
彼
は
推
論
す
る

（AB104

）
。
一
体
性
に
関
す
る
フ
ェ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
一
体
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
者
は
、
精
神

的
で
あ
る
と
共
に
肉
体
的
な
連
帯
、
具
体
的
で
あ
る
と
同
時
に
普

遍
的
な
統
一
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
統
一
は
現
状
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
多
く
の
者
の

意
思
を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
に
共
通
の
本
質
を
特
定
す

る
こ
と
に
も
基
づ
か
な
い
。
さ
ら
に
、
果
て
し
な
く
広
が
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
本
当
の
意
味
で
は
普
遍
性
に
到
達
す
る
こ
と
の
な
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い
従
属
関
係
に
も
基
づ
か
な
い
。 

（AB104

）

　

こ
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
彼
はcom

m
union

の
一
般
的
な
用
法
を

踏
襲
し
て
は
い
る
が
、
か
な
り
独
特
の
意
味
を
込
め
て
い
る
と
言
え
る
。

彼
が
「
一
体
性
の
善
」
の
語
で
主
張
し
た
か
っ
た
発
想
は
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
や
共
産
主
義
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
や
フ
ェ
サ
ー
ル
の
同
時
代
人
で
フ
ラ
ン
ス
の
新
ト
マ
ス

主
義
者
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
も
、
一
九
三
四
年
に
『
共
通

善
の
た
め
にPour le bien com

m
un

』
（
未
邦
訳
）
と
い
う
宣
言
を
他
の

カ
ト
リ
ッ
ク
の
知
識
人
た
ち
と
共
に
出
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
や
は
り

フ
ァ
シ
ズ
ム
、
共
産
主
義
、
唯
物
論
の
集
団
主
義
が
人
格
を
踏
み
に
じ

る
も
の
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
た
。
フ
ェ
サ
ー
ル
に
限
ら
ず
、
当
時
の

宗
教
者
た
ち
の
間
で
共
通
善
が
鍵
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
ま

た
、
マ
リ
タ
ン
は
人
格
が
「
社
会
全
体
の
目
的
と
し
て
の
共
通
善
」
を

志
向
し
、
「
人
格
は
一
体
性
（com

m
union

）
へ
と
向
か
う
こ
と
が
本
質

的
」
だ
と
説
い
て
い
る
点
で
も
、
フ
ェ
サ
ー
ル
に
通
ず
る
見
解
を
持
っ

て
い
た

）
24
（

。

　

フ
ェ
サ
ー
ル
の
場
合
、
『
権
威
と
共
通
善
』
を
出
版
し
た
二
年
後
に

刊
行
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
よ
、
自
由
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
た
ま
え

France, prends garde de perdre ta Liberté

』
（
一
九
四
六
年
、
未
邦
訳
）

の
中
で
、
共
産
主
義
を
「
君
主
―
奴
隷
」
の
名
目
の
下
、
強
い
調
子
で

批
判
し
て
い
た

）
25
（

。
共
産
主
義
と
一
体
性
の
相
違
点
は
、
先
の
定
義
の
少

し
後
の
と
こ
ろ
で
書
か
れ
た
次
の
文
を
読
め
ば
判
然
と
す
る
。
「
確
実

に
具
体
的
で
特
定
で
あ
る
善
を
、
相
互
に
自
発
的
に
伝
達
す
る
行
動
が

あ
る
と
こ
ろ
で
し
か
、
一
体
性
は
生
ま
れ
な
い
。
一
体
性
は
超
越
す
る

連
帯
や
、
善
の
特
殊
性
や
、
こ
の
よ
う
な
行
動
が
結
び
付
け
る
人
々
の

個
体
性
を
目
的
と
す
る
」
（AB104

）
。
つ
ま
り
、
個
人
を
軽
視
す
る
こ

と
な
く
、
共
同
体
の
内
部
で
善
を
分
か
ち
合
え
る
よ
う
な
場
に
お
い
て
、

一
体
性
が
育
ま
れ
る
た
め
、
こ
の
観
念
の
中
に
共
産
主
義
と
の
親
和
性

を
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
見
出
す
べ
き
で
は
な
い
。

五　

 

共
通
善
に
相
当
す
る
観
念
を
め
ぐ
る 

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
思
考

　

で
は
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
共
通
善
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
執
筆
者
が
知
る
限
り
で
は
、
彼
の
著
作
の
中
で
こ
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
は
共
通
善
に
相
当
す
る
観
念

に
つ
い
て
全
く
思
考
を
巡
ら
せ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
結
論
付
け
る
べ

き
だ
ろ
う
か
。

　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
場
合
に
も
、
共
通
善
に
相
当
す
る
観
念
を
め
ぐ
る
議

論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
彼
が
『
法
の
現
象
学
』

に
お
い
て
国
家
に
関
し
て
言
及
し
た
箇
所
で
、
ド
イ
ツ
の
法
学
者

イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
『
法
に
お
け
る
目
的
』
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
、「
公

共
善
」
に
つ
い
て
論
稿
を
残
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
イ
ェ
ー
リ
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ン
グ
の
考
え
で
は
、
法
律
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
立
法
者
が
何
ら
か

の
目
的
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
目
的
こ
そ
が
「
公
共

善bien publique

」
だ
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
述
べ
る
（EPD

113, 

一
二
三
）
。

で
は
、
公
共
善
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

「
自
由
主
義
」
に
よ
れ
ば
、
「
公
共
善
」
と
は
要
す
る
に
、
他
の

個
人
の
幸
福
と
両
立
す
る
限
り
で
の
個
人
の
幸
福
の
こ
と
だ
（
最

大
多
数
の
最
大
幸
福
）
。
「
国
家
主
義
者
」
に
よ
れ
ば
、
国
家
自
体

の
利
益
に
な
る
一
切
の
こ
と
が
「
公
共
善
」
で
あ
る
（
こ
の
場
合
、

法
と
国
家
理
由
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
）
。
個
人
と
国
家
を
社
会

に
従
属
さ
せ
る
人
々
も
い
る
（
特
に
デ
ュ
ギ
ー
や
、
民
主
主
義
的

と
呼
ば
れ
る
社
会
主
義
）
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
法
的
立
法
者
が
目

標
と
す
べ
き
「
公
共
善
」
と
は
、
こ
の
非
政
治
的
社
会
の
「
善
」

で
あ
る
（
「
社
会
法
」
）
。
等
々
。 

（EPD
113, 

一
二
三
―
一
二
四
）

　

こ
の
よ
う
に
、
公
共
善
の
用
語
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が

持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
共
通
善
の
語
で
議
論
さ
れ

て
き
た
内
容
と
近
い

）
26
（

。
と
こ
ろ
で
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
自
身
は
上
に
挙
げ
た
、

い
ず
れ
の
定
義
も
採
用
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
法
の
定
義
に
は

公
共
善
の
観
念
を
取
り
上
げ
な
く
て
も
済
む
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
根
拠

と
し
て
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
立
法
者
が
「
世
界
は
滅
ぶ
と
も
、
正
義
は
行

な
わ
れ
し
め
よ
」
と
い
う
原
理
を
取
っ
て
も
良
い
こ
と
を
挙
げ
る

（EPD
113, 

一
二
四
）
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
国
家
の
法
が
正
義
を
実
現

し
な
い
場
合
、
そ
の
よ
う
な
国
家
は
滅
び
て
も
良
い
こ
と
に
な
る
。
「
普

遍
同
質
国
家
」
す
な
わ
ち
「
そ
れ
以
上
拡
大
不
可
能
」
（
＝
普
遍
的
）
か

つ
「
そ
れ
以
上
変
貌
不
可
能
な
」
（
＝
同
質
的
）
国
家
を
構
想
し
て
い
た

こ
と
で
知
ら
れ
る

）
27
（

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
た
こ

と
は
意
外
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
意
見
で
は
、
法
は
目
的
を
持
た
な

く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
目
的
は
社
会
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
（EPD

113, 

一
二
四
）
。

　

お
そ
ら
く
こ
こ
で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
主
張
し
た
い
こ
と
は
、
立
法
者
を

含
む
「
第
三
者
」
は
「
国
家
主
義
者
た
ち
」
の
よ
う
に
国
家
全
体
に
と
っ

て
の
利
益
ば
か
り
を
考
え
て
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
正
義
の
実
現
を

目
的
と
す
べ
き
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
第
三
者
」
と
は
「
裁
か
れ
る

べ
き
」
者
で
あ
る
第
一
者
と
第
二
者
と
い
う
当
事
者
以
外
の
、
「
公
平

無
私
の
」
人
物
の
こ
と
で
あ
る
（EPD

191, 

二
一
七
）
。
さ
ら
に
コ
ジ
ェ
ー

ヴ
の
意
見
で
は
、
「
第
三
者
は
立
法
者
や
警
察
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
裁
判
官
な
い
し
仲
裁
者
で
あ
る
」
（EPD

192, 

二
一
八

）
28
（

）
。
ま
た
、

「
『
公
平
無
私
』
、
つ
ま
り
『
正
義
』
で
」
（EPD

193, 

二
二
〇
）
と
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
す
れ
ば
、

共
通
善
あ
る
い
は
公
共
善
よ
り
も
、
正
義
の
実
現
が
国
家
の
目
的
で
あ

る
。
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六　

 

共
通
善
・
権
威
・
愛
の
関
係
か
ら 

普
遍
的
共
通
善
の
問
題
へ

　

こ
こ
で
再
び
フ
ェ
サ
ー
ル
に
関
す
る
議
論
に
戻
ろ
う
。
彼
に
す
れ
ば
、

権
威
は
統
治
者
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
恣
意
的
に
悪
用
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
権
威
の
根
底
に
あ
る

も
の
も
、
権
威
の
目
的
も
共
に
愛
で
あ
り
、
愛
と
は
存
在
者
同
士
を
結

び
付
け
る
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
あ
る
（AB81

）
。
共
通
善
の
仲
介
物

で
あ
る
権
威
が
愛
と
い
う
目
的
に
向
け
て
増
大
す
る
の
に
伴
い
、
共
通

善
を
生
み
出
し
て
い
く
と
も
、
同
じ
頁
で
彼
は
論
じ
て
い
る
。

　

今
日
で
は
、
人
は
愛
を
公
的
領
域
で
は
な
く
、
私
的
領
域
の
み
に
限

定
し
が
ち
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
哲
学
に
お
い
て
も
、
『
存
在
と
時
間
』

の
中
で
一
度
も
愛
の
語
を
使
わ
な
か
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー

）
29
（

や
、
私
的
空
間

に
お
け
る
愛
よ
り
も
公
的
空
間
に
お
け
る
行
動
に
重
き
を
置
い
た
ア
レ

ン
ト
の
思
想
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
愛
は
軽
視
さ
れ
が
ち

だ
っ
た
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
場
合
も
、
動
物
的
で
は
な
い
、
人
間
的
な
カ
ッ

プ
ル
は
愛
に
基
づ
く
こ
と
を
前
提
に
据
え
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
事

実
だ
け
で
は
「
政
治
的
な

0

0

0

0

実
体
を
構
成
し
な
い
」
と
、
愛
に
依
拠
せ
ず

に
持
論
を
展
開
し
て
い
る
（N

A152, 

一
三
九
）
。

　

し
か
し
、
フ
ェ
サ
ー
ル
の
思
想
を
理
解
す
る
に
際
し
て
、
共
同
体
を

構
成
す
る
理
念
の
一
つ
に
、
祖
国
へ
の
愛
と
は
異
な
る
兄
弟
愛
が
本
来

あ
っ
た
こ
と
を
、
我
々
は
想
起
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
フ
ェ
サ
ー

ル
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
依
拠
し
て
愛
を
重
視
し
た
の
は
自
明
だ
が
、

「
親
愛

0

0

な
い
し
友
愛

0

0

と
い
う
愛
（
フ
ィ
リ
ア
）
」
は
「
一
つ
の
卓
越
性
（
＝

徳
）
」
で
あ
り
、
「
愛
（
フ
ィ
リ
ア
）
と
い
う
も
の
は
国
内
を
む
す
ぶ
紐

帯
の
役
割
を
は
た
す
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
、
立
法
者
た
ち
の
関
心
も
、

正
義
に
よ
り
も
む
し
ろ
こ
う
し
た
愛
に
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
、
フ
ェ
サ
ー
ル
に
影
響
を
与

え
た
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
し
て
お
き
た
い

）
30
（

。

　

フ
ェ
サ
ー
ル
の
見
解
を
敷
衍
し
て
言
え
ば
、
権
威
は
人
々
を
抑
圧
す

る
の
で
は
な
く
、
愛
に
依
拠
し
て
彼
ら
の
連
帯
を
深
め
る
目
的
で
用
い

る
べ
き
で
あ
る
。
権
威
が
こ
の
目
的
を
持
つ
と
論
ず
る
に
当
た
り
、
フ
ェ

サ
ー
ル
は
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
の
中
の
、
キ
リ
ス
ト
が
弟
子
に

語
っ
た
次
の
逆
説
的
な
発
言
（M

c10, 42-45

）
を
引
用
し
た
（AB81-82

）
。

キ
リ
ス
ト
は
彼
ら
の
中
で
偉
く
な
り
、
権
威
を
持
ち
た
い
と
思
う
者
は
、

彼
ら
の
下
僕
と
な
る
べ
き
で
、
長
に
な
ろ
う
と
す
る
者
も
、
皆
の
奴
隷

と
な
る
べ
き
だ
と
説
い
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
が
人
々
か

ら
奉
仕
し
て
も
ら
う
た
め
で
は
な
く
、
彼
ら
に
奉
仕
し
、
彼
ら
の
身
代

わ
り
と
な
る
た
め
に
こ
の
世
に
現
れ
た
こ
と
を
、
こ
の
福
音
書
は
挙
げ

て
い
る
。

　

フ
ェ
サ
ー
ル
は
ま
た
、
権
威
が
持
つ
二
つ
の
本
質
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
。
権
威
の
第
一
の
本
質
は
、
第
二
の
そ
れ
よ
り
抽
象
的
で
、
あ

ら
ゆ
る
上
下
関
係
を
根
底
か
ら
突
き
動
か
す
最
初
の
意
図
を
表
す
。
よ

り
具
体
的
で
あ
る
権
威
の
第
二
の
本
質
は
、
最
初
の
意
図
に
導
か
れ
た
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運
動
を
完
成
さ
せ
る
結
果
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
威
は
最
初

の
意
図
の
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
最
後
の
結
果
の
観
点
か
ら
も
把

握
さ
れ
た
場
合
に
の
み
、
正
し
く
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
フ
ェ

サ
ー
ル
は
述
べ
る
（AB81

）
。

　

以
上
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
権
威
と
共
通
善
が
唯
一
に
し
て
同
一
の

重
点
で
あ
る
愛
を
共
有
す
る
、
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
「
結
論
部

C
onclusion

」で
書
い
て
い
る
。
愛
の
役
割
に
注
目
す
る
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、

次
の
よ
う
に
愛
の
弁
証
法
を
説
く
。
「
共
同
体
の
財
産
と
善
の
共
有
を

通
じ
て
、
一
体
性
（C

om
m

union
）
の
善
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
共
通

善
の
弁
証
法
は
、
事
実
と
法
を
通
じ
て
、
価
値
に
お
い
て
完
遂
さ
れ
る

権
威
の
弁
証
法
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
補
完
的
な
弁

証
法
は
、
必
然
的
に
我
々
に
と
っ
て
愛
の
弁
証
法
が
反
映
さ
れ
る
二
重

の
側
面
で
し
か
な
い
」
（AB137

）
。
彼
の
考
え
で
は
、
愛
の
弁
証
法
の

役
割
は
、
多
様
な
共
通
善
を
立
て
直
し
、
集
合
す
る
こ
と
で
、
精
神
の

内
で
人
類
を
統
合
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
普
遍
的
共
通
善
」
を
創
設

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
権
威
が
果
た
す
べ
き
使
命
は
、
愛
の
一
体

性
に
お
け
る
共
通
善
の
仲
介
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
愛
す

る
者
同
士
の
結
び
付
き
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
こ
で
は
終
わ
り
な
き
対

話
が
生
ま
れ
る
（AB137-138

）
。

　

で
は
、
権
威
で
は
な
く
、
国
民
を
統
治
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
権
力

の
源
泉
に
つ
い
て
、
フ
ェ
サ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
。
「
す

べ
て
の
権
力
は
神
に
由
来
す
る
」
（
『
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
』R

m
13, 1

）

と
い
う
言
葉
に
基
づ
き
、
彼
は
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
、

神
の
も
の
は
神
に
返
し
な
さ
い
」
（
『
マ
タ
イ
福
音
』M

t22, 21

）
と
い
う

記
述
に
関
し
て
、
カ
エ
サ
ル
と
神
の
権
力
が
競
合
す
る
場
合
、
カ
エ
サ

ル
で
す
ら
神
に
従
う
べ
き
だ
と
推
論
す
る
（AB138

）
。
こ
こ
で
、
カ
エ

サ
ル
は
「
全
能
の
人
物toute-puissance hum

aine

」
（
い
わ
ゆ
る
「
絶

対
権
力
者
」
）
を
、
神
は
「
全
能
の
神Toute-Puissance divine

」
を
意

味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
神
が
「
全
能
」
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、「
全
正
義Toute-Justice

」
を
体
現
す
る
と
も
彼
は
想
定
し
て
い
る
。

「
全
正
義
」
の
具
体
的
内
容
を
彼
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
が
、

神
の
取
る
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
正
し
い
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
「
絶

対
権
力
者
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
人
物
は
自
ら
の
権
力
が
神
的
起

源
を
持
つ
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
正
義
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
、
身
勝

手
な
目
的
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
事
柄
を
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
た
め
、

「
普
遍
的
共
通
善
」
の
成
立
が
目
指
さ
れ
る
（AB139

）
。
人
類
の
共
通

善
の
形
成
を
射
程
に
入
れ
た
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
楽
観
的
す
ぎ
る
と

い
う
誹
り
を
免
れ
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
フ
ェ
サ
ー
ル
も
こ
の
こ
と
を

自
覚
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
誹
り
を
避
け
る
べ
く
、
彼
は
『
権
威
と

共
通
善
』
の
中
に
「
普
遍
的
共
通
善
の
問
題
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
、

持
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
何
が
問
題
な
の
か
見
て
い
き
た
い
。
「
普
遍
的
共
通
善
が
何

に
基
づ
い
て
お
り
、
人
類
の
内
的
対
立
が
い
か
な
る
仲
介
に
よ
り
乗
り

越
え
ら
れ
う
る
か
突
き
止
め
る
こ
と
が
最
初
の
任
務
で
あ
り
、
そ
の
任
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務
が
完
了
し
な
い
限
り
、
複
数
の
特
殊
的
共
通
善
へ
と
向
か
う
あ
ら
ゆ

る
努
力
が
止
ん
で
し
ま
う
ば
か
り
か
、
共
通
悪
へ
と
堕
し
て
し
ま
う
恐

れ
す
ら
あ
る
」
（AB122

）
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
前
提
す
る
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
人
類
の
内
的
対
立
」
は
起
き
る
の
か
。
こ

の
根
源
的
な
問
い
に
関
し
、
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
フ
ロ

イ
ト
の
理
論
を
、
二
人
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
独
自
の
仕
方
で
用

い
て
い
る
。
フ
ェ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
、
「
快
楽
欲
求
」
と
世
界
征
服
を

望
む
「
力
へ
の
意
志
」
の
間
で
根
源
的
に
分
か
れ
て
い
る
全
人
類
は
、「
存

在
の
無
限
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
し
か
満
足
し
な
い
」
（AB125

）
。
こ
こ

で
「
存
在
の
無
限
の
特
殊
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
神
の
仲
介
に

他
な
ら
な
い
。
「
力
へ
の
意
志
」
は
ニ
ー
チ
ェ
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
「
政0

治
人

0

0hom
o politicus

」
の
根
底
に
、「
快
楽
欲
求
」
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
快

楽
原
理
」
の
議
論
か
ら
逸
脱
し
て
「
経
済
人

0

0

0hom
o œconom

icus

」
の

根
底
に
あ
る
と
さ
れ
る
（AB121

）
。
政
治
人
と
経
済
人
に
関
す
る
フ
ェ

サ
ー
ル
の
表
現
を
引
用
し
よ
う
。

　

人
類
が
敵
対
す
る
諸
国
民
へ
と
分
断
し
て
い
る
こ
と
、
人
類
の

間
で
個
々
の
国
民
や
個
々
の
特
殊
共
同
体
へ
と
分
断
し
て
い
る
こ

と
、
最
も
私
的
な
心
の
奥
底
に
お
け
る
意
識
す
ら
も
分
断
し
て
い

る
こ
と
。
こ
れ
ら
三
つ
の
地
平
に
お
い
て
、
人
類
に
共
通
す
る
根

源
的
な
分
裂
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
人

0

0

0

と
経
済

0

0

人0

の
対
立
の
下
で
、
各
人
が
自
分
の
富
を
追
求
し
、
富
を
得
る
た

め
に
自
分
の
力
だ
け
を
頼
り
に
す
る
こ
と
で
、
快
楽
欲
求
と
力
へ

の
意
志
の
争
い
が
表
面
化
す
る
。
互
い
を
引
き
裂
く
た
め
に
合
理

的
な
も
の
の
獲
得
を
利
用
し
な
が
ら
、
「
肉
体
と
精
神
が
反
対
の

欲
望
を
持
ち
つ
つ
」
衝
突
す
る
こ
と
が
人
類

0

0

全
員
を
一
人
一
人
破

壊
し
、
動
物

0

0

し
か
残
さ
な
い
。 

（AB121

）

　

こ
の
よ
う
に
、
人
類
は
三
段
階
で
分
断
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
断
の

根
本
原
因
は
政
治
人
と
経
済
人
の
対
立
に
よ
る
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
主
張

す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
合
理
的
な
も
の
の
獲
得des conquêtes du 

rationnel

」
と
は
科
学
技
術
の
中
で
も
軍
事
技
術
を
想
定
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
精
神
が
権
力
欲
を
満
た
す
た
め
に
政
治
人
と
な
る
こ
と

を
追
求
す
る
の
に
対
し
、
肉
体
は
快
楽
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
経
済
人

と
な
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
こ
う
し
て
、
精
神
と
肉
体
と
い
う
本
来
的

に
人
間
に
属
す
る
も
の
が
原
因
で
、
人
類
の
内
部
で
対
立
が
起
き
る
。

こ
の
対
立
は
、
共
通
善
の
持
つ
二
つ
の
不
完
全
な
側
面
（
「
共
同
体
の
財

産
」
と
「
善
の
共
有
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
）
と
も
関
係
す
る
（AB121

）
。

　

で
は
、
こ
の
対
立
を
い
か
に
し
て
解
消
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ェ

サ
ー
ル
の
意
見
で
は
、
人
類
統
合
の
中
心
に
な
り
え
て
、
ま
た
人
類
間

で
の
水
平
的
な
相
互
作
用
を
保
障
し
て
く
れ
る
「
収
束
力loi de 

convergence

」
に
も
な
り
え
る
「
超
越
者l ’au-delà

」
が
存
在
す
る
な
ら
、

人
類
間
の
対
立
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
（AB123

）
。
こ
の
超
越
者
に
な
れ

る
の
は
、
人
類
を
超
越
し
て
お
り
、
人
間
に
と
っ
て
垂
直
の
位
置
に
存
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在
し
て
い
る
神
で
あ
る
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
考
え
る
。
彼
に
す
れ
ば
、
人

間
と
神
の
間
の
仲
介
に
よ
っ
て
人
類
間
の
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
で
し

か
、
人
類
は
「
普
遍
的
共
通
善
」
の
設
立
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仲
介
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
か
を
示
せ
る
の
は

宗
教
的
共
同
体
だ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
は
見
て
い
た
が
（AB124

）
、
当
然
な

が
ら
、
そ
れ
以
前
に
神
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
に
は
彼
の
理
論

は
成
立
し
な
い

）
31
（

。
宗
教
的
共
同
体
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
彼
自

身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
家
族
の
一
体
性
の
親
密
さ
を
有
し
な
が
ら
、

人
類
全
体
へ
と
拡
大
で
き
る
一
体
性
の
基
礎
を
、
人
間
と
神
の
間
に
定

立
す
る
よ
う
な
繋
が
り
を
作
り
出
す
神
の
仲
介
行
動
を
、
こ
の
よ
う
な

宗
教
的
共
同
体
が
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
（AB124

）
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
フ
ェ
サ
ー
ル
の
議
論
の
帰
結
と
意
義
を
要

約
し
て
お
き
た
い
。
権
威
の
本
質
に
関
し
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、
父
の
子
に

対
す
る
権
威
の
場
合
に
は
「
原
因
」
、
奴
隷
に
対
す
る
主
人
の
権
威
の

場
合
に
は
「
危
険
」
、
集
団
に
対
す
る
指
導
者
の
権
威
の
場
合
に
は
「
計

画
―
予
見
」
、
裁
判
官
の
権
威
の
場
合
に
は
「
公
平
」
と
「
正
義
」
で

あ
る
と
論
じ
た
。
対
し
て
フ
ェ
サ
ー
ル
は
権
威
の
本
質
が
「
模
範
」
に

あ
り
、
ま
た
「
増
大
原
理
」
を
意
味
し
、
さ
ら
に
社
会
の
連
帯
を
構
築

し
て
い
く
力
で
あ
る
と
捉
え
た
が
、こ
れ
は
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
お
い
て
父
・

指
導
者
・
裁
判
官
の
権
威
が
持
つ
特
徴
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
、
父
は
子

に
と
っ
て
「
模
範
」
と
な
り
、
指
導
者
は
部
下
た
ち
の
連
帯
を
促
し
、

裁
判
官
は
法
の
適
用
を
通
じ
て
「
模
範
」を
作
り
出
す
か
ら
で
あ
る
。「
危

険
」
を
冒
す
こ
と
を
前
提
と
す
る
主
人
の
権
威
が
フ
ェ
サ
ー
ル
の
議
論

の
中
に
見
出
せ
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
彼
が
、
戦
闘
に
起
因

す
る
類
い
の
権
威
を
容
認
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

二
人
が
互
い
の
権
威
論
の
草
稿
や
完
成
稿
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
、
文

献
上
で
確
認
す
る
こ
と
は
現
状
で
は
困
難
だ
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
無
神

論
的
観
点
と
、
フ
ェ
サ
ー
ル
の
有
神
論
的
視
点
と
い
う
互
い
の
立
場
を

考
慮
し
つ
つ
、
二
人
が
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
権
威
論
を
構
築
し

た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
、
ペ
タ
ン
元
帥
の

権
威
に
関
し
て
二
人
が
考
察
を
行
な
っ
た
と
い
う
事
実
が
そ
の
一
つ
の

証
拠
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
聴
罪
司
祭
の
権
威
に
は
主
人
の
権
威
が
欠
落

し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
神
学
の
理
論
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
完
全
な

権
威
論
が
作
り
出
せ
な
い
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
起
源
を

持
つ
父
の
観
念
を
権
威
の
一
類
型
に
対
応
さ
せ
た
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
、

フ
ェ
サ
ー
ル
ら
神
学
者
た
ち
の
学
説
を
批
判
す
る
よ
り
も
補
完
し
よ
う

と
試
み
た
。
そ
れ
に
対
し
、
フ
ェ
サ
ー
ル
は
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
理
論
に
欠

け
て
い
る
語
源
的
考
察
を
交
え
つ
つ
権
威
に
関
し
て
考
察
す
る
こ
と
で
、

や
は
り
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
議
論
を
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
補
足
し
よ
う
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と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
権
威
の
持
つ
積
極
的
な
側
面
に
注
目
し
つ

つ
、
正
当
な
権
威
に
基
づ
く
普
遍
共
同
体
の
存
在
様
式
を
規
定
し
よ
う

と
し
た
点
で
も
、
二
人
の
議
論
は
通
底
し
て
い
る
。

　

次
に
、
権
威
と
共
同
体
の
関
係
に
つ
い
て
、
フ
ェ
サ
ー
ル
は
権
威
も

共
通
善
も
愛
を
共
有
す
る
た
め
、
愛
の
弁
証
法
が
精
神
の
内
で
「
普
遍

的
共
通
善
」を
作
り
出
せ
る
と
論
じ
た
。
彼
が
こ
の
発
想
を
持
つ
に
至
っ

た
の
は
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
単
語
が
語
源
を
辿
れ
ば
「
普
遍
的
」

を
意
味
し
て
い
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼

に
す
れ
ば
、
神
が
国
家
を
超
え
て
存
在
す
る
の
と
同
様
に
、
共
通
善
も

国
家
を
超
え
て
成
立
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
個
々
の
具
体
的
な
国
家
の

内
部
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
規
模
の
（
＝
普
遍
的
な
）
共
同
体
の
中
で
、

神
の
「
全
正
義
」
を
介
入
さ
せ
て
善
を
実
現
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
。

フ
ェ
サ
ー
ル
は
公
的
空
間
に
お
け
る
愛
（
フ
ィ
リ
ア
）
を
通
じ
た
、
「
一

体
性
」
に
基
づ
き
、
世
界
中
の
人
々
を
一
つ
の
共
同
体
に
所
属
さ
せ
る

こ

と

を

目

論

ん

で

い

た

た

め
、

彼

の

こ

と

を
「

一

体

主

義

com
m

unionism
e

」
の
思
想
家
と
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方

で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
場
合
、「
社
会
の
、
つ
ま
り
人
間
の
強
制
力
（force
）

は
す
べ
て
、
権
威
に
基
づ
く
場
合
に
の
み
真
に
強
力
（forte

）
で
あ
る
、

つ
ま
り
有
効
で
持
続
的
で
あ
る
」
（EPD

498, 

五
七
九
）
た
め
、
国
家
が

存
続
す
る
に
は
、
強
制
力
よ
り
も
、
被
統
治
者
に
自
発
的
な
服
従
を
促

す
権
威
に
よ
る
支
え
が
必
要
だ
と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
フ
ェ
サ
ー
ル
と

同
様
に
共
同
体
と
権
威
の
深
い
結
び
付
き
を
見
て
お
り
、
国
家
の
理
論

と
権
威
の
理
論
を
同
一
視
す
ら
し
て
い
た
（N

A136-137, 

一
二
二
―
一

二
四
）
。
だ
が
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
共
通
善
や
公
共
善
に
も
、
神
や
愛
の

概
念
に
も
依
拠
せ
ず
、
正
義
の
実
現
を
果
た
す
国
家
の
役
割
を
強
調
し

た
。
彼
に
す
れ
ば
、
世
界
中
で
実
効
性
を
持
つ
法
を
適
用
し
な
が
ら
地

球
規
模
で
正
義
を
実
現
で
き
る
の
は
、
普
遍
同
質
国
家
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
無
神
論
者
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
決
定
的
な
相
違
に
も

関
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
世
界
市
民
的
発
想
を
共
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
正
義
に
重
き
を
置
く
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
、
愛
と
善

を
重
視
す
る
フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
異
な
っ
た
前
提
に
基
づ
い
て
権
威
論
を

展
開
し
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
だ
が
、
用
語
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
共
に

道
徳
的
な
正
し
さ
を
意
味
す
る
正
義
と
善
が
目
指
す
方
向
性
は
、
大
き

く
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
青
年
期
に
書
い
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル

初
期
神
学
論
文
集
』
の
中
で
、
人
間
は
動
物
と
は
異
な
り
愛
す
る
存
在

だ
と
規
定
し
て
い
た
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
主
張
し
た
（ILH

513, 

三
二
八
）
。

お
そ
ら
く
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
影
響
を
受
け
て
、

フ
ェ
サ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
書
を
執
筆
し
て
い
た
頃
に
、
「
事
実

と
法
の
統
合
と
し
て
の
愛
の
根
源
的
な
役
割
を
見
抜
い
て
い
た
」

（N
A109

）
と
み
な
し
、
そ
こ
か
ら
存
在
者
同
士
を
結
合
さ
せ
る
役
割

を
果
た
す
愛
に
基
づ
い
た
権
威
に
つ
い
て
考
察
し
た
可
能
性
が
高
い
。

全
体
主
義
や
個
人
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
倫
理
的
な
正
し
さ
を
重
視

し
、
共
同
体
全
員
に
益
す
る
政
治
制
度
の
基
盤
に
つ
い
て
考
え
る
う
え

で
、
彼
ら
の
思
想
は
今
な
お
有
意
義
で
あ
る
。
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（
さ
か
い
・
れ
い
も
ん
／
政
治
哲
学
）

※
引
用
文
中
の
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。
訳
語
は
原
文
に
基
づ
き
適
宜
改
変
を

加
え
た
。

注（
1
） Alexandre K

ojève, La notion de l’autorité, Editions G
allim

ard, 2004, 
p. 16 

（
『
権
威
の
概
念
』
今
村
真
介
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
、

八
頁
）. 

以
降
で
こ
の
本
に
つ
い
て
参
照
す
る
際
に
は
N 

A
の
略
語
を
用
い

て
、
原
書
と
訳
書
の
頁
数
を
併
記
す
る
。

（
2
） G

aston Fessard, Autorité et Bien com
m

un, Ad Solem
, 2015, p. 22 et p. 

46. 

以
下
で
こ
の
書
物
を
引
用
・
参
照
す
る
際
に
は
A 

B
と
略
し
、
頁
数
を

記
す
。

（
3
） G

abriel M
arcel, G

aston Fessard, Beauchesne, 1985, pp. 507-509.

（
4
） D

om
inique Auffret, Alexandre Kojève, G

rasset, 1990, p. 610 

（
『
評
伝

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
』
今
野
雅
方
訳
、
パ
ピ
ル
ス
、
二
〇
〇
一

年
、
六
三
一
頁
）.

（
5
） Frédéric Louzeau, « Introduction », in AB, p. 31, note 2.

（
6
） Leo Strauss, O

n Tyranny, U
niversity of C

hicago Press, 2000, p. 224 

（
『
僭
主
政
治
に
つ
い
て
（
下
）
』
石
崎
嘉
彦
・
飯
島
昇
藏
・
金
田
耕
一
他
訳
、

現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
六
頁
）.

（
7
） 

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
支
配
の
社
会
学
』
（
一
九
二
二
年
）
な
ど
で
展
開
し
た

伝
統
的
支
配
・
カ
リ
ス
マ
的
支
配
・
合
法
的
支
配
を
め
ぐ
る
見
解
も
、
権
威

論
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
類
型
の
解
説
に
関

し
て
は
、
例
え
ば
以
下
を
参
照
。
野
口
雅
弘
『
官
僚
制
批
判
の
論
理
と
心
理
』

中
公
新
書
、
二
〇
一
一
年
、
六
二
―
七
〇
頁
。
ま
た
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
を

中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
権
威
論
の
概
要
に
つ
い
て

は
、
以
下
を
参
照
。
細
見
和
之
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
』
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
四
年
。

（
8
） 

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
権

の
政
策
に
関
し
て
は
、
以
下
の
本
が
参
考
に
な
る
。
川
上
勉
『
ヴ
ィ
シ
ー
政

府
と
「
国
民
革
命
」
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

（
9
） D

anilo Scholz, « Alexandre K
ojève et G

aston Fessard sur l ’autorité et 
la politique », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2016/3 
(Tom

e 141), paragraphe 3. 

頁
分
け
が
な
い
代
わ
り
に
段
落
分
け
が
な
さ

れ
た
論
文
をC

airn. Info

で
入
手
し
た
た
め
、
こ
の
論
文
に
つ
い
て
触
れ

る
際
に
は
段
落
番
号
を
併
記
す
る
。

（
10
） K

ojève, « Tyrannie et sagesse », in Strauss, D
e la tyrannie, G

allim
ard, 

1997, pp. 161-163 

（
「
僭
主
政
治
と
知
恵
」
『
僭
主
政
治
に
つ
い
て
』
（
下
）
、

二
七
―
三
〇
頁
）.

（
11
） K

ojève, Esquisse d’une phénom
énologie du droit, G

allim
ard, 2007, p. 

586 

（
『
法
の
現
象
学
』
今
村
仁
司
・
堅
田
研
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一

九
九
六
年
、
六
七
三
頁
）. 

以
下
で
こ
の
文
献
を
取
り
上
げ
る
際
、
E 

P 

D
と

略
し
、
原
書
と
訳
書
の
頁
数
を
併
記
す
る
。

（
12
） 

菊
池
理
夫
『
共
通
善
の
政
治
学
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
ix
頁
、
参

照
。

（
13
） 

な
お
、コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
場
合
に
は
、「
同
輩
た
ち
に
対
す
る
指
導
者
の
権
威
」

の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
、
学
者
の
権
威
を
挙
げ
て
い
た
（N

A68, 

五
九
）
。

（
14
） H

annah Arendt, Betw
een Past and Future, Penguin C

lassics, 1977, p. 
121 

（
『
過
去
と
未
来
の
間
』
引
田
隆
也
・
斎
藤
純
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一

九
九
四
年
、
一
六
五
頁
）. 

こ
の
書
物
を
以
下
で
参
照
す
る
際
、
B 

P 

F
と
省

略
し
、
頁
数
を
併
記
す
る
。

（
15
） 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
例
外
状
態
』
上
村
忠
男
・
中
村
勝
己
訳
、

未
來
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
二
頁
。

（
16
） 
ア
ガ
ン
ベ
ン
、
同
前
、
一
五
三
頁
。

（
17
） 
モ
ノ
ー
は
以
下
の
著
書
の
中
で
「
権
威
の
類
型
論
に
お
け
る
指
導
者
（
コ
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ジ
ェ
ー
ヴ
）
」
と
い
う
題
目
の
項
を
設
け
て
い
る
（Jean-C

laude M
onod, 

Q
u’est-ce qu’un chef en dém

ocratie ?, Edition du Seuil, 2012, pp. 63-93

）
。

（
18
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
田
中
美
知
太
郎
・

北
嶋
美
雪
・
尼
ヶ
崎
徳
一
・
松
居
正
俊
・
津
村
寛
二
訳
、
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
九
年
、
一
三
頁
。

（
19
） 
菊
池
理
夫
『
共
通
善
の
政
治
学
』
viii
頁
、
参
照
。

（
20
） 

上
智
学
院
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
集
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大

事
典　

第
二
巻
』
研
究
社
、
一
九
九
八
年
、
三
四
九
頁
。

（
21
） Th

e N
ew

 C
atholic Encyclopedia, second edition, 4, G

ale, 2002, p. 19. 

ト
マ
ス
・
ヒ
ル
・
グ
リ
ー
ン
が
共
通
善
の
思
想
を
十
九
世
紀
末
に
取
り
上
げ

た
。
二
十
世
紀
に
は
、
彼
の
影
響
を
受
け
た
L
・
T
・
ホ
ブ
ハ
ウ
ス
が
共
通

善
の
政
治
学
を
発
展
さ
せ
、
二
十
一
世
紀
に
も
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
も
共

通
善
に
基
づ
く
政
治
の
在
り
方
を
提
起
し
て
い
る
。

（
22
） A

lexander Passerin d ’Entrèves, T
he N

otion of the State, O
xford 

U
niversity Press, 1967, p. 28 

（
『
国
家
と
は
何
か
』
石
上
良
平
訳
、
み
す
ず

書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
三
四
頁
）.

（
23
） 

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』1094A

で
、
活
動
自
体
よ
り
成
果
が
善
で
あ
る

例
と
し
て
、
医
療
が
健
康
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
書
か
れ
た
旨
が
、

フ
ェ
サ
ー
ル
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
24
） Jacques M

aritain, « La personne et le bien com
m

un », Jacques et 
R

aïssa M
aritain Œ

uvres C
om

plètes, Vol. IX, Fribourg: E
dition 

U
niversitaires Fribourg Suisse, pp. 197-198. 

マ
リ
タ
ン
に
つ
い
て
は
、
以

下
も
参
照
。
菊
池
、
前
掲
書
、
二
二
―
二
七
頁
。

（
25
） Fessard, France, prends garde de perdre ta Liberté, Editions du 

Tém
oignage C

hrétien, 1946, pp. 261-274.

（
26
） 

マ
リ
タ
ン
の
場
合
は
「
共
通
善
」
と
「
公
共
善
」
を
区
別
し
た
と
い
う
（
菊

池
、
前
掲
書
、
二
四
頁
）
。
そ
の
区
別
に
よ
る
と
、
前
者
が
受
け
入
れ
ら
れ
、

伝
達
さ
れ
る
善
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
ミ
ツ
バ
チ
に
も
見
ら
れ
る
全
体

の
利
益
の
追
求
に
過
ぎ
な
い
。

（
27
） K
ojève, Introduction à la lecture de H

egel, G
allim

ard, 1947, p. 289 

（
『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門
』
上
妻
精
・
今
野
雅
方
訳
、
国
文
社
、
一
九
八
七
年
、

一
五
六
頁
）. 

以
下
、
I 

L 

H
と
略
す
。

（
28
） 

「
第
三
項
」
ま
た
は
「
第
三
者
」
（
原
語
は
共
にtiers

）
に
関
し
て
は
、
堅

田
研
一
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
と
今
村
仁
司
」
（
『
東
京
経
大
学

会
誌　

経
済
学
』
第
二
五
九
号
、
二
五
―
三
六
頁
、
二
〇
〇
八
年
）
、
坂
井

礼
文
『
無
神
論
と
国
家
』
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
29
） 

三
島
憲
一
「
愛
」
『
岩
波　

哲
学
・
思
想
辞
典
』
一
九
九
八
年
、
二
頁
。

（
30
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
下
）
』
高
田
三
郎
訳
、
岩
波

書
店
、
一
九
七
三
年
、
六
五
―
六
六
頁
。

（
31
） 

フ
ィ
ロ
ー
ニ
も
、
フ
ェ
サ
ー
ル
の
議
論
は
神
の
存
在
証
明
に
成
功
し
な
い

限
り
、
哲
学
的
価
値
を
持
た
な
い
と
述
べ
て
い
る
。M

arco Filoni (auteur), 
G

érald Larché (traducteur), Le philosophe du dim
anche, Broché, 2010, p. 

226.

 

※
本
研
究
は
J 

S 

P 

S 

科
研
費JP19J00326

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

コ
ジ
ェ
ー
ヴ
、
フ
ェ
サ
ー
ル
、
権
威
、
普
遍
的
共
通
善
、
普
遍

同
質
国
家
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一　

ジ
ジ
ェ
ク
の
転
回
と
そ
の
批
判

　

ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
（
一
九
四
九
年
―
）
は
、
ラ
カ
ン
派
精
神

分
析
と
ド
イ
ツ
観
念
論
を
接
合
し
て
新
た
な
主
体
の
概
念
を
提
示
し
、

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
以
降
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
発
展
さ
せ
た
ス
ロ

ヴ
ェ
ニ
ア
の
哲
学
者
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
に
英
語
で
出
版
さ
れ
た
『
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
』
（
以
下
、
『
崇
高
』
と
略
記
）
で
国
際
的
に

認
知
さ
れ
て
か
ら
数
年
の
あ
い
だ
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
社
会
主
義
体
制
崩
壊

前
後
の
東
欧
の
哲
学
者
と
し
て
、
全
体
主
義
や
人
種
主
義
を
民
主
主
義

の
立
場
か
ら
批
判
し
て
い
た
。
だ
が
現
在
の
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
全
体
主
義

批
判
と
い
う
言
説
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
の
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
移
行
を
語
る
哲
学
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
起

き
た
ジ
ジ
ェ
ク
の
変
化
を
、
本
稿
で
は
以
下
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
社
会
思
想

の
転
回
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
あ
る
時
期
に
、
欲
望
（désir

、

desire

、Begierde

）
と
民
主
主
義
の
理
論
に
依
拠
し
て
主
に
人
種
主
義
を

批
判
す
る
段
階
か
ら
、
欲
動
（pulsion, drive

、Trieb

）
に
も
と
づ
く
コ
ミ
ュ

ニ
ズ
ム
の
政
治
へ
と
転
回
し
た

）
1
（

。
本
稿
の
目
的
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
転
回

を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
欲
望
と
欲
動
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
関
わ
る

転
回
の
筋
道
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
節
で
は
以
下
、
転
回
の
概

略
を
示
し
、
転
回
に
批
判
的
な
研
究
を
紹
介
す
る
。

　

転
回
前
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
政
治
倫
理
的
な
立
場
は
、
『
崇
高
』
の
つ
ぎ

〈
公
募
論
文
〉

ジ
ジ
ェ
ク
の
転
回

【
欲
望
と
欲
動
】

高
橋
若
木
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の
一
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
お
の
れ
の
欲
望
を
諦
め
る
な
（ne 

pas céder sur son désir

）
と
い
う
ラ
カ
ン
の
有
名
な
モ
ッ
ト
ー
は
、
〈
現

実
界
〉
と
そ
の
象
徴
化
を
隔
て
る
距
離
を
ゼ
ロ
に
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
事
実
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
（SO

I xxv, 

一
五
）
。
精
神
分
析
に

お
け
る
欲
望
と
は
、
生
理
的
必
要
や
個
別
の
願
望
を
超
え
る
も
の
で
あ

る
。
欲
望
は
、
主
体
が
い
わ
ば
人
生
全
体
に
お
い
て
求
め
る
も
の
に
関

わ
る
。
究
極
的
に
は
、
欲
望
の
主
体
は
自
分
と
他
人
た
ち
を
含
む
社
会

の
全
体
と
い
う
審
級
か
ら
欲
望
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
だ
が
ラ
カ
ン

派
精
神
分
析
に
お
い
て
、
主
体
が
他
者
の
語
ら
い
と
し
て
の
象
徴
界
（le 

sym
bolique

）
に
参
入
す
る
こ
と
は
、
自
己
自
身
お
よ
び
対
象
の
直
接

的
享
楽
を
喪
失
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
様
々
な
症
状
は
、
言
葉
を
話

す
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
原
初
的
に
喪
失
し
て
い
る
も
の
の
反

復
や
抑
圧
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
欲
望
さ
れ
る
全
体
的
視
点
の

不
確
定
性
は
原
理
的
に
除
去
で
き
ず
、
欲
望
の
主
体
は
、
象
徴
界
と
し

て
の
社
会
に
お
い
て
、
あ
れ
で
も
な
け
れ
ば
こ
れ
で
も
な
い
と
無
際
限

に
欲
望
の
対
象
で
あ
る
「
そ
れ
」
を
も
と
め
る
。
象
徴
界
に
包
摂
し
き

れ
な
い
と
い
う
意
味
で
原
初
的
に
喪
失
さ
れ
た
も
の
は
、
現
実
界
（le 

réel

）
と
呼
ば
れ
る

）
2
（

。
よ
っ
て
「
お
の
れ
の
欲
望
を
諦
め
る
な
」
と
は
、

何
ら
か
の
外
的
な
障
害
物
さ
え
な
け
れ
ば
欲
望
が
充
足
で
き
る
は
ず
だ

と
い
う
幻
想
に
は
身
を
ま
か
せ
る
な
と
い
う
意
味
に
な
る
。
上
掲
の
引

用
文
に
お
け
る
「
〈
現
実
界
〉
と
そ
の
象
徴
化
を
隔
て
る
距
離
を
ゼ
ロ

に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
詳
細
は
第
二
節
で
論

じ
る
が
、
初
期
の
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
欲
望
の
倫
理
が
民
主
主

義
を
支
え
る
と
主
張
し
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理

論
に
依
拠
す
る
。
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
社
会
全
体
か
ら
本
質
的
に

欲
望
さ
れ
る
権
力
者
は
存
在
せ
ず
、
社
会
の
全
体
性
を
と
り
ま
と
め
る

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
要
素
の
浮
上
は
最
終
的
に
偶
発
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

欲
望
の
倫
理
に
も
と
づ
く
民
主
主
義
か
ら
の
明
白
な
転
回
を
示
し
た

著
作
が
、
一
九
九
九
年
の
『
厄
介
な
る
主
体
―
―
政
治
的
存
在
論
の
空

虚
な
中
心
』
（
以
下
、
『
厄
介
』
と
略
記
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
ジ
ジ
ェ
ク
は
、

欲
望
に
つ
い
て
は
多
く
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
い
ま
や
欲
動
の
「
よ
り

不
可
解
な
主
体
性
に
焦
点
を
当
て
る
べ
き
と
き
だ
ろ
う
」
（T

S 362, 

一

〇
一
［
2
］
）
と
し
て
、
初
期
に
お
け
る
核
心
的
な
典
拠
で
あ
っ
た
ラ
ク

ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
批
判
す
る
。
本
稿
第
三
節
で
検
討
す
る
こ
と

に
な
る
そ
の
批
判
に
お
い
て
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
欲
動
の
主
体
を
、
象
徴
界

と
し
て
の
社
会
の
な
か
に
い
な
が
ら
特
定
の
場
所
を
も
た
な
い
特
異
な

存
在
と
し
て
論
じ
る
。
こ
の
主
体
は
、
対
等
な
市
民
か
ら
な
る
社
会
の

全
体
性
以
上
に
根
本
的
な
普
遍
性
を
体
現
す
る
の
だ
と
い
う
。
『
厄
介
』

の
つ
ぎ
の
一
文
は
、
転
回
後
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
立
場
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

「
〈
悪
〉
の
本
当
の
原
因
は
、
神
の
よ
う
に
振
る
舞
う
有
限
で
死
す
べ
き

人
間
で
は
な
く
、
神
的
奇
跡
が
起
き
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
自
分
は
ほ

か
に
も
い
る
有
限
な
死
す
べ
き
存
在
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
と
矮
小
化
す

る
人
間
で
あ
る
」
（T

S 463, 

二
六
八
［
2
］
）
。
こ
こ
で
は
、
欠
如
を
埋

め
て
欲
望
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
根
本
的
な
変
化
を
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起
こ
し
う
る
主
体
の
力
の
自
己
否
認
が
、
悪
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
否
認
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
奇
跡
的
変
化
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

へ
の
移
行
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
移
行
を
望
み
、
貫
徹
さ
せ
る
原
理
が

欲
動
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

ジ
ジ
ェ
ク
の
転
回
と
そ
の
後
の
立
場
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
に
批
判

さ
れ
て
き
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
の
批
判
的
な
ジ
ジ
ェ
ク
研
究

）
3
（

の
諸
論
点

を
総
合
し
た
シ
ャ
ー
プ
と
ボ
ウ
チ
ャ
ー
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
思
想
に
は
「
ジ

ジ
ェ
ク
1
」
と
「
ジ
ジ
ェ
ク
2
」
が
あ
る
と
し
て
、
「
ジ
ジ
ェ
ク
2
」

を
批
判
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
「
ジ
ジ
ェ
ク
1
」
の
特
徴
は
、
啓
蒙

的
な
自
律
性
の
強
調
や
「
象
徴
界
へ
の
依
拠
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
民
主
主
義

の
政
治
の
唱
導
」
に
あ
る
が
、
「
ジ
ジ
ェ
ク
2
」
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な

真
正
性
へ
の
関
心
を
抱
き
、
民
主
主
義
な
ど
の
象
徴
界
的
な
制
度
に
シ

ニ
カ
ル
な
批
判
を
向
け
る
こ
と
で
、
「
現
実
界
へ
の
飛
び
込
み
と
革
命

的
前
衛
主
義
の
受
容
」
に
向
か
っ
た

）
4
（

。
「
ジ
ジ
ェ
ク
2
」
は
「
よ
り
保

守
的
で
反
動
的
で
す
ら
あ
る
」
近
代
批
判
に
陥
っ
て
い
る

）
5
（

。
「
ジ
ジ
ェ

ク
2
」
に
は
民
主
主
義
批
判
の
主
体
の
理
論
だ
け
が
あ
り
、
政
治
経
済

の
理
論
が
な
い

）
6
（

。
同
様
の
指
摘
は
、
ス
タ
ヴ
ラ
カ
キ
ス
に
も
見
ら
れ
る
。

ス
タ
ヴ
ラ
カ
キ
ス
に
よ
れ
ば
、
ジ
ジ
ェ
ク
が
『
崇
高
』
で
提
示
し
た
「
有

限
性
と
否
定
性
を
示
唆
す
る
欠
如

0

0

」
は
ジ
ジ
ェ
ク
自
身
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
、
い
ま
や
「
不
死
性
と
実
定
性
を
示
唆
す
る
神
的
奇
跡

0

0

0

0

」
）
7
（

が
主
張

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
、
転
回
そ
の
も
の
に
関
心
を
も
た
な

い
論
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ラ
カ
プ
ラ
は
、
精
神
分
析
と
超
越
論

哲
学
に
も
と
づ
く
ジ
ジ
ェ
ク
の
政
治
理
論
が
、
歴
史
内
部
の
相
対
的
変

化
と
向
き
合
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
あ
る
種
の
暴
力
的
な
モ
ー
メ
ン

ト
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る

）
8
（

。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
現
在
の

ジ
ジ
ェ
ク
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ジ
ジ
ェ
ク
は
象
徴
界
の
外
部
で
万
能
か
つ
恣
意
的
に
存
在
す
る
と
想
定

さ
れ
る
抽
象
的
な
主
体
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

ジ
ジ
ェ
ク
の
転
回
に
関
す
る
こ
う
し
た
批
判
に
応
え
る
に
は
、
初
期

理
論
の
輪
郭
を
辿
り
、
そ
の
限
界
点
を
照
ら
し
出
す
必
要
が
あ
る
（
第

二
節
）
。
つ
ぎ
に
、
批
判
さ
れ
て
い
る
転
回
後
の
中
期
理
論
が
も
つ
特

質
を
考
察
し
、
そ
こ
で
中
心
的
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
欲
動
の
主

体
に
、
上
述
の
諸
批
判
が
見
落
と
し
て
い
る
具
体
的
規
定
が
あ
る
こ
と

を
示
し
た
い
（
第
三
節
）
。
併
せ
て
、
欲
動
の
主
体
に
も
と
づ
く
ジ
ジ
ェ

ク
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
検
討
し
、
転
回
の
成
立
要
件
を
定
義
し
た
う
え

で
比
較
的
マ
イ
ナ
ー
な
著
作
を
評
価
す
る
（
第
四
節
）
。
最
後
に
、
そ

の
後
か
ら
現
在
に
至
る
後
期
理
論
の
欲
動
論
と
社
会
思
想
の
動
向
を
確

認
す
る
（
第
五
節
）
。
な
お
、
本
稿
で
は
独
自
に
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
著
作

史
に
つ
い
て
初
期
、
中
期
、
後
期
の
区
分
を
立
て
る
。
そ
の
範
囲
と
理

由
に
つ
い
て
は
、
各
節
冒
頭
で
論
述
す
る
。

二　

民
主
主
義
の
欲
望
―
―
初
期
理
論

　

初
期
の
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
八
〇
年
代
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
成
果
と
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し
て
一
九
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
も
っ
と
も
崇
高
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
者

―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
・
パ
ス

）
9
（

』
と
そ
の
英
訳
で
あ
る
『
崇
高
』
で
哲
学
者
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
欲
望
を
中
心
概
念
と
す
る
そ
の
哲
学
は
、

一
九
九
三
年
の
『
否
定
的
な
も
の
の
も
と
へ
の
滞
留
―
―
カ
ン
ト
、
ヘ
ー

ゲ
ル
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
』
（
以
下
、
『
滞
留
』
と
略
記
）
と
一
九
九
四

年
の
『
快
楽
の
転
移
』
ま
で
続
く
。
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
民
主
化
運
動
に

関
与
し
た
こ
の
時
期
の
ジ
ジ
ェ
ク

）
10
（

は
、
社
会
主
義
国
家
の
解
体
前
後
に

高
ま
っ
た
人
種
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
精
神
分
析
的
な
欲
望
論
に
も
と

づ
い
て
批
判
し
た
。

　

初
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
最
大
の
特
徴
は
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ

ク
ラ
ウ
と
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
が
提
起
し
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
と
民
主

主
義
へ
の
依
拠
で
あ
る

）
11
（

。
以
下
、『
崇
高
』
第
三
章
「
汝
何
を
欲
す
る
か
」

の
論
述
を
も
と
に
、
社
会
思
想
と
し
て
の
内
実
を
で
き
る
だ
け
具
体
的

に
敷
衍
し
て
お
こ
う
（SO

I 95-97, 

一
六
七
―
一
七
一
）
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

理
論
に
よ
れ
ば
、
政
治
社
会
は
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
の
ひ
し
め
き
合
う
諸

要
素
か
ら
成
り
立
ち
、
諸
要
素
の
意
味
は
他
の
要
素
と
の
連
結
に
よ
っ

て
し
か
定
ま
ら
な
い
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
れ
を
、
象
徴
界
の
特
徴
と
み
な

す
。
た
と
え
ば
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
、
国
家
主
義
的
に
も
、
社
会
主
義
的
に

も
、
保
守
的
に
も
追
求
さ
れ
う
る
。
連
結
の
仕
方
は
政
治
的
な
交
渉
次

第
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
古
典
的
マ

ル
ク
ス
主
義
お
け
る
労
働
者
階
級
の
よ
う
な
、
そ
の
他
す
べ
て
の
諸
問

題
を
一
挙
に
根
治
し
う
る
特
権
的
要
素
は
存
在
し
な
い
。
労
働
者
階
級

の
運
動
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
反
す
る
こ
と
も
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る

こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
な

ど
、
多
様
な
新
し
い
社
会
運
動
が
独
自
の
役
割
を
果
た
す
。

　

し
か
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
空
間
と
し
て
の
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
る
要

素
が
他
の
諸
要
素
全
体
の
連
鎖
を
つ
く
り
だ
し
、
お
互
い
に
同
じ
問
題

と
闘
っ
て
い
る
と
い
う
認
知
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
が
等
価
性

の
連
鎖
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
労
働
者
階
級
の
運
動
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
運
動
が
、
す
べ
て
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な

観
点
か
ら
な
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
イ
シ
ュ
ー
の
間
に
は
、

環
境
破
壊
と
闘
う
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
等
価
性
の
連
鎖
が
成
立
す
る
。

だ
が
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
社
会
秩
序
が
実
現
す
れ
ば
他
の
す
べ
て
の
問

題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
民
主
主
義
に
お
け
る
権
力
の
座
は
、

特
定
の
要
素
が
そ
の
社
会
的
位
置
の
ゆ
え
に
獲
得
す
る
よ
う
定
め
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
空
位
（
空
虚
）
で
あ
る
。
精
神
分
析
の
用
語

で
言
え
ば
、
社
会
全
体
の
欲
望
を
予
定
調
和
的
に
集
め
る
こ
と
の
で
き

る
主
体
は
存
在
し
な
い
。
社
会
全
体
か
ら
見
た
各
主
体
の
価
値
は
常
に

不
確
定
で
あ
り
、
主
体
が
欲
望
す
る
社
会
の
全
体
性
は
は
じ
め
か
ら
欠

如
し
て
い
る
。
こ
の
欠
如
の
働
き
が
現
実
界
で
あ
る
。

　

民
主
主
義
の
政
治
は
、
諸
要
素
を
連
鎖
さ
せ
て
不
在
の
社
会
的
全
体

性
を
暫
定
的
に
表
す
も
の
で
あ
り
、
現
実
界
の
空
虚
に
関
わ
る
。
こ
の

よ
う
な
暫
定
的
な
権
力
が
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
注
意

す
べ
き
は
、
す
べ
て
の
要
求
を
包
摂
し
て
社
会
全
体
の
調
和
を
実
現
で
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き
る
と
い
う
主
張
が
現
れ
、
そ
れ
が
実
現
し
な
い
の
は
何
ら
か
の
外
的

阻
害
要
因
の
た
め
で
あ
る
と
言
い
始
め
る
場
合
で
あ
る
。
現
実
界
に
関

わ
る
欲
望
の
不
可
能
性
を
糊
塗
す
る
主
張
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
幻
想

で
あ
る
。

　

ジ
ジ
ェ
ク
は
、
以
上
の
民
主
主
義
論
を
背
景
と
し
て
、
人
種
主
義
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す
る
。
人
種
主
義
的
な
差
別
は
現
実
界
に
関
わ

り
、
象
徴
界
の
視
点
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ

人
は
あ
れ
こ
れ
の
憎
む
べ
き
特
徴
を
も
っ
て
こ
の
社
会
の
享
楽
を
盗
ん

で
い
る
と
い
う
人
種
差
別
に
対
し
て
、
実
際
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
属
性

を
も
っ
て
い
る
か
確
か
め
よ
う
と
し
た
り
、
身
の
回
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
の

隣
人
の
人
間
ら
し
い
姿
を
見
て
目
を
覚
ま
せ
と
言
う
こ
と
は
、
差
別
の

核
心
を
解
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（SO
I 48-50, 

九
五
―
九
八
）
。「
確

か
め
る
」
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
か
ぎ
っ
て
そ
れ
を
確
か
め
よ
う
と
す

る
差
別
的
な
こ
だ
わ
り
の
核
心
を
破
壊
で
き
な
い
。
「
隣
人
を
見
る
」

方
法
は
、
ふ
つ
う
の
市
民
の
よ
う
に
見
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
実
は
何
か
を

隠
し
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
差
別
的
な
猜
疑
心
を
強
化
し

て
し
ま
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
の
核
心
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
さ
ま
ざ
ま
な

属
性
を
デ
マ
ゴ
ギ
ー
的
に
押
し
着
せ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
「
彼
ら
が

あ
あ
い
う
ふ
う
（
貪
欲
で
、
陰
謀
好
き
で
、
等
々
）
な
の
は
彼
ら
が
ユ
ダ

ヤ
人
だ
か
ら
だ
」（SO

I 48, 

九
六
）
と
い
う
密
か
な
同
語
反
復
的
「
反
転
」

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
を
克
服
す
る
唯

一
の
方
法
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
欲
望
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す

る
た
め
に
そ
の
像
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
だ
」
（ibid.

）
と
い
う
点
を
直
視

す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
民
主
主
義
は
、
欲
望
の
主
体
と
し
て
社
会

の
全
体
性
を
欲
望
し
つ
つ
、
そ
の
全
体
性
が
本
質
的
に
は
達
成
で
き
な

い
空
虚
な
座
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
創

ら
れ
る
。

　

『
滞
留
』
最
終
章
で
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
そ
の
よ
う
な
民
主
主
義
的
な
欲

望
の
主
体
と
し
て
、
体
制
末
期
の
民
主
化
運
動
の
推
力
を
作
っ
た
人
々

（
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
パ
ン
ク
、
ド
イ
ツ
のN

eues Forum

な
ど
）
を
挙
げ
、
彼

ら
を
「
消
滅
す
る
媒
介
者

）
12
（

」
と
呼
ぶ
。
彼
ら
は
、
社
会
主
義
体
制
を
批

判
し
つ
つ
も
西
側
の
資
本
主
義
と
は
異
な
る
道
を
も
と
め
た
が
、
民
主

化
の
後
は
表
舞
台
か
ら
消
え
、
代
わ
り
に
旧
体
制
の
支
配
層
が
返
り
咲

い
て
資
本
主
義
を
導
入
し
た
。
そ
の
後
、
資
本
主
義
の
つ
く
り
だ
す
社

会
問
題
は
、
人
種
的
な
外
敵
が
民
族
の
自
己
実
現
を
阻
ん
で
い
る
と
い

う
幻
想
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
る
。
以
上
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
民
主
主
義

論
に
も
と
づ
い
て
全
体
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
が
、
初
期
理
論
の
一
貫

し
た
特
徴
で
あ
る

）
13
（

。
初
期
理
論
に
お
い
て
全
体
主
義
と
は
、
社
会
内
の

す
べ
て
の
要
求
を
本
質
的
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点

を
否
定
し
、
人
民
の
全
体
性
を
具
現
す
る
と
称
す
る
統
治
の
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
、
初
期
理
論
の
問
題
点
を
述
べ
よ
う
。
以
上
の
議
論
に
お
い

て
は
、
「
消
滅
す
る
媒
介
者
」
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
位
置
か
ら
主
体

化
す
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
第
一
節
で
言
及
し
た
ジ
ジ
ェ
ク
の
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批
判
者
た
ち
は
、
と
く
に
転
回
後
の
ジ
ジ
ェ
ク
の
主
体
概
念
の
抽
象
性

を
批
判
し
て
い
た
。
だ
が
以
上
に
見
た
と
お
り
、
変
革
的
な
政
治
の
主

体
が
、
象
徴
界
と
し
て
の
社
会
内
の
ど
の
よ
う
な
位
置
か
ら
、
な
ぜ
主

体
化
す
る
の
か
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
は
、
初
期
理
論
の

主
体
概
念
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
。
本
稿
第
三
節
で
見
る
中
期
理
論
で
は
、

こ
の
点
が
大
き
く
変
化
す
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
的
位
置
に
関
わ
ら
ず

お
互
い
と
対
等
な
市
民
で
は
な
く
、
社
会
に
排
除
さ
れ
た
特
異
な
位
置

か
ら
現
れ
る
欲
動
の
主
体
が
焦
点
と
な
る

）
14
（

。

三　

欲
動
の
主
体
―
―
中
期
ジ
ジ
ェ
ク
に
お
け
る
転
回

　

欲
動
を
中
心
概
念
と
し
て
デ
カ
ル
ト
的
主
体
を
論
じ
る
『
厄
介
』
で
、

ジ
ジ
ェ
ク
は
初
期
理
論
で
依
拠
し
て
い
た
ラ
ク
ラ
ウ
を
批
判
し
、
コ

ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
求
め
る
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
の
哲
学
を
は
じ
め
て
体
系

的
に
扱
う

）
15
（

。
従
来
の
民
主
主
義
理
論
と
の
分
岐
は
、
翌
年
出
版
さ
れ
た

ラ
ク
ラ
ウ
お
よ
び
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
と
の
論
集
『
偶
然
性
・
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性
―
―
新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
で
論
争
と
し

て
改
め
て
宣
言
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
の
『
全
体
主
義
―
―
観
念
の
（
誤
）

使
用
に
つ
い
て
』
で
は
、
初
期
の
全
体
主
義
批
判
の
モ
チ
ー
フ
が
批
判

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
よ
り
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
民
主
主
義
を
語
る
マ

ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
と
い
う
初
期
の
相
貌
か
ら
、
革
命
の
主
体
を
理
論

化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
哲
学
者
へ
と
変
化
し
た
。
こ
の
時
期
（
二
〇

〇
〇
年
代
）
の
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
お
け
る
民
主
主
義
の
旗

印
を
批
判
し
て
レ
ー
ニ
ン
論
を
上
梓
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
民
問
題
が

語
ら
れ
る
な
か
で
一
見
反
動
的
に
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
意
義
に
関

す
る
考
察
を
深
め
る

）
16
（

。
二
〇
〇
六
年
の
『
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー

）
17
（

』

で
は
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
の
輪
郭
が
素
描
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
の
『
大

義
を
忘
れ
る
な
』
（
以
下
、
『
大
義
』
と
略
記
）
で
は
反
資
本
主
義
の
政
治

哲
学
が
総
合
的
に
展
開
さ
れ
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
初
期
理
論
に
関
す

る
中
期
ジ
ジ
ェ
ク
の
自
己
批
判
を
検
討
す
る
。
つ
ぎ
に
、
ラ
ク
ラ
ウ
に

対
す
る
明
示
的
な
批
判
を
、
一
九
九
九
年
の
『
厄
介
』
に
即
し
て
考
察

す
る
。

　

『
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
』
（
一
九
九
一
年
）
の
第
二
版
序

文
（
二
〇
〇
二
年
）
と
、
グ
リ
ン
・
デ
イ
リ
ー
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
ジ

ジ
ェ
ク
自
身
に
よ
る
ジ
ジ
ェ
ク
』
（
二
〇
〇
四
年
）
で
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
初

期
理
論
を
振
り
返
り
つ
つ
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
自
己
批
判
を
行
な
っ
て
い

る
）
18
（

。
こ
こ
で
は
特
に
後
者
の
次
の
部
分
に
着
目
し
て
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
転

回
の
方
向
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

私
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
不
可
能
性
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て

し
ま
う
幻
想
で
あ
り
、
元
々
の
不
可
能
性
が
外
的
な
障
害
物
に
置

き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
私

自
身
の
か
つ
て
の
定
義
、
つ
ま
り
、
な
さ
れ
る
べ
き
は
は
じ
め
の

不
可
能
性
を
再
度
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
定
義
に
は
、
も
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う
満
足
し
て
い
ま
せ
ん
。
あ
る
種
の
超
越
論
的
論
理
の
究
極
の
帰

結
は
、
次
の
見
解
で
す
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
空
虚
、
原
初
的
な
不
可

能
性
が
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
詐
欺
と
は
、
こ
の
元
か
ら
あ
る

不
可
能
性
を
外
的
障
害
物
に
翻
訳
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
幻
想
と
は
、
こ
の
障
害
物
を
克
服
す
る
こ
と
で
現

実
的
な
も
の
自
体
を
得
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
私
は
、

究
極
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用
は
む
し
ろ
正
反
対
で
あ
る
と
言
い

た
く
な
り
ま
す
。
そ
の
作
用
は
、
あ
る
も
の
を
不
可
能
性
に
祭
り

上
げ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
延
期
し
た
り
、
そ
れ
と
の
遭
遇

を
避
け
る
の
だ
と
。 

（C
W

Z
 70, 

一
〇
〇
）

　

こ
こ
で
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
自
ら
の
初
期
理
論
を
「
あ
る
種
の
超
越
論
的

論
理
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
超
越
論
的
論

理
と
は
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
に
関
わ
る
論
理
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク

は
、
主
体
は
現
象
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
も
の
自
体
に
は
触

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
議
論
に
、
象
徴
界
と
現
実
界

の
区
別
を
強
調
し
て
い
た
ジ
ジ
ェ
ク
自
身
の
初
期
理
論
を
擬
え
て
い
る
。

初
期
理
論
は
そ
の
区
別
に
も
と
づ
き
、
社
会
の
全
体
性
と
は
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
構
成
に
参
加
す
る
全
員
に
と
っ
て
等
し
く
手
の
届
か
な
い
現
実
界

で
あ
り
、
象
徴
界
の
な
か
で
特
定
の
誰
か
が
社
会
全
体
の
変
革
に
有
利

な
位
置
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
し
た
。

　

だ
が
、
い
ま
や
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
社
会
の
全
体
を
変
革
す
る
主
体
性
が

生
ま
れ
や
す
い
位
置
が
、
象
徴
界
と
し
て
の
社
会
の
な
か
に
存
在
す
る

と
考
え
て
い
る
。
「
究
極
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用
」
は
、
む
し
ろ
そ

の
よ
う
な
特
異
な
主
体
性
を
「
延
期
し
た
り
、
そ
れ
と
の
遭
遇
を
避
け

る
」
こ
と
だ
と
い
う
の
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
論
点
で
あ
る
。
同
じ
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
初
期
理
論
に
「
欲
望
の
論
理
」
を
見

た
う
え
で
、
中
期
以
降
の
観
点
が
欲
動
論
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
（C

W
Z

 67, 

九
六
）
。
欲
動
論
は
、
初
期
理
論
に
よ
っ
て

不
可
能
と
さ
れ
た
こ
と
を
肯
定
す
る
。
そ
れ
が
社
会
思
想
と
し
て
い
か

な
る
事
態
で
あ
る
か
を
詳
細
に
語
る
の
が
、
『
厄
介
』
の
第
四
章
「
政

治
的
主
体
化
と
そ
の
変
遷
」
で
あ
る
。
初
期
理
論
か
ら
の
離
反
は
、
つ

ぎ
の
問
い
と
と
も
に
明
確
と
な
る
。

　

も
し
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
概
念
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
配
の
基
本
構

造
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
空
間

の
内
部
に
お
け
る
様
々
な
交
替
に
と
ど
ま
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
、
少
な
く
と
も
一
時
的
に
、

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
機
制
を
中
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？

 

（T
S 220, 

三
三
四
［
1
］
）

　

ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
可
能
で
あ
る
と
答
え
る
。
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
の
機
制
と
は
、
特
定
の
社
会
的
位
置
か
ら
政
府
や
社
会
に
要
求

を
行
い
つ
つ
、
自
分
た
ち
の
要
求
の
特
定
性
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
他
の
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諸
要
素
と
等
価
性
の
連
鎖
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
機
制
は
、
他
の
諸
要
素
と
の
等
価
性
の
連
鎖
を
形
成
す
る
こ
と
な
く

自
ら
の
社
会
的
位
置
か
ら
特
異
な
要
求
を
行
う
主
体
が
現
れ
る
よ
う
な

場
合
に
、
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
階
級
本
質
論
的
な
立
場

へ
の
退
行
に
な
ら
な
い
の
は
、
ジ
ジ
ェ
ク
が
特
異
性
と
普
遍
性
の
あ
い

だ
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

左
翼
に
特
有
の
政
治
的
動
き
は
し
た
が
っ
て
、
（
各
人
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
を
、
と
い
う
右
翼
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
の
対
比
に
お
い
て
）
具

体
的
に
存
在
す
る
普
遍
的
秩
序
を
そ
の
症
候
の
観
点
か
ら
問
い
直

す
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
秩
序
に
内
在
し
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
に

〈
固
有
の
場
所
〉
を
も
た
な
い
部
分
（
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
け
る

非
正
規
移
民
や
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
々
な
ど
）
の
た
め
に
秩
序
を
問
い

直
す
こ
と
で
あ
る
。
症
候
に
同
一
化
す
る
こ
の
手
続
き
に
お
い
て

〔
…
…
〕
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
え
て
、
具
体
的
に
存
在
す
る
普
遍
的
で

実
定
的
な
秩
序
に
内
在
し
て
い
る
例
外
点
／
排
除
点
、
す
な
わ
ち

「
棄
却
さ
れ
た
も
の
〔the abject

〕
」
を
、
真
の
普
遍
性
の
唯
一
の

点
と
し
て
主
張
（
し
、
そ
れ
と
同
一
化
）
す
る
。

 

（T
S 269, 

四
〇
〇
［
1
］
）

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
具
体
的
に
存
在
す
る
普
遍
的
秩
序
」
と
は
、
自

由
や
平
等
と
い
っ
た
「
普
遍
的
」
権
利
を
確
保
し
た
と
さ
れ
る
各
国
の

近
代
的
な
市
民
社
会
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
諸
国
民
の
社
会
と
し
て
の

資
本
主
義
的
な
国
際
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
普
遍
的
秩
序
」
は
、

非
正
規
移
民
や
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
々
を
排
除
す
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
の

排
除
を
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
や
個
人
的
不
運
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
が
構

造
的
に
生
み
出
す
「
症
候
」
と
見
る
。
彼
ら
が
「
〈
固
有
の
場
所
〉
を

も
た
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
し
ば
し
ば
国
民
あ
る
い
は
市
民
と
対

等
な
法
的
権
利
や
社
会
的
承
認
を
得
ら
れ
ず
、
生
産
手
段
を
も
た
な
い

ば
か
り
か
労
働
お
よ
び
最
低
限
の
安
全
な
生
活
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

彼
・
彼
女
ら
は
、
参
政
権
あ
る
い
は
住
所
を
も
た
な
い
た
め
に
、
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
を
構
成
す
る
民
主
主
義
の
政
治
過
程
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
労
働
者
と
し
て
の
社
会
的
位
置
ゆ
え
に
変
革
の
特
権
的
主

体
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
位
置
す
ら
も
た
な
い
者
た
ち
と
し
て
、

社
会
に
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
そ
の
「
〈
固
有
の
場
所
〉

を
も
た
な
い
部
分
」
か
ら
こ
そ
「
真
の
普
遍
性
」
の
主
体
が
成
立
し
う

る
と
す
る
。
『
厄
介
』
で
も
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
議
論
の
背
景
に
あ
る
の
は
、

ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
に
欲
望
の
論
理
を
見
た
う
え
で
、
そ
れ
と

は
異
な
る
欲
動
の
政
治
を
構
想
す
る
視
点
で
あ
る
（T

S 216, 

三
二
八

［
1
］
）
。
欲
望
が
全
体
性
の
欠
如
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
欲
動
は
排

除
さ
れ
た
特
異
な
主
体
の
享
楽
に
関
わ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
が
「
真
の
普
遍

性
」
を
語
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
「
〈
固
有
の
場
所
〉
を
も
た

な
い
部
分
」
に
あ
た
る
人
々
が
、
そ
の
困
窮
か
ら
の
脱
出
と
シ
ス
テ
ム
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へ
の
再
統
合
を
求
め
る
よ
り
も
、
彼
ら
を
排
除
し
た
社
会
と
は
異
な
る

自
治
と
生
存
の
圏
域
を
構
築
し
、
そ
の
作
業
に
享
楽
を
見
出
す
道
で
あ

る
。
次
節
で
見
る
と
お
り
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
大
都
市

の
周
縁
に
形
成
さ
れ
た
非
正
規
居
住
区
と
し
て
の
ス
ラ
ム
を
想
定
し
て

い
る
。

　

だ
が
、
「
真
の
普
遍
性
」
の
担
い
手
は
、
事
実
と
し
て
排
除
さ
れ
た

社
会
的
位
置
に
い
る
人
々
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
は
排
除

さ
れ
て
い
な
い
者
た
ち
も
、
す
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
労
働
市
場
に

お
い
て
、
非
正
規
移
民
と
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
で
類
似
の
脆
弱
な
境
遇

に
置
か
れ
始
め
て
い
る
。
移
民
の
ほ
う
に
自
分
た
ち
の
境
遇
の
本
質
を

見
始
め
た
国
民
が
、
自
分
た
ち
の
境
遇
の
特
異
性
か
ら
自
治
的
な
秩
序

を
作
り
出
そ
う
と
す
る
移
民
と
合
流
す
る
圏
域
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
い
う

「
真
の
普
遍
性
」
で
あ
ろ
う

）
19
（

。

四　

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
論
と
移
行
期
の
見
方

　

欲
動
の
政
治
の
具
体
的
な
名
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
二
〇
〇

八
年
の
『
大
義
』
の
最
終
章
「
自
然
に
お
け
る
不
快
な
も
の
」
と
、
そ

の
翌
年
に
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
が
出
版
し
た
『
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
仮
説
』

を
受
け
て
二
〇
一
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
寄
稿
論

文
「
始
め
か
ら
や
り
な
お
す
に
は
」
で
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
あ
る
一
貫
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
論
を
提
示
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
論

の
骨
子
を
検
討
し
た
う
え
で
、
後
半
で
転
回
の
成
立
条
件
を
定
義
し
、

『
厄
介
』
以
前
に
出
版
さ
れ
た
移
行
期
の
著
作
を
転
回
と
の
関
係
で
位

置
づ
け
る
。

　

ジ
ジ
ェ
ク
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
論
は
、
三
つ
の
論
点
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
一
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
今
日
、
企
業
に
よ
る
コ
モ
ン
ズ

の
商
品
化
（
私
有
財
産
化
）
に
抵
抗
す
る
コ
モ
ン
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

と
し
て
構
想
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（D

LC
 429, 

六
四
二; H

BB 212, 

三

五
九
）
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
商
品
化
が
招
く
問
題
と
し
て
、

環
境
汚
染
、
遺
伝
子
操
作
な
ど
の
生
体
管
理
技
術
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
O 

S
な
ど
の
情
報
コ
モ
ン
ズ
の
独
占
と
い
う
三
領
域
を
挙
げ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
環
境
、
生
命
、
情
報
と
い
う
三
分
野
に
お

け
る
コ
モ
ン
ズ
を
共
有
管
理
す
る
政
治
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ジ
ジ
ェ
ク
自
身
は
詳
説
し
な
い
が
、
前
節
で
論
じ
た
労
働
や
生
産
か
ら

の
排
除
も
、
コ
モ
ン
ズ
の
三
領
域
と
密
接
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の

例
と
し
て
、
非
正
規
移
民
の
な
か
に
気
候
危
機
の
影
響
に
よ
る
環
境
難

民
が
増
え
て
お
り
（
環
境
コ
モ
ン
ズ
の
商
品
化
）
、
不
安
定
な
短
期
雇
用

を
渡
り
歩
か
ざ
る
を
え
な
い
人
ほ
ど
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
携
帯
し
て
使

用
料
を
支
払
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
現
状
が
あ
る
こ
と
（
情
報
コ

モ
ン
ズ
の
商
品
化
）
、
ま
た
、
近
い
将
来
に
人
々
の
身
体
が
指
紋
や
虹
彩

に
と
ど
ま
ら
ず
遺
伝
子
情
報
で
管
理
さ
れ
る
可
能
性
（
生
命
の
コ
モ
ン

ズ
の
管
理
）
な
ど
が
想
定
で
き
る
。

　

第
二
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
か
ら
排
除
さ
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れ
た
人
々
の
主
体
性
の
観
点
か
ら
企
図
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
ジ
ジ
ェ

ク
は
主
張
す
る
。
こ
の
点
が
、
と
く
に
欲
動
の
主
体
と
い
う
精
神
分
析

の
哲
学
か
ら
導
出
さ
れ
る
論
点
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
排
除
さ
れ
た

一
部
の
人
々
の
主
体
性
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」

（D
LC

 428, 

六
四
一; H

BB 213, 

三
六
〇
）
と
呼
び
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
論
に
お
け
る
民
主
主
義
の
主
体
と
区
別
す
る

）
20
（

。
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に
関
連
し
て
、
本
稿
第
三
節
で
は
『
厄
介
』

の
非
正
規
移
民
の
例
を
論
じ
た
が
、
『
大
義
』
で
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

世
界
中
の
都
市
に
増
殖
す
る
ス
ラ
ム
の
住
民
で
あ
る
。
ス
ラ
ム
の
住
民

は
、
法
的
な
保
護
の
外
部
で
、
企
業
に
よ
る
コ
モ
ン
ズ
の
収
奪
に
抗
い

な
が
ら
自
治
圏
を
創
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
（D
LC

 425, 

六
三
七
）
。
ジ

ジ
ェ
ク
は
、
排
除
さ
れ
た
人
々
の
観
点
な
し
に
語
ら
れ
る
コ
モ
ン
ズ
論

を
警
戒
す
る
。
排
除
さ
れ
た
人
々
が
作
る
別
の
秩
序
を
肯
定
す
る
観
点

か
ら
見
な
け
れ
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
は
汚
染
に
加
担
す
る
貧
困
層
へ
の
苛

立
ち
に
転
じ
、
生
命
科
学
の
提
示
す
る
危
機
を
論
じ
る
こ
と
は
道
徳
的

な
保
守
主
義
を
招
く
。
O 

S
、
遺
伝
子
、
医
薬
品
な
ど
の
知
的
財
産
の

独
占
に
つ
い
て
も
、
私
有
財
産
権
保
護
の
範
囲
で
若
干
の
調
整
が
行
わ

れ
る
に
留
ま
り
、
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
共
同
管
理
へ
の
一
歩
は
踏
み
出

さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」

に
生
き
る
人
々
が
国
家
を
用
い
て
社
会
に
介
入
す
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
。
『
大
義
』
に
お
い
て
、こ
の
論
点
は
「
恐
れ
（fear

）
の
政
治
学
」（D

LC
 

438, 

六
五
七
）
の
批
判
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
近
代
的
な
主
体
や
国
家

の
経
済
が
社
会
と
自
然
の
穏
や
か
な
調
和
を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
す
る

「
恐
れ
の
政
治
」
は
、
仮
に
コ
モ
ン
ズ
論
な
ど
の
反
資
本
主
義
的
な
視

点
か
ら
の
要
求
で
あ
っ
て
も
、
排
外
主
義
や
保
守
主
義
の
罠
に
落
ち
や

す
い
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
れ
に
対
し
て
、
最
初
に
調
和
が
存
在
し
た
と
い

う
想
定
を
否
定
す
る
精
神
分
析
的
な
社
会
論
を
背
景
と
し
て
、
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
か
ら
、
と
き
に
国
家
の
力
を
用
い
て

社
会
と
自
然
に
大
胆
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
「
始
め

か
ら
や
り
な
お
す
に
は
」
で
は
、
「
真
の
任
務
は
、
国
家
か
ら
距
離
を

と
る
こ
と
に
引
き
籠
も
る
の
で
は
な
く
、
国
家
そ
の
も
の
を
非
国
家
的

な
様
態
の
も
と
で
機
能
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
す
」（H

BB 219, 

三
七
一
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
国
家
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
に
引
き
籠
る
」

と
は
、
国
家
権
力
は
他
人
に
任
せ
て
、
抗
議
す
る
側
に
と
ど
ま
る
こ
と

を
決
め
込
む
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
態
度
を
避
け
る
か
ら
と
い
っ

て
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
国
家
権
力
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
非
国

家
的
な
様
態
」
と
は
、
民
主
主
義
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
の
主
体
性
を

基
礎
と
す
る
民
主
主
義
国
家
と
い
う
、
逆
説
的
な
あ
り
方
を
示
唆
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

転
回
後
の
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
、
第
二
節
で
見
た
全
体
主

義
批
判
と
い
う
初
期
理
論
の
モ
チ
ー
フ
に
も
、
抜
本
的
な
変
化
を
も
た

ら
し
た
。
『
全
体
主
義
―
―
観
念
の
（
誤
）
使
用
に
つ
い
て
』
で
は
、「
全

体
主
義
と
い
う
概
念
は
い
さ
さ
か
も
有
効
な
理
論
的
概
念
で
は
な
い
」
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（D
ST

 5, 

一
一
）
と
ま
で
言
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
転
回
後
の
ジ
ジ
ェ
ク
が
、

初
期
理
論
で
批
判
さ
れ
て
い
た
全
体
主
義
者
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

欲
動
の
主
体
は
、
社
会
の
全
体
性
を
具
現
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
以
降
、
頻
度
が
低
く
な
る
と
は
い

え
、
全
体
主
義
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
転

回
後
に
変
化
し
た
の
は
、
全
体
主
義
に
何
を
対
置
す
る
か
で
あ
る
。
転

回
前
、
全
体
主
義
に
は
民
主
主
義
に
お
け
る
欲
望
の
倫
理
、
す
な
わ
ち

社
会
の
全
体
性
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
く
有
限
性
の

倫
理
が
対
置
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
転
回
後
は
、
排
除
さ
れ
た
主
体
の
欲

動
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
社
会
全
体
の
革
命
は

可
能
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
対
置
さ
れ
る
（T

S 483, 

二
九
六; C

H
U

 

324, 

四
二
六
）
。

　

以
上
の
考
察
を
総
合
す
る
と
、
転
回
後
の
理
論
は
次
の
二
つ
の
条
件

を
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
第
一
の
条
件
は
、
欲
動
論
の
観
点
か
ら

欲
望
論
を
中
心
と
す
る
哲
学
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
哲
学
的
条

件
）
。
第
二
の
条
件
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
に
も
と
づ
く
民

主
主
義
的
な
主
体
に
替
わ
っ
て
、
象
徴
界
と
し
て
の
社
会
に
排
除
さ
れ

る
主
体
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
社
会
思
想
的
条
件
）
。
こ
れ
が
欲

動
の
主
体
で
あ
り
、
こ
の
主
体
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
政
治
が
行

わ
れ
る
。
『
厄
介
』
の
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
論
が
前
景
に
表
れ
な

い
著
作
で
あ
っ
て
も
、
政
治
の
主
体
が
排
除
さ
れ
た
主
体
と
し
て
明
確

に
規
定
さ
れ
、
民
主
主
義
論
を
批
判
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、

社
会
思
想
的
変
化
が
明
白
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
条
件
を

も
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
転
回
と
名
指
し
て
き
た
事
態
の
構
成
要
件
と

し
た
い
。
こ
の
定
義
に
照
ら
す
と
、
転
回
が
明
白
と
言
い
う
る
最
初
の

著
作
は
、
一
九
九
九
年
の
『
厄
介
』
で
あ
る
。
初
期
理
論
最
後
の
大
部

の
哲
学
書
で
あ
る
一
九
九
三
年
の
『
滞
留
』
か
ら
『
厄
介
』
ま
で
の
著

作
は
、
い
わ
ば
移
行
期
に
位
置
し
て
お
り
、
転
回
の
部
分
的
な
兆
候
を

示
し
つ
つ
も
、
二
条
件
の
揃
っ
た
転
回
を
達
成
し
て
い
な
い
。

　

ま
ず
、『
滞
留
』
の
直
後
に
位
置
す
る
一
九
九
四
年
の
『
快
楽
の
転
移
』

は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
人
種
主
義
を
論
じ
つ
つ
、
幻
想

か
ら
距
離
を
と
る
欲
望
の
倫
理
を
語
っ
て
お
り
、
欲
動
論
へ
の
移
行
は

見
ら
れ
な
い
（M

E 82, 

一
三
九
）
。
よ
っ
て
、
同
著
は
転
回
の
二
つ
の

条
件
の
う
ち
、
社
会
思
想
的
条
件
を
満
た
さ
な
い
。
哲
学
的
条
件
に
つ

い
て
見
る
と
、
同
著
第
五
章
で
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や

シ
ェ
リ
ン
グ
に
言
及
し
な
が
ら
象
徴
界
の
発
生
を
論
じ
て
い
る
（M

E 

122-133, 

二
〇
二
―
二
一
九
）
。
本
稿
の
最
終
節
で
言
及
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
積
極
的
参
照
は
、
転
回
の
先
に
現
れ
る
後
期
理

論
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
象
徴
界
の
発
生
に
関
す
る
考
察
は
、

象
徴
界
と
現
実
界
の
区
別
が
成
立
す
る
時
点
で
排
除
さ
れ
た
も
の
に
着

目
す
る
中
期
理
論
の
枠
組
み
へ
の
接
近
と
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
快
楽
の
転
移
』
で
は
、
欲
動
論
の
観
点
か
ら
欲
望
論
を
批
判
す
る
と

い
う
構
図
が
成
立
し
て
い
な
い
。
排
除
さ
れ
た
主
体
の
政
治
と
い
う
観

点
も
、
ま
だ
語
ら
れ
な
い
。
『
快
楽
の
転
移
』
は
、
転
回
の
兆
候
を
微
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弱
に
示
し
な
が
ら
も
初
期
理
論
に
属
す
る
著
作
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

欲
動
を
中
心
概
念
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
を
論
じ
た
『
仮
想
化
し
き
れ

な
い
残
余
』（
一
九
九
六
年
）
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
世
界
年
代
（W

eltalter

）
」

に
長
文
の
序
を
付
し
た
翌
年
の
『
自
由
の
深
淵
／
世
界
年
代

）
21
（

』
は
、
転

回
の
哲
学
的
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
第
一
節
で
言
及
し
た

シ
ャ
ー
プ
と
ボ
ウ
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
批
判
的
論
者
だ
け
で
な
く
、
ジ

ジ
ェ
ク
派
と
言
い
う
る
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
も
、
こ
の
時

期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
に
ジ
ジ
ェ
ク
理
論
の
大
き
な
変
化
を
見
る

）
22
（

。

シ
ェ
リ
ン
グ
に
言
及
す
る
こ
と
自
体
は
、
最
初
期
の
『
も
っ
と
も
崇
高

な
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
』
以
来
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
（PSH

 311-328, 

二
四
八
―
二
六
一; SO

I 188, 

三
一
一
）
。
だ
が
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
こ
の
時
期

の
シ
ェ
リ
ン
グ
論
で
は
じ
め
て
、
欲
動
と
欲
望
を
対
比
す
る
だ
け
で
な

く
、
明
確
に
欲
動
論
の
立
場
を
と
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
超
越
論
的

な
自
由
が
神
と
い
う
実
在
の
う
ち
で
発
生
す
る
神
話
的
理
路
を
探
ろ
う

と
し
た
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
そ
こ
に
、
精
神
分
析
に
お
け
る
欲
動
概
念
と
同

等
の
理
論
を
見
よ
う
と
す
る
。
欲
望
は
、
象
徴
界
が
確
立
し
た
あ
と
の

人
間
社
会
の
論
理
で
あ
る
が
、
欲
動
は
、
自
然
と
社
会
の
ど
ち
ら
の
安

定
し
た
秩
序
に
も
収
ま
ら
な
い
。
欲
動
は
、
自
然
か
ら
社
会
へ
の
移
行

を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
移
行
後
に
は
抑
圧
さ
れ
る
過
剰
な
自
由
の

原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
（IR

 97, 

一
五
四
）
。
こ
う
し
た
欲
動
論
に
も
関

わ
ら
ず
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
そ
こ
で
ラ
ク
ラ
ウ
的
民
主
主
義
を
批
判
し
て
お

ら
ず
、
社
会
思
想
に
お
け
る
転
回
が
遂
げ
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

　

最
後
に
、
『
厄
介
』
の
直
前
に
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
論
と
し
て
提
示

さ
れ
た
『
幻
想
の
感
染
』
（
一
九
九
七
年
）
も
、
欲
望
の
レ
ベ
ル
を
超
え

る
原
理
と
し
て
の
欲
動
を
語
っ
て
い
る
点
で
、
転
回
の
哲
学
的
条
件
を

満
た
し
て
い
る
（PF 40-54, 

五
六
―
七
一
）
。
同
著
に
は
、
社
会
思
想
の

面
で
も
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
付
録
Ⅲ
「
無
意
識
の
法
―
―
善
の
彼

岸
に
あ
る
論
理
に
向
け
て
」
で
は
、
欲
動
論
に
も
と
づ
く
周
到
な
ハ
ン

ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（PF 295-310, 

三
三
七
―
三
五
四
）
。
と
は
い
え
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
は
「
悪

の
凡
庸
さ
」
と
い
う
政
治
倫
理
的
な
テ
ー
ゼ
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
全

体
主
義
批
判
の
言
説
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
観

点
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
初
期
の
民
主

主
義
論
へ
の
批
判
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
『
幻
想
の
感
染
』

で
も
、
転
回
の
社
会
思
想
的
条
件
は
ま
だ
満
た
さ
れ
て
い
な
い
。
哲
学

と
社
会
思
想
の
両
面
に
渡
る
転
回
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
一
九
九
九
年

の
『
厄
介
』
で
あ
る
。

五　

後
期
理
論
に
お
け
る
欲
動
論
の
動
向

　

後
期
理
論
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
お
こ

う
。
ジ
ジ
ェ
ク
の
批
判
者
た
ち
は
、
転
回
後
の
ジ
ジ
ェ
ク
が
象
徴
界
の

外
部
に
あ
る
抽
象
的
な
主
体
に
依
拠
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
た
（
第
一

節
）
。
し
か
し
、
主
体
の
社
会
的
規
定
の
な
さ
や
抽
象
性
と
い
っ
た
問
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題
は
、
む
し
ろ
初
期
理
論
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
初
期
理

論
で
は
、
社
会
の
全
体
性
の
欠
如
に
も
と
づ
く
欲
望
の
民
主
主
義
と
い

う
、
主
体
の
社
会
的
位
置
に
無
関
与
な
形
式
が
提
示
さ
れ
て
い
た
（
第

二
節
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
期
以
降
の
ジ
ジ
ェ
ク
は
初
期
理
論
を
自

ら
批
判
し
て
、
象
徴
界
と
し
て
の
社
会
の
う
ち
で
構
造
的
に
排
除
さ
れ

る
主
体
に
着
目
し
た
（
第
三
節
）
。
ま
た
、
そ
の
主
体
が
自
ら
の
特
異

な
位
置
を
肯
定
的
に
主
体
化
す
る
際
の
欲
動
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
政

治
の
起
点
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
四
節
）
。
こ
う
し
て
、
主
体
の

社
会
的
未
規
定
性
と
い
う
理
論
的
弱
点
は
、
む
し
ろ
転
回
以
降
に
克
服

さ
れ
た
と
言
え
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
後
期
の
著
作
群
に
つ
い
て
述
べ

た
あ
と
、
後
期
理
論
で
ジ
ジ
ェ
ク
が
欲
動
に
つ
い
て
語
る
新
た
な
諸
論

点
の
意
義
を
論
じ
る

）
23
（

。

　

ジ
ジ
ェ
ク
は
、
自
身
の
立
場
を
弁
証
法
的
唯
物
論
と
呼
ぶ
。
こ
の
呼

称
の
も
と
で
最
初
に
体
系
描
出
が
試
み
ら
れ
た
の
は
中
期
に
属
す
る

『
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー
』
で
あ
る
。
だ
が
、
欲
動
論
を
核
心
部
に

据
え
て
堅
固
な
体
系
的
輪
郭
が
整
え
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
の
『
無

よ
り
少
な
き
も
の
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
と
弁
証
法
的
唯
物
論
の
影
』
（
以
後
、

『
無
よ
り
少
な
き
も
の
』
）
と
、
二
〇
一
五
年
の
『
絶
対
的
反
跳
―
―
弁
証

法
的
唯
物
論
の
新
た
な
基
礎
に
向
け
て

）
24
（

』
で
あ
る
。
と
く
に
、
ジ
ジ
ェ

ク
研
究
者
た
ち
に
も
新
た
な
段
階
を
察
知
さ
せ
た
大
著
『
無
よ
り
少
な

き
も
の
』
は
、
後
期
理
論
の
始
ま
り
と
見
做
す
に
ふ
さ
わ
し
い

）
25
（

。
後
期

の
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
哲
学
的
な
体
系
化
に
取
り
組
み
つ
つ
、
資
本
主
義
批

判
の
可
能
性
を
も
つ
現
代
政
治
の
諸
動
向
を
批
評
す
る
。
初
期
理
論
の

背
景
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
紛
争
で
あ
り
、
中
期
理
論
の
背
景
が
イ

ラ
ク
戦
争
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
期
理
論
の
背
景
は
二
〇
一
一
年
の

ア
ラ
ブ
の
春
と
オ
キ
ュ
パ
イ
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
以
後
の
社
会
運

動
で
あ
る
。

　

後
期
の
体
系
化
に
よ
っ
て
、
社
会
思
想
の
面
で
整
理
さ
れ
た
こ
と
の

一
つ
は
、
欲
動
論
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
接
点
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の

『
空
虚
の
放
肆
―
―
経
済
―

哲
学
的
ス
パ
ン
ド
レ
ル
』
で
は
、
排
除
さ

れ
た
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
普
遍
性
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

的
な
民
主
主
義
の
普
遍
性
が
、
相
克
し
あ
い
な
が
ら
も
「
完
全
に
両
立

不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
よ
う
な
「
結
合
」
を
果
た
す
道
が
示

唆
さ
れ
る
（IV

 245

）
。
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な

民
主
主
義
の
普
遍
性
と
は
、
対
等
に
政
治
に
参
加
し
う
る
権
利
を
も
っ

た
人
々
か
ら
な
る
民
主
主
義
社
会
の
全
体
性
で
あ
る
。
こ
の
全
体
性
は
、

す
べ
て
の
要
素
の
調
和
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
存
在
し
な
い
全
体
性

を
暫
定
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
次
々
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
民
主
主
義
で

あ
る
。
一
方
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
は
、
そ
の
民

主
主
義
社
会
か
ら
も
排
除
さ
れ
た
人
々
の
主
体
性
が
も
つ
、
国
籍
や
在

留
資
格
に
制
限
さ
れ
な
い
普
遍
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
真
の
普
遍
性
」

を
担
い
う
る
ス
ラ
ム
な
ど
の
自
治
の
圏
域
が
勝
手
に
発
展
す
れ
ば
、
民

主
主
義
国
家
は
そ
の
管
理
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
は
民



181　●　〈公募論文〉ジジェクの転回――高橋若木

主
主
義
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
向
き
合
い
、
そ
の
要
求
を
通
す
必
要
が
あ

る
。
民
主
主
義
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
向
か
う
欲
動
の

主
体
は
、
後
者
が
前
者
の
政
治
を
借
宿
の
よ
う
に
一
時
利
用
す
る
関
係

に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
課
題
と
な
る
の
は
、
欲
動
の
政
治

を
、
何
ら
か
の
仕
方
で
社
会
全
体
に
関
わ
る
欲
望
の
政
治
に
、
す
な
わ

ち
民
主
主
義
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
貫
入
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
関
わ
る
こ
と
の
危
険
も
強

調
す
る
。
二
〇
二
〇
年
の
『
性
と
頓
挫
す
る
絶
対
―
―
弁
証
法
的
唯
物

論
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
』
で
は
、
両
者
の
敵
対
性
を
見
な
い
こ
と
が
ラ
ク
ラ

ウ
の
問
題
点
と
し
て
改
め
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（SFA 317-

318

）
。
本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ジ
ジ
ェ
ク
が
念
頭

に
置
い
て
い
る
事
態
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
警
戒
さ
れ
る
べ
き
は
、
民
主
主
義
国
家
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
生
み
出
す
排
除
が
糊
塗
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
、
非
正
規
滞
在
者

を
含
む
移
民
労
働
者
を
国
民
と
完
全
に
対
等
な
市
民
と
し
て
認
め
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
政
治
に
よ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
包
摂
、
す

な
わ
ち
そ
の
要
求
の
部
分
的
実
現
は
、
別
の
排
除
を
新
た
に
生
み
出
す

場
合
が
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
の
語
る
欲
動
の
主
体
は
、
排
除
さ
れ
た
立
場

に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
抵
抗
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
抗
す
る
主
体
に
関
し
て
、
『
無
よ
り
少
な
き
も
の
』

で
と
く
に
着
目
す
べ
き
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
』
二
二
四
節
に
お

け
る
賤
民
（Pöbel, rabble

）
の
概
念
に
ジ
ジ
ェ
ク
が
加
え
る
考
察
で
あ

る
（LT
N

 430-440

）
。
賤
民
と
は
、
富
の
蓄
積
が
進
む
に
し
た
が
っ
て

出
現
す
る
、
社
会
の
中
に
自
立
で
き
る
仕
事
や
居
場
所
を
持
た
な
い

人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
働
く
こ
と
を
奪
わ
れ
、
あ
る
い
は
働
く
こ
と
を

拒
否
し
た
ま
ま
、
権
利
を
要
求
し
て
憤
り
、
叛
乱
的
に
な
る
。
ジ
ジ
ェ

ク
は
ま
ず
、
シ
ス
テ
ム
が
生
み
出
す
排
除
と
叛
乱
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル

の
洞
察
を
評
価
す
る
。
し
か
し
他
方
で
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批

判
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
賤
民
が
社
会
の
普
遍
性
を
表
す
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ジ
ジ
ェ

ク
は
こ
の
論
点
を
欲
動
の
概
念
に
繋
げ
て
い
く
。
ジ
ジ
ェ
ク
の
議
論
は

込
み
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
繋
が
り
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
賤
民
は
、
市
民
社
会
の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を

求
め
ず
、
脱
落
し
た
ま
ま
に
生
存
す
る
権
利
を
主
張
す
る
。
同
様
に
、

社
会
の
不
可
能
な
全
体
性
を
も
と
め
る
欲
望
と
は
こ
と
な
り
、
欲
動
は

象
徴
界
に
排
除
さ
れ
た
特
異
な
対
象
に
固
着
し
続
け
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
、

欲
望
の
体
系
と
し
て
の
市
民
社
会
か
ら
棄
却
さ
れ
つ
つ
、
自
分
達
の
特

異
性
に
留
ま
る
賤
民
の
憤
り
に
、
市
民
社
会
よ
り
も
根
本
的
な
普
遍
性

を
体
現
す
る
欲
動
を
見
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
後
期
に
な
る
と
、
最
初
期
か
ら
一
貫
し

て
拠
点
と
し
て
き
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
の
距
離
を
、
積
極
的
に
探
求
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
転
回
後
の
中
期
理
論
の
特
質
を
覆
す
も
の
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で
は
な
い
。
む
し
ろ
欲
動
論
の
含
意
を
さ
ら
に
引
き
出
そ
う
と
す
る
試

み
で
あ
り
、
欲
動
論
へ
の
転
回
に
即
し
て
ジ
ジ
ェ
ク
理
論
の
変
遷
を

辿
っ
た
本
稿
に
と
っ
て
も
重
要
な
動
向
で
あ
る
。
そ
の
た
め
最
後
に
、

ジ
ジ
ェ
ク
が
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
差
異
を
い
か
な
る
思
想
史
的
構
図
の
も
と

で
語
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
二
つ
の
思

想
史
的
な
連
関
を
強
調
す
る
。
第
一
に
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
象
徴
界
に
排
除

さ
れ
た
対
象
に
こ
だ
わ
る
欲
動
の
あ
り
方
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
フ

ロ
イ
ト
の
特
質
と
し
て
語
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定
性
は
、
普
遍
性
の

深
淵
に
お
い
て
す
べ
て
の
個
別
の
内
容
を
理
念
化
し
、
止
揚
す
る
が
、

フ
ロ
イ
ト
の
欲
動
の
否
定
性
は
、
偶
然
的
な
特
定
の
内
容
に
「
く
っ
つ

く
こ
と
」
で
表
現
さ
れ
る
」
（LT

N
 503

）
。
第
二
に
、
同
じ
対
象
を
め

ぐ
る
享
楽
を
反
復
し
つ
づ
け
、
そ
の
対
象
が
一
般
概
念
へ
と
止
揚
さ
れ

る
こ
と
を
拒
む
欲
動
の
特
質
に
関
連
し
て
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
哲
学
に
お
け
る
反
復
の
概
念
に
繰
り
返
し
言
及
す
る
。
フ
ァ
ビ
ア
ン
・

タ
ル
ビ
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
偉

大
な
人
々
の
う
ち
の
決
定
的
な
一
者
」
で
あ
り
、
自
分
は
ラ
カ
ン
の
現

実
界
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
関
係
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
と
述
懐

し
て
い
る

）
26
（

。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
へ
の
肯
定
的
な
言
及
は
、
移
行
期
に
目
立
た

な
い
形
で
始
ま
り
（M

E 132, 

二
〇
八
）
、
中
期
の
主
著
の
一
つ
と
も
い

え
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
論

）
27
（

を
と
お
っ
て
、
後
期
の
『
無
よ
り
少
な
き
も
の
』

と
『
絶
対
的
反
跳
』
に
至
る
。
こ
の
最
後
の
二
つ
の
著
作
で
は
、
欲
動

の
反
復
を
め
ぐ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
論
が
体
系
の
核
心
に
せ
り
出
し
て
い
る

）
28
（

。

象
徴
界
と
し
て
の
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
特
異
な
主
体
が
、
社
会
へ
の

再
統
合
を
求
め
る
か
わ
り
に
そ
の
特
異
な
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
的
ポ

ジ
シ
ョ
ン
」
の
肯
定
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
は
、
本
稿
で
考
察
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
政
治
の
特
徴
で
あ
る
。
欲
望
と
欲
動
の
差
異
は
、
ジ

ジ
ェ
ク
を
ま
ず
初
期
理
論
か
ら
転
回
さ
せ
、
後
期
に
は
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ

ル
の
彼
方
へ
と
連
れ
出
し
つ
つ
あ
る
。

 

（
た
か
は
し
・
わ
か
ぎ
／
哲
学
）

注（
1
） 

「
転
回
」
と
い
う
言
葉
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
転
回
と
の
類
推
を
喚
起

し
や
す
い
が
、
違
い
を
明
確
に
す
れ
ば
ジ
ジ
ェ
ク
理
解
に
有
益
で
あ
る
と
考

え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
転
回
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
代
表
さ
れ
る

前
期
の
問
題
設
定
の
否
定
で
は
な
い
し
、
著
作
史
上
の
変
遷
に
還
元
さ
れ
る

も
の
で
も
な
く
、
い
わ
ば
哲
学
的
思
考
の
う
ち
に
起
き
る
出
来
事
で
あ
る
（
影

山
洋
平
「
転
回 K

ehre

」
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
事
典
』
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
編
、
昭
和
堂
、
二
〇
二
一
年
、
三
九
九
頁
参
照
）
。
ジ
ジ
ェ
ク
の
転
回
も

同
様
で
あ
っ
て
、
転
回
は
欲
望
と
い
う
概
念
の
全
面
的
放
棄
で
は
な
い
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
の
違
い
は
転
回
後
の
方
向
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
分

析
か
ら
さ
ら
に
徹
底
的
な
主
体
批
判
に
向
か
っ
た
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
転
回
後

に
デ
カ
ル
ト
的
主
体
の
肯
定
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
。

（
2
） 

初
期
理
論
に
お
け
る
想
像
界
、
象
徴
界
、
現
実
界
の
理
解
に
つ
い
て
は
、

次
の
第
一
章
で
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。Žižek, Slavoj, Enjoy Your 

Sym
ptom

: Jacques Lacan in H
ollyw

ood and O
ut, N

ew
 York and London: 

Routledge, 19 92 

（
『
汝
の
症
候
を
楽
し
め
―
―
ハ
リ
ウ
ッ
ド
vs
ラ
カ
ン
』
鈴

木
晶
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
。
そ
の
後
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
「
想
像
界

的
な
現
実
界
」
な
ど
、
三
界
の
交
錯
に
着
目
し
始
め
る
。
転
回
後
の
ジ
ジ
ェ
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ク
は
、
想
像
界
や
象
徴
界
に
内
在
す
る
特
異
点
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
実

界
を
捉
え
始
め
た
こ
と
が
自
分
の
思
考
の
転
換
点
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る

（FT
D

 xii-xv

）
。

（
3
） K

ay, Sarah, Žižek: A C
ritical Introduction, C

am
bridge: Polity Press, 

2003; Parker, Ian, Slavoj Žižek: A C
ritical Introduction, London: Pluto 

Press, 2004; Sharpe, M
atthew, Slavoj Žižek: A Little Piece of the Real, 

A
shgate, 2004; Sharpe, M

atthew, G
eoff Boucher, and Jason G

lynos 
(eds), Traversing the Fantasy: Critical Responses to Slavoj Žižek, Aldershot: 
Ashgate, 2005; Pound, M

arcus, Žižek: a (Very) C
ritical Introduction, 

G
rand R

apids: Eerdm
anns, 2008.

（
4
） Sharpe, M

atthew
 and B

oucher, G
eoff M

., Zizek and Politics: A 
C

ritical Introduction, Edinburgh U
niversity Press, 2010, 24-26.

（
5
） Ibid., 221.

（
6
） Ibid., 135.

（
7
） 

ヤ
ニ
ス
・
ス
タ
ヴ
ラ
カ
キ
ス
『
ラ
カ
ニ
ア
ン
・
レ
フ
ト
―
―
ラ
カ
ン
派
精

神
分
析
と
政
治
理
論
』
山
本
圭
・
松
本
卓
也
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、

一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
8
） LaC

apra, D
om

inick, H
istory, Literature, C

ritical Th
eory, N

ew
 York: 

C
ornell U

niversity Press, 2013, 156-164.

（
9
） 

「
ヘ
ー
ゲ
ル
・
パ
ス
（H

egel passe

）
」
は
、『
も
っ
と
も
崇
高
な
ヒ
ス
テ
リ
ー

者
』
が
一
九
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
際
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
副
題
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
に
お
い
て
、
パ
ス
と
は
精
神
分
析
を
受
け
終
え
て
分
析

家
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
、こ
れ
に
ヘ
ー

ゲ
ル
と
い
う
主
語
を
付
し
て
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
パ
ス
す
る
」
と
い
う
意
味
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
精
神
分
析
的
に
読
む
と
い
う
含
意
は
、
同
著

が
二
〇
一
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
再
出
版
さ
れ
た
際
の
副
題H

egel avec 
Lacan

（
ラ
カ
ン
と
読
む
ヘ
ー
ゲ
ル
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

二
〇
一
一
年
版
の
頁
数
を
挙
げ
る
。
な
お
、『
も
っ
と
も
崇
高
な
ヒ
ス
テ
リ
ー

者
』
に
そ
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
た
八
〇
年
代
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
以
前
、

ジ
ジ
ェ
ク
は
デ
リ
ダ
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
研
究
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
ラ
カ
ン
派

精
神
分
析
に
も
と
づ
く
固
有
の
立
場
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

グ
リ
ン
・
デ
イ
リ
ー
に
よ
る
ジ
ジ
ェ
ク
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
伺
う
こ
と
が

で
き
る
（C

W
Z

 28-34 

四
一
―
五
四
）
。

（
10
） 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
の
解
体
前
後
に
お
け
る
ジ

ジ
ェ
ク
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
前
出
のParker 

［2004

］
第
一
章
が
詳
し
い
。

（
11
） Laclau, Ernesto and M

offe, C
hantal, H

egem
ony and Socialist Strategy: 

Tow
ards a Radical D

em
ocratic Politics, London and N

ew
 York: Verso, 

1985 

（
『
民
主
主
義
の
革
命
―
―
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
』

西
永
亮
・
千
葉
眞
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）.

（
12
） 

ジ
ジ
ェ
ク
は
「
消
滅
す
る
媒
介
者
」と
い
う
用
語
を
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ

イ
ム
ソ
ン
か
ら
採
用
し
た
。Jam

eson, Fredric, “Th
e Vanishing M

ediator: 
N

arrative Structure in M
ax W

eber, ” in N
ew

 G
erm

an C
ritique 1 

［W
inter

］, 1973, 52-89.

（
13
） 

ジ
ジ
ェ
ク
の
全
体
主
義
批
判
は
、
初
期
の
ほ
と
ん
ど
の
著
作
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。
三
つ
の
章
を
割
い
て
全
体
主
義
を
論
じ
た
『
も
っ
と
も
崇
高
な

ヒ
ス
テ
リ
ー
者
』
（PSH

 273-364 

二
一
九
―
二
九
一
）
の
ほ
か
、
代
表
例

と
し
て
以
下
の
箇
所
を
参
照
：SO

I 165, 

二
七
九; FT

D
 233-253, 

三
九

〇
―
四
二
四; LA 16, 

三
一
三; T

N
 272, 

四
二
三
―
四
二
四
。

（
14
） 

初
期
理
論
で
も
、
欲
動
を
欲
望
と
対
比
す
る
箇
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

（FT
D

 272, 

四
五
六; T

N
196-199, 

三
〇
五
―
三
一
一
）
。
だ
が
初
期
理
論

で
は
、
そ
の
対
比
が
全
体
主
義
批
判
に
も
と
づ
く
民
主
主
義
論
と
い
う
枠
組

み
を
揺
る
が
す
に
は
至
ら
な
い
。

（
15
） 

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
に
つ
い
て
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
れ
ま
で
三
度
に
渡
っ
て

詳
述
し
て
い
る
（T

S 145-198, 

二
二
六
―
二
九
九; D

LC
 117-113, 

一
八

一
―
二
三
五; LT

N
 805-808

）
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
そ
の
度
に
、
バ
デ
ィ
ウ
論
に

併
設
す
る
形
で
詳
細
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
な
並
走
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性
は
、
転
回
が
ラ
ク
ラ
ウ
的
な
民
主
主
義
論
か
ら
の
バ
デ
ィ
ウ
受
容
に
よ
る

離
脱
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
背
景
と
す
る
ア
ー
レ
ン

ト
的
な
全
体
主
義
論
か
ら
の
離
脱
で
も
あ
っ
た
事
実
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
16
） 
転
回
以
降
の
ジ
ジ
ェ
ク
は
反
動
的
知
識
人
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ジ
ジ
ェ
ク
研
究
か
ら
の
反
論
は
、
次
の
論

集
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。International Journal of Zizek Studies, Vol 

13, N
o 2 

（2019

）: 2021

年6

月12

日
閲
覧.

（
17
） Žižek, Slavoj, Th

e Parallax View
, C

am
bridge and London: Th

e M
IT

 
Press, 2009 

（
『
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ュ
ー
』
山
本
耕
一
訳
、
作
品
社
、
二
〇

一
〇
年
）.

（
18
） 

『
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
』
第
二
版
の
序
文
（FT

D
 xi-cvii

）

は
ジ
ジ
ェ
ク
の
最
も
長
大
な
自
己
批
判
の
論
考
で
あ
る
。
第
二
版
の
出
版
（
二

〇
〇
二
年
）
が
邦
訳
（
一
九
九
六
年
）
よ
り
も
後
に
な
っ
た
た
め
、
邦
訳
に

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
19
） 

「
真
の
普
遍
性
」
を
創
造
す
る
欲
動
の
主
体
と
し
て
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
ほ
か
に
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
「
ア
ル
バ
ニ
ア
人
、
ム
ス
リ
ム
の
ボ
ス
ニ

ア
人
」
（T

S 269, 

四
〇
一
［
1
］
）
と
、
「
ク
ィ
ア
か
ら
の
要
求
」
（T

S 270, 

四
〇
二
［
1
］
）
と
い
う
実
例
を
挙
げ
て
い
る
。
前
者
は
、
他
民
族
が
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
で
あ
る
民
族
国
家
の
う
ち
に
住
み
な
が
ら
、
人
種
主
義
的
な
国
際
関

係
を
問
い
直
す
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
後
者
（
ク
ィ
ア
）
は
、
ク
ィ
ア
を

排
除
し
て
成
り
立
つ
資
本
主
義
的
な
再
生
産
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
る
生
を
開

く
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
の
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
論
点
で
あ
る
。

（
20
） 

ラ
ク
ラ
ウ
は
次
の
著
書
で
ジ
ジ
ェ
ク
の
批
判
に
応
答
し
て
い
る
が
、
そ
の

妥
当
性
を
測
る
に
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
自
体
の
検
討
が
別
途
必
要
だ
ろ
う
。

Laclau, Ernesto, Th
e Rhetorical Foundations of Society, London and N

ew
 

York: Verso, 2014, 139-179.

（
21
） Žižek, Slavoj and von Schelling, S.W

.J., Th
e Abyss of Freedom

/Ages of 
the W

orld, Judith N
orm

an (trans), A
nn A

rbor: T
he U

niversity of 

M
ichigan Press, 1997.

（
22
） Johnston, A

drian, Žižek’s O
ntology: A Transcendental M

aterialist 
Th

eory of Subjectivity, Evanston: N
orthw

estern U
niversity Press, 2008, 

69-70.

（
23
） 

エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は
後
期
と
い
う
表
現
を
使
わ
な
い
も
の

の
、
欲
動
論
を
ジ
ジ
ェ
ク
理
論
の
最
新
の
動
向
と
見
て
着
目
し
て
い
る
。

Johnston, Adrian, A N
ew

 G
erm

an Idealism
: H

egel, Žižek, and D
ialectical 

M
aterialism

, N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity Press, 2018, 187-248. 

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は
転
回
後
の
ジ
ジ
ェ
ク
を
極
め
て
高
く
評
価
し
つ
つ
、
後
期

ジ
ジ
ェ
ク
が
抽
象
的
で
一
元
論
的
な
存
在
論
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
警
戒
す
る
。
こ
れ
は
、
前
出
の
ジ
ジ
ェ
ク
批
判
派
で
あ
る
シ
ャ
ー
プ
と

ボ
ウ
チ
ャ
ー
と
も
類
似
す
る
ジ
ジ
ェ
ク
評
価
で
あ
る
。
本
稿
で
は
彼
ら
の
評

価
を
採
用
せ
ず
、
後
期
ジ
ジ
ェ
ク
に
こ
そ
具
体
的
な
主
体
論
が
あ
る
と
考
え

る
。

（
24
） Žižek, Slavoj, Absolute Recoil: Tow

ard a N
ew

 Foundation of D
ialectical 

M
aterialism

, London and N
ew

 York: Verso, 2014.

（
25
） 

『
無
よ
り
少
な
き
も
の
』
以
降
を
ジ
ジ
ェ
ク
理
論
の
新
た
な
時
期
と
し
て

詳
細
に
論
じ
た
論
集
に
、次
が
あ
る
。Ham

za, Agon and Ruda, Frank (eds), 
Slavoj Ž

ižek and D
ialectical M

aterialism
, N

ew
 York: Palgrave 

M
acm

illan, 2016.

（
26
） Ž

ižek, Slavoj, À T
RAV

ERS LE RÉEL: Entretiens avec Fabien Tarby, 
C

lam
ecy: Éditions Lignes, 2010, 17.

（
27
） Žižek, Slavoj, O

rgans w
ithout Bodies: O

n D
eleuze and C

onsequences, 
N

ew
 York: Routledge, 2003 

（
『
身
体
な
き
器
官
』
長
原
豊
訳
、
二
〇
〇
四

年
）.

（
28
） 

後
期
ジ
ジ
ェ
ク
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
論
は
、
次
の
各
章
で
欲
動
論
と
の
密
接
な

関
連
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
『
無
よ
り
少
な
き
も
の
』
第
七
章
「
ヘ
ー

ゲ
ル
の
諸
限
界
」
お
よ
び
第
九
章
「
縫
合
と
純
粋
な
差
異
」
、『
絶
対
的
反
跳
』
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第
八
章
「
『
無
―
関
係
が
あ
る
』
」
。

＊
ジ
ジ
ェ
ク
（Slavoj Žižek

）
の
著
作
と
論
文
の
頁
数
は
以
下
の
略
号
で
指
示
し
、

邦
訳
が
あ
る
場
合
は
そ
の
頁
数
も
表
記
し
た
。
翻
訳
は
原
文
に
照
ら
し
て
改

変
し
て
い
る
。

C
H

U
: (w

ith Judith Butler and Ernesto Laclau), C
ontingency, H

egem
ony, 

U
niversality: C

ontem
porary D

ialogues on the Left, London: Verso, 2000 

（
『
偶
然
性
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性
―
―
新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
竹

村
和
子
・
村
山
敏
勝
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
）.

C
W

Z
: D

aly, G
lyn and Žižek, Slavoj, C

onversations w
ith Žižek, C

am
bridge: 

Polity Press, 2004 

（
『
ジ
ジ
ェ
ク
自
身
に
よ
る
ジ
ジ
ェ
ク
』
清
水
知
子
訳
、
河

出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
五
年
）.

D
LC

: In D
efense of Lost C

auses, London and N
ew

 York: Verso, 2009 (orig. 
2008) 

（
『
大
義
を
忘
れ
る
な
―
―
革
命
・
テ
ロ
・
反
資
本
主
義
』
中
山
徹
・

鈴
木
英
明
訳
、
青
土
社
、
二
〇
一
〇
年
）.

FT
D

: For Th
ey K

now
 N

ot W
hat Th

ey D
o: Enjoym

ent as a Political Factor, 
London and N

ew
 York: Verso, 2002 (orig. 1991) 

（
『
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら

ざ
れ
ば
な
り
』
鈴
木
一
策
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
六
年
）.

H
BB: “H

ow
 to Begin From

 the Beginning ”, in Th
e Idea of C

om
m

unism
, 

C
ostas D

ouzinas and Slavoj Žižek (eds), London and N
ew

 York: Verso, 
2010, 209-226 

（
「
始
め
か
ら
や
り
な
お
す
に
は
」
『
共
産
主
義
の
理
念
』
長

原
豊
・
沖
公
祐
・
比
嘉
徹
徳
・
松
本
潤
一
郎
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
二
年
、

二
〇
九
―
二
二
六
頁
所
収
）.

IR
: Th

e Indivisible Rem
ainder: O

n Schelling and Related M
atters, London 

and N
ew

 York: Verso, 1996 

（
『
仮
想
化
し
き
れ
な
い
残
余
』
松
浦
俊
輔
訳
、

青
土
社
、
一
九
九
七
年
）.

IV
: Incontinence of the Void: Econom

ico-Philosophical Spandrels, C
am

bridge 
and London: Th

e M
IT

 Press, 2017.

LT
N

: Less than N
othing: H

egel and the Shadow
 of D

ialectical M
aterialism

, 
London and N

ew
 York: Verso, 2013 (orig. 2012).

M
E: T

he M
etastases of Enjoym

ent: Six Essays on W
om

an and C
ausality, 

London and N
ew

 York: Verso, 2005 (orig. 1994) 

（
『
快
楽
の
転
移
』
松
浦

俊
輔
・
小
野
木
明
恵
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
六
年
）.

PF: T
he Plague of Fantasies, London and N

ew
 York: Verso, 2008 (orig. 

1997) 

（
『
幻
想
の
感
染
』
松
浦
俊
輔
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
九
年
）.

PSH
: Le plus sublim

e des hystériques: H
egel avec Lacan, Paris: PU

F, 2011 

（
『
も
っ
と
も
崇
高
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
―
―
ラ
カ
ン
と
読
む
ヘ
ー
ゲ
ル
』
鈴
木

國
文
・
古
橋
忠
晃
・
菅
原
誠
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
六
年
）.

SFA
: Sex and the Failed Absolute, London and N

ew
 York: Bloom

sbury 
Academ

ic, 2020 

（
本
稿
執
筆
時
に
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
次

の
邦
訳
が
出
版
さ
れ
た
。
『
性
と
頓
挫
す
る
絶
対
―
―
弁
証
法
的
唯
物
論
の
ト

ポ
ロ
ジ
ー
』
中
山
徹
・
鈴
木
英
明
訳
、
青
土
社
、
二
〇
二
一
年
）.

SO
I: Th

e Sublim
e O

bject of Ideology, London and N
ew

 York: Verso, 2008 
(orig. 1989) 

（
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
』
鈴
木
晶
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
五
年
）.

T
N

: Tarrying w
ith the N

egative: Kant, H
egel, and the C

ritique of Ideology, 
D

urham
: D

uke U
niversity Press, 1993 

（
『
否
定
的
な
も
の
の
も
と
へ
の
滞

留
―
―
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
』
酒
井
隆
史
・
田
崎
英

明
訳
、
太
田
出
版
、
一
九
九
八
年
）.

T
S: Th

e Ticklish Subject: Th
e Absent C

entre of Political O
ntology, London 

and N
ew

 York: Verso, 2008 (orig. 1999) 

（
『
厄
介
な
る
主
体
1
―
―
政
治

的
存
在
論
の
空
虚
な
中
心
』
鈴
木
俊
弘
・
増
田
久
美
子
訳
、
青
土
社
、
二
〇

〇
五
［
1
］
『
厄
介
な
る
主
体
2
―
―
政
治
的
存
在
論
の
空
虚
な
中
心
』
二
〇

〇
七
年
［
2
］
）.

キ
ー
ワ
ー
ド　

ジ
ジ
ェ
ク
、
欲
望
、
民
主
主
義
、
欲
動
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
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は
じ
め
に

　

近
年
、
「
代
表
制
の
危
機
」
が
叫
ば
れ
、
選
挙
に
よ
る
代
表
制
民
主

主
義
（
選
挙
民
主
主
義
）
シ
ス
テ
ム
が
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ

と
が
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。
既
成
政
党
や
政
治
家
に
よ
る
意
思
決
定

は
市
民
の
声
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
り
、
議
会
へ
の
不
満
が
高

ま
っ
て
い
る

）
1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
不
満
は
、
各
国
で
の
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
の
台
頭
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
へ
の
処
方
箋
と
さ
れ
て
き
た
の
が
、
政
治
参
加
の
促

進
で
あ
る
。
先
進
国
で
は
投
票
率
低
下
が
問
題
視
さ
れ
、
投
票
参
加
を

促
進
す
る
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
投
票
以
外
の
参
加
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ブ
の
春
、
ア

メ
リ
カ
の
オ
キ
ュ
パ
イ
運
動
や
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ヴ
ズ
・
マ
タ
ー
運
動
、

香
港
の
民
主
化
デ
モ
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
黄
色
い
ベ
ス
ト
」
運
動
な
ど
、

世
界
各
国
で
政
府
や
議
会
に
対
す
る
抗
議
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日

本
で
も
、
反
原
発
デ
モ
や
安
全
保
障
関
連
法
案
を
め
ぐ
る
デ
モ
な
ど
、

近
年
盛
ん
に
こ
う
し
た
運
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

非
公
式
の
政
治
参
加
は
、
既
存
の
選
挙
民
主
主
義
の
機
能
不
全
に
対
処

し
た
り
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
指
導
者
に
抵
抗
し
た
り
す
る
上
で
有
効
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る

）
2
（

。

　

こ
の
よ
う
な
施
策
が
支
持
さ
れ
る
の
は
、
選
挙
民
主
主
義
が
抱
え
る

〈
公
募
論
文
〉

民
主
政
の
費
用
対
効
果

【
参
加
か
ら
代
表
へ
】

山
口
晃
人
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諸
問
題
の
原
因
が
、
人
々
の
参
加
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
人
々

の
政
治
参
加
が
進
め
ば
、
よ
り
良
い
政
治
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
高
い
投
票
率
は
良
い
政
治
の
必
要
条
件

で
あ
り
、
政
府
や
国
会
の
決
定
に
不
満
が
あ
る
と
き
に
デ
モ
を
す
る
こ

と
は
、
悪
政
を
阻
止
す
る
上
で
重
要
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ

ム
が
抱
え
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
上
で
、
政
治
参
加
は
真
に
効
果
的
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
政
治
参
加
の
効
果
は
、
そ
の
費
用
に
見
合
う
も

の
だ
ろ
う
か
。
参
加
よ
り
も
良
い
手
段
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
政
治
参
加
を
通
じ
た
民
主
主
義
の
改
善
と
い
う
見
解
へ

の
反
論
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
費
用
を
度

外
視
し
て
い
る
の
で
、
適
切
で
は
な
く
、
一
般
市
民
の
利
益
を
効
果
的

に
反
映
す
る
仕
方
で
、
代
表
を
強
化
し
た
方
が
良
い
と
論
じ
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
議
論
の
準
備

と
し
て
用
語
の
定
義
を
行
う
と
と
も
に
、
先
行
研
究
に
対
す
る
本
稿
の

独
自
性
を
示
す
。
第
二
節
で
は
、
現
状
の
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
、
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
う
。
第
三
節
と
第
四
節

で
は
、
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を
改
善
す
る
二
つ
の
方
策
、「
参
加
の
強
化
」

と
「
代
表
の
強
化
」
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
後
者
の
方
が
費
用
対
効
果

の
観
点
で
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

一　

議
論
の
準
備

　

本
節
で
は
、
議
論
の
準
備
と
し
て
、
本
稿
で
用
い
る
用
語
の
定
義
を

行
う
と
と
も
に
、
本
稿
に
近
い
主
張
を
し
て
い
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
、

先
行
研
究
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
本
稿
の
独
自
性
を
示
す
。

1　

用
語
の
定
義

　

本
稿
で
は
、
既
存
の
民
主
主
義
を
改
善
す
る
方
策
と
し
て
、
参
加
の

強
化
で
は
な
く
、
代
表
の
強
化
を
支
持
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
以
下
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

参
加
の
強
化
： 

意
思
決
定
の
質
を
改
善
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
有

権
者
の
投
票
や
そ
の
他
の
手
段
で
の
政
治
参
加

）
3
（

を
促

進
す
る
。

代
表
の
強
化
： 

意
思
決
定
の
質
を
改
善
す
る
た
め
に
、
無
作
為
に
選

ば
れ
た
一
部
の
有
権
者
に
、
政
治
的
な
意
思
決
定
権

を
与
え
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
上
記
の
二
つ
の
改
善
策
を
、
そ
の
費
用
対
効
果

に
よ
っ
て
比
較
す
る
。
民
主
政
の
よ
う
な
意
思
決
定
手
続
き
に
は
、
手

続
き
の
評
価
に
関
わ
る
二
種
類
の
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
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手
続
き
の
結
果
の
価
値
で
あ
る
道
具
的
価
値
（instrum

ental value

）
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
手
続
き
そ
れ
自
体
の
価
値
で
あ
る
内
在
的
価
値

（intrinsic value

）
で
あ
る

）
4
（

。
本
稿
で
は
、
前
者
の
道
具
的
価
値
に
基
づ

い
て
、
民
主
的
な
手
続
き
を
評
価
す
る
。

　

道
具
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
意
思
決
定
手
続
き
の
結
果
と
し
て
生
じ

る
政
策
な
ど
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ
の
良
し
悪
し
が
手
続
き
の
評
価

を
決
定
す
る
と
想
定
さ
れ
て
き
た

）
5
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
政
策
の
良
し
悪
し
だ
け
で
は
、
道
具
的
価
値
を
評

価
で
き
な
い
。
道
具
的
価
値
の
評
価
に
は
、
「
結
果
」
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
に
か
か
っ
た
「
費
用
」
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、

直
接
民
主
制
と
代
表
民
主
制
が
全
く
同
じ
意
思
決
定
を
下
す
と
き
、
そ

れ
ゆ
え
に
両
者
が
意
思
決
定
の
道
具
と
し
て
同
等
に
価
値
が
あ
る
と
考

え
る
の
は
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
意
思
決
定
に
か
か
る
費
用

が
大
き
く
異
な
る
か
ら
だ
。
些
細
な
意
思
決
定
ま
で
、
多
大
な
費
用
が

か
か
る
国
民
投
票
で
決
め
る
の
は
、
牛
刀
を
も
っ
て
鶏
を
割
く
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
目
的
と
手
段
が
全
く
釣
り
合
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
意
思
決
定
手
続
き
の
道
具
的
価
値
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
便
益
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
か
か
る
費
用
も
含
ま
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

実
際
、
政
策
評
価
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
「
費
用
便
益
分
析
（cost-benefit 

analysis

）
」
で
は
、
政
策
案
の
「
効
果
」
だ
け
で
な
く
、
「
費
用
」
も
ま

た
評
価
に
含
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
政
策
を
実
施
し
た
場
合
の
社
会

全
体
の
便
益
（
B
）
と
機
会
費
用
（
C
）
が
貨
幣
価
値
に
換
算
さ
れ
、

両
者
の
差
で
あ
る
社
会
的
純
便
益
（
B
―
C
）
に
よ
っ
て
、
政
策
案
の

実
施
の
是
非
が
評
価
さ
れ
る

）
6
（

。
人
々
の
効
用
や
生
命
、
時
間
の
よ
う
に
、

単
純
に
貨
幣
価
値
に
換
算
し
が
た
い
も
の
は
、
「
支
払
意
志
額
（w

illing 

to pay

）
」
に
よ
っ
て
金
銭
換
算
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
死
の
リ
ス
ク
を

減
少
さ
せ
る
こ
と
の
価
値

）
7
（

」
は
、
「
リ
ス
ク
の
高
い
仕
事
に
従
事
す
る

人
々
が
負
う
追
加
的
な
致
死
リ
ス
ク
を
補
償
す
る
た
め
に
、
ど
の
程
度

の
賃
金
プ
レ
ミ
ア
ム
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
を
人
々
に
尋
ね

る
こ
と
で
決
定
さ
れ
る

）
8
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
「
費
用
対

効
果
と
し
て
の
道
具
的
価
値
」
か
ら
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム
を
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
改
善
で
き
る
か
を
考
え
る

）
9
（

。

費
用
対
効
果
と
し
て
の
道
具
的
価
値
： 

 

　
　
　

 

あ
る
手
続
き
の
道
具
的
価
値
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
法
や
政

策
な
ど
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
効
果
の
合
計
か
ら
、
そ
の
過
程

で
費
や
さ
れ
る
費
用
の
合
計
を
差
し
引
く
こ
と
で
決
定
さ
れ
る

）
10
（

費
用
： 

法
や
政
策
な
ど
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
生
み
出
す
た
め
に
費
や

さ
れ
る
時
間
、
金
銭
、
労
力
な
ど

効
果
： 
手
続
き
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
法
や
政
策
な
ど
の
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
の
質
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こ
れ
ら
の
費
用
や
効
果
は
、
政
策
の
費
用
便
益
分
析
と
同
様
に
、
原

理
的
に
は
貨
幣
価
値
に
換
算
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例

え
ば
、
投
票
所
に
行
く
費
用
は
、
諸
個
人
に
「
ど
の
程
度
の
金
銭
的
補

償
が
あ
れ
ば
、
投
票
所
に
行
く
か
」
を
尋
ね
る
こ
と
で
、
測
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
個
別
の
政
策
の
費
用
便
益
分
析
で
あ
っ
て
も
前
提
条
件
の

置
き
方
次
第
で
、
評
価
結
果
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え

る
と

）
11
（

、
そ
れ
ら
の
政
策
を
決
定
す
る
手
続
き
の
費
用
対
効
果
を
厳
密
に

調
べ
る
の
は
、
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
参
加
の
強
化
や

代
表
の
強
化
は
大
規
模
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
実
施
さ
れ
た
場

合
の
影
響
を
推
論
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
議

論
は
、
あ
く
ま
で
推
測
的
な
も
の
に
留
ま
る
。

　

な
お
、
以
下
の
議
論
で
は
、
先
進
国
、
特
に
日
本
を
題
材
に
議
論
を

進
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
参
加
の
強
化
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
参
加
が
低
調
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
選
挙
民
主
主
義
が
機
能

し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
、
こ
れ
ら
の
国
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
国
々
に

お
い
て
も
、
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
よ
り
有
効
だ
と
す
れ
ば
、
代
表

ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
般
的
に
優
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。

2　

本
稿
の
独
自
性

　

本
稿
で
は
、
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
一
般
市

民
の
「
参
加
」
を
強
化
す
る
よ
り
も
、
一
般
市
民
の
利
益
を
適
切
に
反

映
す
る
仕
方
で
、
「
代
表
」
を
強
化
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
提
示
す
る
の
は
本
稿
が
初
め

て
で
は
な
い
。

　

第
一
に
、
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
は
、
大
衆
「
参
加
」
に
よ
る
競
争
的
民
主

主
義
お
よ
び
参
加
民
主
主
義
に
対
し
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
市
民
「
代

表
」
に
よ
る
熟
議
民
主
主
義
を
擁
護
し
て
い
る

）
12
（

。
そ
の
意
味
で
、
フ
ィ

シ
ュ
キ
ン
の
主
張
は
、
本
稿
の
立
場
を
先
駆
け
る
も
の
だ
。

　

た
だ
し
、
そ
の
理
由
付
け
は
本
稿
と
は
異
な
る
。
彼
が
大
衆
参
加
に

批
判
的
な
の
は
、
参
加
が
任
意
で
あ
る
限
り
、
参
加
が
偏
っ
た
も
の
に

な
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
情
報
に
基
づ
か
な
い
決
定
を
も
た
ら
す
か
ら
だ

）
13
（

。

つ
ま
り
、
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
は
、
熟
議
の
観
点
か
ら
、
参
加
の
「
効
果
」

を
疑
問
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
代
表
の
強
化
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

参
加
の
「
費
用
」
の
問
題
に
は
あ
ま
り
言
及
し
て
い
な
い

）
14
（

。

　

第
二
に
、
ブ
レ
ナ
ン
は
、
義
務
投
票
制
批
判
の
文
脈
で
、
無
作
為
に

選
ば
れ
た
市
民
に
投
票
権
を
与
え
る
「
投
票
く
じ
（voting lottery

）
」

を
持
ち
出
す
が
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
財
政
的
・
時
間
的
費
用

の
少
な
さ
を
挙
げ
て
い
る

）
15
（

。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
投
票
く
じ
の
メ

リ
ッ
ト
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
特
段
重
視
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

第
三
に
、
ラ
ン
デ
モ
ア
は
、
既
存
の
選
挙
制
議
会
に
代
わ
る
立
法
機

関
と
し
て
、
抽
選
制
議
会
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が

）
16
（

、
こ

れ
は
本
稿
が
主
張
す
る
「
代
表
の
強
化
」
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
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ラ
ン
デ
モ
ア
の
「
市
民
の
時
間
と
注
意
を
節
約
す
べ
き
だ
」
と
い
う
指

摘
）
17
（

は
、
意
思
決
定
の
費
用
対
効
果
を
重
視
す
る
本
稿
の
立
場
と
重
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
は
、
こ
の
箇
所
以
外
で
は
参
加
の
費
用
に
つ

い
て
は
ほ
ぼ
言
及
し
て
お
ら
ず
、
意
思
決
定
の
費
用
対
効
果
に
関
す
る

議
論
を
十
分
に
展
開
し
て
い
な
い
。
更
に
問
題
な
の
は
、
彼
女
の
「
開

か
れ
た
民
主
主
義
（open dem

ocracy

）
」
構
想
が
、
そ
の
名
の
通
り
、

市
民
参
加
に
開
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
彼
女
の
構
想
で
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
な
ど
を
通
じ
て
、
立
法
に
対
し
市
民
が
自
由
に
意
見
表
明
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
の
立
場
は
、
参
加
と
代
表
の

両
立
を
目
指
す
も
の
だ
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る

）
18
（

。

　

第
四
に
、
パ
ー
ビ
ン
は
、
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
参
加

の
不
平
等
に
対
処
す
る
に
は
、
参
加
で
は
な
く
、
代
表
を
強
化
す
べ
き

だ
と
論
じ
て
い
る

）
19
（

。
ま
ず
、
彼
は
、
現
在
の
シ
ス
テ
ム
に
は
参
加
の
低

下
と
不
平
等
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
広
範
な
市
民
が

参
加
す
る
草
の
根
の
会
員
制
組
織
が
衰
退
し
、
市
民
団
体
が
エ
リ
ー
ト

の
専
門
的
組
織
ば
か
り
に
な
っ
た
こ
と
で
、
一
般
市
民
の
意
見
が
代
表

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
資
源
の
再
分
配
を
通
じ
て
、

政
治
参
加
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

市
民
が
参
加
し
な
い
の
は
、
単
に
参
加
に
必
要
な
資
源
が
な
い
か
ら
で

は
な
く
、
エ
リ
ー
ト
が
牛
耳
る
政
治
に
失
望
し
、
無
力
感
を
抱
い
て
い

る
か
ら
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
政
治
参
加
の
低
下
と
不
平
等
が
心
理
的

要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
改
善
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
パ
ー
ビ
ン
は
、
参
加
を
強
化
す
る
代
わ
り
に
、
助
言
機
関
と

し
て
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
（
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
市
民
に
よ
る
会
議
）

を
設
置
す
る
こ
と
で
、
代
表
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
パ
ー
ビ
ン
の
議
論
に
は
三
つ
の
限
界
が
あ
る
。
第

一
の
限
界
は
、
パ
ー
ビ
ン
が
、
近
年
の
デ
モ
参
加
の
勃
興
を
射
程
に
収

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
参
加
の
低
下
と
不
平
等
が
こ
れ
ら
に
も
当

て
は
ま
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
は
、
こ
う

し
た
デ
モ
参
加
も
念
頭
に
、
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
一
般
に
通
底
す
る
問
題

点
を
指
摘
す
る
。

　

第
二
の
限
界
は
、
彼
の
「
代
表
の
強
化
」
と
い
う
方
針
が
、
大
規
模

な
政
治
参
加
が
期
待
で
き
な
い
と
い
う
現
状
分
析
に
基
づ
く
、
状
況
依

存
的
な
提
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
彼
の
提
案
は
、
「
参

加
の
強
化
」
と
い
う
選
択
肢
が
実
効
的
で
な
い
場
合
の
次
善
策
に
と
ど

ま
る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ
が
参
加
ア
プ
ロ
ー

チ
よ
り
も
規
範
的
に
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
仮
に
後
者
が

可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
者
の
方
針
を
採
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

パ
ー
ビ
ン
の
議
論
の
第
三
の
限
界
は
、
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
の
導

入
と
い
う
提
案
が
抽
象
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
留
ま
り
、
具
体
的
な
制
度

構
想
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
だ
。
彼
の
提
案
で
は
、
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク

ス
が
ど
の
よ
う
な
権
限
や
役
割
を
持
つ
の
か
が
明
確
で
は
な
い
た
め
、
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ど
の
よ
う
に
し
て
参
加
の
不
平
等
か
ら
生
じ
る
問
題
に
対
処
で
き
る
か

が
不
明
瞭
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ
の
例
と
し
て
、
選
挙
制

議
院
に
加
え
て
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
市
民
か
ら
な
る
二
種
類
の
抽
選

制
議
院
を
設
置
す
る
と
い
う
制
度
構
想
を
提
示
す
る
。
第
四
節
で
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
こ
の
構
想
は
選
挙
民
主
主
義
の
問
題
に
適
切
に
対
処
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

選
挙
民
主
主
義
の
費
用
対
効
果

　

本
節
で
は
、
次
節
以
下
で
「
参
加
の
強
化
」
と
「
代
表
の
強
化
」
と

い
う
二
つ
の
処
方
箋
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
対
処
す
べ

き
現
行
の
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

1　

選
挙
民
主
主
義
の
効
果

　

選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
に
は
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
質
に
関
す

る
三
つ
の
問
題
が
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
低
い
代
表
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
選
挙
民
主
主
義
シ
ス

テ
ム
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
意
思
決
定
が
人
々
の
利
益
を
十
分
に
代

表
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
だ
。
ギ
レ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
政
策

決
定
者
は
、
貧
困
層
や
中
産
階
級
の
選
好
で
は
な
く
、
富
裕
層
の
選
好

に
専
ら
応
答
的
で
あ
る

）
20
（

。

　

政
治
家
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
理
由
か
ら
、
富
裕
層
に
ば
か
り

応
答
的
に
な
る
。
第
一
に
、
富
裕
層
の
候
補
者
は
名
声
を
高
め
演
説
力

を
陶
冶
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
た
め
、
有
権
者
は
彼
ら
を
代
表
者

に
選
ば
ざ
る
を
得
な
い

）
21
（

。
第
二
に
、
富
裕
層
は
、
自
分
が
立
候
補
し
な

く
て
も
、
好
ま
し
い
候
補
者
に
資
金
提
供
を
行
う
こ
と
で
代
表
者
の
選

択
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
の
結
果
、
議
会
の
意
思
決
定
は
、
市
民
の
多

数
派
の
選
好
で
は
な
く
、
富
裕
層
の
選
好
に
沿
っ
た
も
の
に
な
る

）
22
（

。
政

策
が
富
裕
層
の
利
益
の
み
を
追
求
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
優
れ
た
も

の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
は
、
政
治
的
無
知
で
あ
る
。
有
権
者
が
政
治
的
に
重
要
な
事

柄
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
は
、
様
々
な
実
証
研
究
を
通
じ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る

）
23
（

。
問
題
は
、
多
く
の
有
権
者
に
と
っ
て
無
知
で
あ
る

こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
容
易
に
は
解
消
さ
れ
な
い
こ
と

だ
。
一
票
が
選
挙
結
果
を
左
右
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
の
で
、
投
票
の

た
め
に
十
分
な
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
は
合
理
的
で
な
い

）
24
（

。

　

政
治
的
無
知
は
、
二
つ
の
仕
方
で
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
質
を
下

げ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
、
「
低
い
代
表
性
」
の
問
題
を
助
長
す
る
。

有
権
者
が
注
意
深
く
監
視
し
、
選
挙
で
処
罰
し
な
い
限
り
、
政
治
家
は
、

自
分
自
身
や
支
援
団
体
の
利
益
を
追
求
す
る

）
25
（

。
第
二
に
、
政
治
的
に
無

知
な
市
民
は
、
誤
っ
た
決
定
を
下
す
可
能
性
が
高
い
。
二
〇
一
六
年
の

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
や
ブ
レ
ク
ジ
ッ
ト
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

無
知
な
人
々
は
嘘
の
情
報
に
惑
わ
さ
れ
て
、
誤
っ
た
決
定
を
下
し
て
し
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ま
う
か
も
し
れ
な
い

）
26
（

。

　

三
つ
目
は
、
熟
議
の
欠
如
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
議
会
で
の
意
思
決
定

が
熟
議
的
で
は
な
い
仕
方
で
な
さ
れ
る
と
い
う
問
題
だ
。
議
会
内
で
対

立
す
る
政
党
は
、
お
互
い
に
説
得
さ
れ
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、

議
会
の
決
定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
の
頭
数
で
決
ま
る
の
で
、
討
論
は
意

味
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う

）
27
（

。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
よ
っ
て
、
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
効
果
は
、

大
幅
に
損
な
わ
れ
て
い
る
。

2　

選
挙
民
主
主
義
の
費
用

　

選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
運
営
に
は
、
当
然
な
が
ら
費
用
も
か
か

る
。
ま
ず
、
市
民
が
負
担
す
る
費
用
が
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る

た
め
に
、
有
権
者
は
、
選
挙
で
の
投
票
を
は
じ
め
、
様
々
な
仕
方
で
政

治
参
加
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
参
加
に
伴
う
費
用

負
担
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
は
ほ
と
ん
ど
政
治

参
加
を
し
て
い
な
い
か
、
シ
ス
テ
ム
が
適
切
に
機
能
す
る
の
に
十
分
な

ほ
ど
参
加
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
年
の
日
本
の
国

政
選
挙
で
の
投
票
率
は
、
二
〇
二
一
年
の
第
四
九
回
衆
議
院
議
員
総
選

挙
で
は
五
五
・
九
三
％
、
二
〇
一
九
年
の
第
二
五
回
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
で
は
四
八
・
八
〇
％
と
な
っ
て
い
る

）
28
（

。
つ
ま
り
、
半
数
近
く
の
有

権
者
は
投
票
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
先
述
の
政
治
的
無
知
の
問
題
が
示

す
よ
う
に
、
選
挙
に
参
加
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
適
切
な
投
票
に

必
要
な
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

選
挙
以
外
の
参
加
も
、
日
本
で
は
低
調
で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
の
世

界
価
値
観
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
請
願
書
・
陳
情
書
へ
の
署
名
」
、
「
不
買

運
動
（
ボ
イ
コ
ッ
ト
）
」
、
「
平
和
的
な
デ
モ
」
、
「
ス
ト
ラ
イ
キ
」
に
参
加

し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
・
八
％
、
一
・
八
％
、
五
・
八
％
、

四
・
一
％
で
あ
っ
た

）
29
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
効
果
の
観
点
で
は
望
ま
し
く
な
い
が
、
費
用
の

観
点
で
は
望
ま
し
い
。
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
は
、
人
々
が
参
加
し

な
い
た
め
に
、
結
果
的
に
低
い
費
用
で
運
営
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

次
に
、
議
会
に
お
い
て
生
じ
る
費
用
を
考
え
て
み
よ
う
。
議
会
の
運

営
に
は
莫
大
な
金
銭
的
費
用
が
か
か
る
が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き

は
、
一
つ
の
法
案
が
通
過
す
る
ま
で
に
か
か
る
時
間
や
労
力
で
あ
る
。

先
述
の
「
熟
議
の
欠
如
」
で
述
べ
た
通
り
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
質
に
あ

ま
り
影
響
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
討
論
や
議
会
闘
争
に
膨
大
な
費

用
が
か
か
っ
て
い
る
。

三　

参
加
の
強
化

　

こ
こ
で
は
、
上
述
の
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
改
善
す

る
た
め
に
、
参
加
の
強
化
を
試
み
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
費
用
対
効
果
と
し

て
の
道
具
的
価
値
の
観
点
か
ら
評
価
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
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1　

参
加
を
重
視
す
る
民
主
主
義

　

健
全
な
民
主
主
義
に
は
広
汎
な
市
民
参
加
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

見
解
は
、
多
く
の
理
論
家
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、「
は

じ
め
に
」
で
も
見
た
通
り
、
代
表
制
の
機
能
不
全
に
対
し
、
参
加
の
強

化
と
い
う
処
方
箋
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
々
が
連
帯
し
て

デ
モ
を
行
う
こ
と
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
治
家
へ
の
有
効
な
対
抗
手
段

と
み
な
さ
れ
て
い
る

）
30
（

。

　

第
二
に
、
支
配
の
最
小
化
を
目
指
す
共
和
主
義
の
立
場
か
ら
、
市
民

の
政
治
参
加
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
ッ
ト
は
、
政
府
に
よ
る
支

配
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
政
府
が
結
束
し
て
人
々
を
支
配
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
政
府
が
混
合
政
体
的
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
政
府
が
人
々
を

無
視
し
た
場
合
に
そ
れ
に
抵
抗
す
る
と
い
う
「
争
議
的
市
民
性

（contestatory citizenry

）
」
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る

）
31
（

。
つ
ま
り
、
人
々

が
政
府
の
行
動
を
注
意
深
く
監
視
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
デ
モ
に

繰
り
出
す
準
備
し
て
お
く
こ
と
は
、
非
支
配
の
理
想
を
実
現
す
る
上
で

不
可
欠
で
あ
る
。

　

ヒ
ル
も
同
様
に
、
支
配
の
最
小
化
の
観
点
か
ら
、
市
民
の
投
票
参
加

を
重
視
し
、
義
務
投
票
制
を
擁
護
し
て
い
る

）
32
（

。
投
票
が
任
意
で
あ
る
限

り
、
投
票
参
加
は
偏
っ
た
も
の
と
な
り
、
投
票
率
が
高
い
社
会
的
に
有

利
な
立
場
に
あ
る
人
々
が
、
投
票
率
の
低
い
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に

あ
る
人
々
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
投
票

を
義
務
化
し
、
偏
り
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
熟
議
民
主
主
義
論
に
お
い
て
も
、
参
加
を
重
視
す
る
議
論

が
登
場
し
て
い
る
。
ラ
フ
ォ
ン
は
、
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
に
よ
る
意

思
決
定
の
「
近
道
」
に
反
対
し
、
市
民
全
体
で
の
マ
ク
ロ
な
熟
議
を
擁

護
し
て
い
る

）
33
（

。

　

以
下
で
は
、
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
参
加
の
強
化
策

を
評
価
し
て
い
く
。
た
だ
し
、
以
下
の
検
討
で
は
、
議
論
の
た
め
に
、

参
加
の
強
化
策
に
よ
っ
て
、
人
々
の
投
票
参
加
、
デ
モ
参
加
が
十
分
に

促
進
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
。
パ
ー
ビ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
参
加
の

強
化
策
（
特
に
投
票
参
加
を
増
や
す
試
み
）
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
々

の
参
加
を
促
進
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

）
34
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

は
、
多
く
の
人
々
が
政
治
参
加
す
る
状
況
を
想
定
し
て
議
論
す
る
。

　

ま
た
、
以
下
で
は
、
（
1
）
人
々
の
参
加
が
不
平
等
で
、
知
識
に
基

づ
か
な
い
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
と
、
（
2
）
人
々
の
参
加
が
平
等
で
、

知
識
に
基
づ
く
理
想
的
な
ケ
ー
ス
の
二
つ
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
投
票
と
デ
モ
と
い
う
二
つ
の
参
加
形
態

を
評
価
す
る
。
投
票
と
デ
モ
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
多
く
の

論
者
が
注
目
す
る
代
表
的
な
参
加
形
態
で
あ
り
、
他
の
も
の
に
も
共
通

す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
参
加

ア
プ
ロ
ー
チ
一
般
の
評
価
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

2　

非
理
想
的
な
参
加

　

こ
こ
で
は
、
参
加
の
強
化
に
よ
っ
て
、
人
々
の
参
加
が
促
進
さ
れ
る
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も
の
の
、
そ
れ
が
不
平
等
か
つ
必
ず
し
も
知
識
が
伴
わ
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
を
検
討
す
る

）
35
（

。

　

ま
ず
、
投
票
参
加
の
効
果
を
見
て
み
よ
う
。
二
（
1
）
で
見
た
通
り
、

選
挙
民
主
主
義
に
は
三
つ
の
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
政
策
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
の
質
を
低
く
し
て
い
た
。
第
一
に
、
低
い
代
表
性
の
問
題
は
、

大
き
く
は
改
善
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
が
不
平
等

に
参
加
す
る
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
富
裕
層
が
過
大
な
影
響
力
を
持
ち
続

け
る
か
ら
だ
。
第
二
に
、
政
治
的
無
知
の
問
題
の
改
善
も
期
待
で
き
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
参
加
の
拡
大
は
事
態
の
更
な
る
悪
化
を
招
く
か

も
し
れ
な
い
。
ブ
レ
ナ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
全
員
に
投
票
を
強
制

す
る
こ
と
は
、
酔
っ
払
い
に
運
転
を
強
制
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

）
36
（

」
。

政
治
的
無
知
が
解
消
さ
れ
な
い
限
り
、
参
加
の
拡
大
は
適
切
な
代
表
者

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
も
た
ら
さ
ず
、
か
え
っ
て
誤
っ
た
決
定
を
助
長
し
う

る
。
第
三
に
、
熟
議
の
欠
如
も
改
善
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
投
票
参
加

の
増
大
は
議
会
審
議
の
あ
り
方
に
直
接
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
の
参
加
が
増
大
し
て
も
、
参
加
が
不
平

等
で
、
知
識
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
限
り
、
意
思
決
定
の
改
善
は

見
込
め
な
い
。
投
票
の
費
用
に
つ
い
て
言
え
ば
、
新
た
に
投
票
す
る
人

が
増
え
れ
ば
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
投
票
の
た
め
の
時
間
的
負
担
を
課

さ
れ
る
人
も
増
え
る

）
37
（

。
つ
ま
り
、
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
の
投
票
参
加

の
拡
大
は
、
ほ
と
ん
ど
効
果
を
改
善
せ
ず
、
費
用
の
増
大
の
み
を
も
た

ら
す
。

　

次
に
、
デ
モ
参
加
の
効
果
を
見
て
み
た
い
。
デ
モ
に
つ
い
て
は
、
二

つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
デ
モ
側
の
主
張
が
議
会
に
よ
っ

て
無
視
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
安
全
保
障
関
連
法
案
へ
の
反

対
デ
モ
は
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
案
の

成
立
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た

）
38
（

。
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
る
の
は
、
デ
モ

が
議
会
外
で
、
議
会
の
決
定
に
直
接
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
い
仕
方
で
行

わ
れ
る
か
ら
だ
。
デ
モ
は
、
あ
く
ま
で
非
公
式
の
も
の
で
あ
り
、
公
式

の
影
響
力
を
持
た
な
い
。
そ
の
た
め
、
議
会
は
容
易
に
そ
れ
ら
を
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
デ
モ
は
単
一
の
イ
シ
ュ
ー

に
つ
い
て
行
わ
れ
る
一
過
性
の
運
動
に
留
ま
り
、
長
続
き
し
な
い
ケ
ー

ス
も
多
い
た
め
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
や
す
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ

の
場
合
に
は
、
デ
モ
は
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
改
善
を
も
た
ら
さ
な
い
。

　

二
つ
目
は
、
デ
モ
側
の
主
張
が
議
会
や
政
府
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら

れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
デ
モ
は
一
定
の
効
果
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

デ
モ
の
効
果
が
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
議
会
や
政
府
が
デ
モ
側
の
主
張
を
取
り
入
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
正
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
支
持
率
、
ひ

い
て
は
次
の
選
挙
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
た
め
だ
。
し
た

が
っ
て
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
改
善
を
も
た
ら
す
の
は
、
デ
モ
側
の

主
張
が
妥
当
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
デ
モ
側
の
主
張
が
妥
当
な
可
能
性
は
ど
の
く
ら
い
あ
る



195　●　〈公募論文〉民主政の費用対効果――山口晃人

だ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
、
投
票
参
加
者
と
デ
モ
参
加
者
の
違
い
で

あ
る
。
両
者
の
大
き
な
違
い
は
、
後
者
が
特
定
の
問
題
に
強
い
関
心
を

抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
政
治
的
関
心
が
高
い
人
ほ
ど
政
治
的
知

識
量
も
多
い
た
め
、
デ
モ
参
加
者
は
政
治
的
無
知
の
問
題
を
回
避
し
て

い
る
可
能
性
が
高
い

）
39
（

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
デ
モ
側
の
主
張
が
妥

当
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
モ
側

の
主
張
が
妥
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
理
由
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々

が
客
観
的
な
情
報
で
は
な
く
、
自
分
が
既
に
持
っ
て
い
る
意
見
を
確
証

し
て
く
れ
る
よ
う
な
情
報
ば
か
り
を
収
集
す
る
た
め
だ

）
40
（

。
特
に
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
も
た
ら
し
た
分
極
化
が
こ
う
し
た
事
態
を
助
長
す
る

）
41
（

。

更
に
、
政
府
や
議
員
に
比
べ
る
と
、
デ
モ
側
は
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
面

で
不
利
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
情
報
不
足
ゆ
え
に
、
誤
っ
た
主
張
を
す

る
恐
れ
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
デ
モ
側
の
主
張
が
議
会
や
政
府
に
よ
っ
て
取
り
入
れ

ら
れ
る
こ
と
が
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
改
善
す
る
の
は
、
そ
の
主
張
が

妥
当
な
場
合
に
限
ら
れ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
む
し
ろ
政
策
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
を
悪
化
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
人
々
の
政
治
参
加
が
必
ず
し
も
知

識
に
基
づ
か
な
い
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
前
者
で
あ
る
可
能
性
は

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
に
、
デ
モ
の
費
用
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
投

票
参
加
に
比
べ
、
デ
モ
参
加
に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
と
い
う
こ
と

だ
。
投
票
参
加
は
、
究
極
的
に
は
、
近
く
の
投
票
所
に
足
を
運
ぶ
だ
け

で
事
足
り
る
。
そ
れ
に
対
し
、
デ
モ
の
場
合
に
は
、
国
会
前
な
ど
に
人
々

が
集
ま
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
モ
の
参
加
者
数
は
投
票
参
加

者
数
に
比
べ
れ
ば
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
思
決

定
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
は
、
デ
モ
を
無
視
す
る
こ
と
が
自
分
た
ち

に
大
き
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
認
識
を
当
局
者
に
抱
か
せ
る
必
要

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
デ
モ
は
大
規
模
か
つ
長
期
に
わ
た
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
投
票
参
加
が
数
年
お
き
に
行
わ
れ
る

の
に
対
し
、
デ
モ
は
問
題
が
生
じ
る
た
び
に
組
織
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

デ
モ
は
、
投
票
と
比
べ
て
高
価
か
も
し
れ
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
人
々

が
盛
ん
に
デ
モ
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
た
費
用
が

か
か
る
。

3　

理
想
的
な
参
加

　

こ
こ
で
は
、
参
加
の
強
化
に
よ
っ
て
、
人
々
が
平
等
か
つ
知
識
に
基

づ
い
て
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
理
想
的
な
ケ
ー
ス
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
投
票
参
加
の
効
果
を
見
て
み
よ
う
。
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
述
べ
た
通
り
、
選
挙
民
主
主
義
の
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
質
を

低
く
す
る
三
つ
の
問
題
の
う
ち
、
熟
議
の
欠
如
に
は
、
投
票
参
加
の
増

大
は
有
効
で
は
な
い
（
た
だ
、
優
れ
た
代
表
者
が
選
ば
れ
や
す
く
な
る
こ
と

に
付
随
し
て
、
議
会
審
議
の
質
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
低
い
代
表
性
と
政
治
的
無

知
は
か
な
り
の
程
度
解
決
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
人
々
は
あ
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る
程
度
の
知
識
を
得
た
上
で
政
治
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
全
体

の
利
益
を
増
進
す
る
代
表
者
が
選
ば
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
ま
た
、

人
々
は
、
代
表
者
が
自
分
た
ち
の
利
益
を
代
表
す
る
仕
方
で
行
動
し
て

い
る
か
を
注
意
深
く
監
視
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
次
の
選
挙
で
処

罰
す
る
こ
と
で
、
代
表
者
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
質
が
改
善
さ
れ
る
。

　

次
に
、
費
用
を
見
て
み
よ
う
。
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
投
票
参
加

の
拡
大
は
、
人
々
に
膨
大
な
時
間
的
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
人
々
は
単
に
投
票
所
ま
で
足
を
運
ぶ
だ
け

で
な
く
、
よ
り
望
ま
し
い
代
表
者
を
選
ぶ
た
め
の
情
報
収
集
を
行
う
こ

と
に
な
る
。
第
二
に
、
現
職
の
代
表
者
が
適
切
に
自
分
た
ち
の
利
益
を

代
表
し
て
い
る
か
を
監
視
す
る
費
用
も
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
負
担
は
、

現
状
の
選
挙
民
主
主
義
や
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
に
比
べ
、
非
常
に
大
き

い
も
の
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
投
票
参
加
の
拡
大
は
、
効
果
の
改
善
と
同
時
に
、
費

用
の
増
大
も
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。

　

次
に
、
デ
モ
の
効
果
を
見
て
み
よ
う
。
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
述
べ

た
よ
う
に
、
デ
モ
の
効
果
に
は
、
デ
モ
側
の
主
張
が
議
会
に
よ
っ
て
無

視
さ
れ
る
場
合
と
、
議
会
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
の
二
つ
が

あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
同
様
、
デ
モ
は
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
の
改
善
を
も
た
ら
さ
な
い
。
他
方
、
後
者
の
場
合
に
は
、
デ

モ
側
の
主
張
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
改
善
さ
れ
、
そ
う

で
な
い
場
合
に
は
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
悪
く
な
る
。
理
想
的
な
ケ
ー
ス

で
は
、
人
々
は
知
識
に
基
づ
い
て
政
治
参
加
す
る
の
で
、
デ
モ
側
の
主

張
が
妥
当
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
有
権
者
が
十
分
な

知
識
に
基
づ
い
て
選
ん
だ
議
会
は
、
デ
モ
側
の
主
張
に
真
摯
に
耳
を
傾

け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
デ
モ

に
よ
っ
て
、
意
思
決
定
が
改
善
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

他
方
、
デ
モ
の
費
用
は
、
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
述
べ
た
よ
う
に
、

非
常
に
高
価
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
特
に
、
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、

人
々
は
、
十
分
な
情
報
収
集
の
上
、
知
識
に
基
づ
い
て
、
デ
モ
に
参
加

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
う
し
た
情
報
収
集
の
費
用
が
追
加
で
か
か

る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
想
的
な
ケ
ー
ス
の
議
会
は
非
常
に
賢
明
で
、
デ
モ

側
の
主
張
を
相
対
的
に
早
く
受
け
入
れ
る
傾
向
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
、
か
な
り
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
は
否
定

し
が
た
い
。

4　

小
括

　

こ
こ
で
は
、
人
々
が
不
平
等
に
、
必
ず
し
も
知
識
に
基
づ
か
ず
に
政

治
参
加
す
る
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
と
、
人
々
が
平
等
か
つ
知
識
に
基
づ

い
て
政
治
参
加
す
る
理
想
的
な
ケ
ー
ス
に
分
け
て
、
参
加
の
強
化
の
費

用
対
効
果
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
非
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
費

用
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
効
果
の
改
善
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な

い
こ
と
、
理
想
的
な
ケ
ー
ス
で
は
、
効
果
に
つ
い
て
は
著
し
い
改
善
が



197　●　〈公募論文〉民主政の費用対効果――山口晃人

期
待
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
節
で
検
討
し
て
い
る
投
票
参
加
と
デ
モ
参
加
以
外

に
も
様
々
な
参
加
形
態
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
基
底
に
地
域
社
会
や
工
場
レ
ベ
ル
の

直
接
民
主
主
義
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
段
階
的
に
地
方
議
会
の
代
表
者
を

選
出
し
て
い
く
こ
と
で
、
最
終
的
に
国
会
に
至
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
議

会
制
度
を
提
案
し
て
い
る

）
42
（

。
ま
た
、
ラ
フ
ォ
ン
は
、
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ

ク
ス
に
よ
る
「
近
道
」
を
批
判
し
、
マ
ク
ロ
な
熟
議
を
擁
護
し
て
い
る

）
43
（

。

ア
ッ
カ
ー
マ
ン
と
フ
ィ
シ
ュ
キ
ン
は
、
有
権
者
が
選
挙
の
一
週
間
前
に

集
ま
り
、
主
要
な
争
点
に
つ
い
て
熟
議
す
る
こ
と
で
、
個
々
人
の
投
票

の
質
を
高
め
る
と
い
う
「
熟
議
の
日
」
構
想
を
提
案
し
て
い
る

）
44
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
口
に
参
加
の
強
化
と
い
っ
て
も
、
そ
の
手
段
は
千

差
万
別
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
提
案
に
は
、
投
票
参
加

や
デ
モ
参
加
と
共
通
す
る
欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仮
に
そ
れ
ら
が
実

行
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
莫
大
な
費
用
を
伴
う
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

の
た
め
、
少
な
く
と
も
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
提
案

は
望
ま
し
く
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

四　

代
表
の
強
化

　

こ
こ
で
は
、
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
を
改
善
す
る
た
め

に
、
代
表
の
強
化
を
試
み
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら

評
価
し
、
そ
れ
を
擁
護
す
る
。

1　

代
表
の
強
化

　

代
表
の
強
化
は
、
一
（
2
）
で
触
れ
た
パ
ー
ビ
ン

）
45
（

と
同
様
に
、
ミ
ニ
・

パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
（
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
市
民
の
会
議
）
を
用
い
た
提
案
を

検
討
す
る
。
パ
ー
ビ
ン
の
提
案
で
は
、
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
を
ど
の

よ
う
な
仕
方
で
政
治
制
度
に
組
み
込
む
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、
以
下
の
よ
う
な
制
度
構
想

を
提
案
す
る

）
46
（

。
な
お
、
以
下
の
制
度
構
想
は
、
あ
く
ま
で
代
表
ア
プ
ロ
ー

チ
の
一
例
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
構

想
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ
が
参
加

ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
こ
と
に
注

意
し
て
ほ
し
い
。

　

ま
ず
、
法
案
が
作
成
、
審
議
、
制
定
さ
れ
る
立
法
過
程
は
、
提
案
を

主
と
す
る
議
院
（
提
案
院
）
と
決
定
を
主
と
す
る
議
院
（
決
定
院
）
に
分

け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
提
案
院
は
二
種
類
の
議
院
で
構
成
さ
れ
る
。

一
つ
は
既
存
の
選
挙
制
議
院
（
選
挙
制
提
案
院
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
新
設
の
抽
選
制
議
院
（
抽
選
制
提
案
院
）
で
あ
る
。
選
挙
制
提
案
院
は
、

現
在
の
衆
議
院
と
同
様
の
仕
方
で
構
成
さ
れ
る
（
参
議
院
は
廃
止
さ
れ
る
）
。

他
方
、
抽
選
制
提
案
院
は
、
後
述
の
抽
選
制
決
定
院
の
議
員
経
験
者
か

ら
無
作
為
抽
出
さ
れ
る
。
提
案
院
で
は
、
法
案
の
提
案
、
審
議
、
採
決
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を
行
う
が
、
最
終
的
な
決
定
権
は
基
本
的
に
決
定
院
に
あ
る
。

　

決
定
院
は
一
つ
の
抽
選
制
議
院
（
抽
選
制
決
定
院
）
で
構
成
さ
れ
る
。

抽
選
制
決
定
院
で
は
、
議
員
は
一
般
有
権
者
か
ら
無
作
為
抽
出
さ
れ
る
。

決
定
院
の
議
員
は
法
案
提
出
権
を
持
た
ず
、
提
案
院
か
ら
送
付
さ
れ
た

法
案
の
み
を
審
議
す
る
。

　

立
法
過
程
は
、
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
ま
ず
、
法

案
は
、
二
つ
の
提
案
院
の
い
ず
れ
か
で
作
成
さ
れ
、
そ
こ
で
の
審
議
と

採
決
の
結
果
、
否
決
と
な
っ
た
法
案
は
そ
の
ま
ま
廃
案
と
な
る
。

　

他
方
、
各
提
案
院
で
多
数
票
を
得
た
法
案
は
、
反
対
の
多
寡
に
応
じ

て
、
別
々
の
ル
ー
ト
を
辿
る
。
第
一
に
、
法
案
は
、
そ
れ
が
提
案
さ
れ

た
提
案
院
内
で
の
反
対
が
一
定
数
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
も
う
一
つ
の

提
案
院
か
ら
異
議
が
出
な
い
場
合
に
は
、
決
定
院
に
送
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
そ
の
ま
ま
成
立
す
る
。
こ
れ
は
、
決
定
院
議
員
の
負
担
を
軽
減
し
、

論
争
的
な
議
題
に
リ
ソ
ー
ス
を
集
中
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
法

案
は
、
そ
れ
が
提
案
さ
れ
た
提
案
院
内
で
の
反
対
が
一
定
数
以
上
あ
っ

た
か
、
あ
る
い
は
、
も
う
一
つ
の
提
案
院
か
ら
異
議
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
抽
選
制
決
定
院
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
審
議
さ
れ
る
。

　

抽
選
制
決
定
院
で
の
審
議
は
、
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、

決
定
院
議
員
は
自
分
た
ち
で
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
専
門
家
や
提
案

院
の
議
員
な
ど
か
ら
の
説
明
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
投
票
の
み
を

行
う
（
そ
の
た
め
、
決
定
院
議
員
は
国
会
に
集
ま
る
必
要
が
な
い
。
決
定
院

議
員
は
自
ら
の
自
治
体
の
一
室
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
モ
ニ
タ
ー
越
し
に
参
加
し

）
47
（

、

提
案
院
議
員
や
利
害
関
係
者
と
は
直
接
接
触
し
な
い
）
。
具
体
的
に
は
、
提

案
院
で
賛
成
し
た
側
と
反
対
し
た
側
が
そ
れ
ぞ
れ
代
表
者
を
出
し
、
法

案
を
可
決
す
べ
き
理
由
、
否
決
す
べ
き
理
由
を
述
べ
る
。
最
後
に
、
賛

否
両
方
の
主
張
を
吟
味
し
た
上
で
、
決
定
院
議
員
が
投
票
し
、
過
半
数

が
賛
成
し
た
場
合
に
、
法
案
は
成
立
す
る
。

2　

効
果

　

そ
れ
で
は
、
上
記
の
制
度
構
想
は
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
改
善
を

も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。
二
（
1
）
で
見
た
よ
う
に
、
選
挙
民
主
主
義
シ

ス
テ
ム
に
は
、
低
い
代
表
性
、
政
治
的
無
知
、
熟
議
の
欠
如
の
問
題
が

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
代
表
の
強
化
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
程

度
解
消
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
低
い
代
表
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
提
案
機
能
と
決
定
機
能
を
担
う

二
種
類
の
抽
選
制
議
院
に
よ
っ
て
、
緩
和
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ

ら
の
議
員
は
、
一
般
市
民
か
ら
の
無
作
為
抽
出
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の

で
、
社
会
的
・
経
済
的
エ
リ
ー
ト
ば
か
り
が
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
か

ら
だ
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
無
作
為
抽
出
に
よ
っ
て
一
定
数
以
上
の
議

員
が
選
ば
れ
る
場
合
、
抽
選
制
議
院
は
人
口
全
体
の
縮
図
と
な
る
こ
と

だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
こ
で
の
熟
議
の
結
果
は
、
人
民
全
体
が
熟
議
し

た
場
合
の
結
果
に
近
似
す
る

）
48
（

。

　

具
体
的
に
は
、
抽
選
制
提
案
院
が
市
民
の
声
を
代
表
し
た
政
策
提
案

を
行
う
こ
と
で
、
イ
ン
プ
ッ
ト
の
代
表
性
が
高
ま
る
。
更
に
、
抽
選
制
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決
定
院
が
市
民
の
利
益
に
な
ら
な
い
法
案
を
否
決
す
る
こ
と
で
、
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
の
代
表
性
が
高
ま
る
。
選
挙
制
議
会
が
決
定
権
を
持
つ
場
合

に
は
、
市
民
の
反
対
が
あ
っ
て
も
、
法
案
は
成
立
し
て
し
ま
う
が
、
決

定
権
を
抽
選
制
決
定
院
に
委
ね
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
避
け
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
抽
選
制
提
案
院
に
よ
り
市
民
の
声
が
立
法
に
反
映
さ

れ
、
更
に
抽
選
制
決
定
院
に
よ
っ
て
、
市
民
の
利
益
に
な
ら
な
い
政
策

が
阻
止
さ
れ
る
こ
と
で
、
既
存
の
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
「
低
い

代
表
性
」
の
問
題
は
解
消
で
き
る
。

　

第
二
に
、
抽
選
議
員
は
、
一
般
有
権
者
と
は
異
な
り
、
政
治
的
無
知

の
問
題
を
回
避
で
き
る
。
有
権
者
が
無
知
な
の
は
、
彼
ら
の
一
票
が
選

挙
結
果
を
左
右
し
な
い
の
で
、
投
票
の
た
め
に
十
分
な
情
報
収
集
を
行

う
意
味
が
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
抽
選
議
員
は
そ
う
で
は
な

い
。
彼
ら
の
提
案
や
決
定
は
、
立
法
に
直
接
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
、

無
知
で
あ
る
こ
と
は
合
理
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
を

抱
え
る
市
民
と
は
異
な
り
、
議
員
は
代
表
の
職
務
に
専
念
で
き
る
。
そ

の
た
め
、
彼
ら
の
判
断
は
、
熟
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
で
は
、

無
作
為
抽
出
さ
れ
た
市
民
が
熟
慮
に
基
づ
き
、
適
切
な
判
断
を
下
せ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

）
49
（

。

　

第
三
に
、
立
法
過
程
で
の
熟
議
の
欠
如
は
、
抽
選
制
決
定
院
の
存
在

に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
選
挙
制
議
院
に
最
終
的
な
決
定
権

を
与
え
な
い
こ
と
で
可
能
と
な
る
。
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
で
熟
議

の
欠
如
の
問
題
が
起
こ
る
の
は
、
議
会
内
で
対
立
す
る
政
党
が
、
お
互

い
に
説
得
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
議
会
の
決
定
が
そ
れ
ぞ
れ

の
政
党
の
頭
数
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

代
表
の
強
化
策
で
は
、
最
終
的
な
決
定
権
を
抽
選
制
決
定
院
が
持
つ
。

そ
の
た
め
、
法
案
賛
成
派
も
反
対
派
も
、
法
案
を
可
決
ま
た
は
否
決
に

持
ち
込
む
た
め
に
、
決
定
院
議
員
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
強
い
熟
議
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
理
由
に
基
づ

く
意
思
決
定
が
可
能
と
な
る

）
50
（

。

3　

費
用

　

次
に
、
代
表
の
強
化
の
費
用
を
見
て
み
よ
う
。
特
に
問
題
な
の
は
、

抽
選
議
員
の
負
担
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
代
表
の
職
務
に
専
念
す
る
た
め

に
、
今
ま
で
の
仕
事
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た

め
、
選
ば
れ
た
市
民
に
代
表
職
を
強
制
す
べ
き
か
ど
う
か
は
大
き
な
問

題
と
な
る
。
多
く
の
抽
選
制
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
職
責
に
見
合

う
十
分
な
報
酬
が
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
代
表
職
の
強
制
が

許
容
し
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
選
ば
れ
た
市
民
に
辞
退
を
認

め
る
べ
き
で
あ
ろ
う

）
51
（

。

　

他
方
、
抽
選
議
員
以
外
に
は
、
現
状
よ
り
も
多
く
の
負
担
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
参
加
の
強
化
の
場
合
と
は
異
な
り
、

選
ば
れ
た
一
部
の
市
民
以
外
の
費
用
は
増
大
し
な
い

）
53
）（
52
（

。
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4　

小
括

　

こ
の
節
で
は
、
代
表
の
強
化
策
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
費
用
対
効
果

の
観
点
か
ら
見
て
、
代
表
の
強
化
は
参
加
の
強
化
に
比
べ
て
優
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
効
果
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
代
表
の
強
化
は
、
参
加
の
強

化
に
劣
ら
ぬ
効
果
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
種
類

の
抽
選
制
議
院
の
導
入
と
、
提
案
院
と
決
定
院
の
分
離
に
よ
っ
て
、
低

い
代
表
性
、
政
治
的
無
知
、
熟
議
の
欠
如
の
問
題
に
効
果
的
に
対
処
で

き
る
か
ら
だ
。

　

次
に
、
費
用
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
代
表
の
強
化
で
は
、
無
作
為

抽
出
で
選
ば
れ
た
一
部
の
市
民
に
は
追
加
の
負
担
が
生
じ
る
も
の
の
、

そ
れ
以
外
の
市
民
の
負
担
は
現
状
と
変
わ
ら
な
い
（
参
議
院
議
員
選
挙

が
な
く
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
負
担
は
減
る
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
。

そ
の
た
め
、
多
数
の
市
民
の
負
担
が
増
大
す
る
参
加
の
強
化
に
比
べ
、

代
表
の
強
化
は
低
い
費
用
で
済
む
。

　

し
た
が
っ
て
、
費
用
対
効
果
の
観
点
で
、
代
表
の
強
化
は
、
参
加
の

強
化
よ
り
も
優
れ
て
い
る

）
54
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
「
費
用
対
効
果
と
し
て
の
道
具
的
価
値
」
の
観
点
か
ら
、

現
状
の
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
問
題
に
対
処
す
る
二
つ
の
方
策
、

「
参
加
の
強
化
」
と
「
代
表
の
強
化
」
を
比
較
検
討
し
た
。
第
二
節
で
は
、

現
状
の
選
挙
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
の
費
用
対
効
果
を
検
討
し
、
そ
れ
が

効
果
の
観
点
で
「
低
い
代
表
性
」
、
「
政
治
的
無
知
」
、
「
熟
議
の
欠
如
」

と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
三
節
で
は
、

多
く
の
論
者
が
支
持
す
る
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
、
そ
れ
が
最
大

限
機
能
し
た
場
合
、
効
果
の
観
点
で
の
改
善
を
も
た
ら
す
も
の
の
、
莫

大
な
費
用
が
か
か
る
こ
と
を
示
し
た
。
第
四
節
で
は
、
代
表
ア
プ
ロ
ー

チ
を
検
討
し
、
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
べ
て
少
な
い
費
用
で
、
そ
れ
が

政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
改
善
し
う
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

本
稿
の
貢
献
は
、
「
費
用
対
効
果
と
し
て
の
道
具
的
価
値
」
の
観
点

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
も
、
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ

の
方
が
規
範
的
に
魅
力
的
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
参

加
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
く
の
論
者
が
支
持
し
て
お
り
、
実
践
的
に
も
重
要

度
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
よ
り
も
有
望
な
方
策
を
示
す

こ
と
に
は
、
学
問
的
に
も
実
践
的
に
も
意
義
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
稿
の
議
論
に
は
、
重
要
な
限
界
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
議
論
が
、
強
化
策
の
導
入
費

用
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
抽
選
制
議
院
の
導
入
に
は
、
憲
法
改

正
）
55
（

を
は
じ
め
、
様
々
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
か
か

る
費
用
を
推
定
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
実
現
へ
の
道
筋
を
描
く
こ
と
す

ら
も
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
辿
っ
て
代
表

ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
施
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
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検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

本
稿
の
議
論
は
、
既
存
の
政
治
制
度
を
前
提
に
し
て
い
て
は
、
適
切

な
問
題
解
決
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
よ
り
良
い

政
治
を
望
む
な
ら
ば
、
個
別
の
争
点
を
め
ぐ
る
闘
争
を
繰
り
返
す
だ
け

で
な
く
、
根
本
的
な
制
度
変
革
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。

 

（
や
ま
ぐ
ち
・
あ
き
と
／
政
治
哲
学
）

注（
1
） 

二
〇
一
九
年
に
日
本
で
実
施
さ
れ
た
世
界
価
値
観
調
査
に
よ
れ
ば
、
国
会

を
信
頼
で
き
る
と
答
え
た
回
答
者
（
「
非
常
に
信
頼
す
る
」
と
「
や
や
信
頼

す
る
」
の
合
計
）
は
三
一
・
一
％
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
、
国
会
を
信
頼

で
き
な
い
と
答
え
た
回
答
者
（
「
あ
ま
り
信
頼
し
な
い
」
と
「
ま
っ
た
く
信

頼
し
な
い
」
の
合
計
）
は
五
八
・
四
％
に
上
っ
た
（Inglehart, R

. et al. (eds.). 
(2020) W

orld Values Survey: Round Seven - C
ountry-Pooled D

atafile 
Version: http://w

w
w.w

orldvaluessurve y.org/W
V

SD
ocum

entationW
V

7.
jsp. 

二
〇
二
二
年
七
月
一
五
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）
。

（
2
） H

ardt, M
. and M

ezzadra, S. (2016) “Th
e Pow

er of the M
ovem

ents 
Facing Trum

p, ” R
O

A
R

 

（https://roarm
ag.org/essays/trum

p-pow
er-

m
ovem

ents-protest/ 

二
〇
二
二
年
七
月
一
五
日
最
終
ア
ク
セ
ス
。
水
嶋
一
憲

訳
「
ト
ラ
ン
プ
に
立
ち
向
か
う
運
動
の
力
」『
現
代
思
想
』
第
四
五
巻
第
一
号
、

青
土
社
、
二
〇
一
七
年
）. M

ounk, Y. (2018) Th
e People vs. D

em
ocracy: 

W
hy O

ur Freedom
 Is in D

anger and H
ow

 to Save It. H
arvard U

niversity 
Press, pp. 184-8 

（
吉
田
徹
訳
『
民
主
主
義
を
救
え
！
』
岩
波
書
店
、
二
〇

一
九
年
、
一
九
〇
―
三
頁
）.

（
3
） 

蒲
島
と
境
家
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
ら
に
依
拠
し
て
、
政
治
参
加
を
「
政
府

の
政
策
決
定
に
影
響
を
与
え
る
べ
く
意
図
さ
れ
た
一
般
市
民
の
活
動
」
と
定

義
し
、
投
票
を
は
じ
め
と
し
た
市
民
の
広
汎
な
活
動
を
含
め
て
い
る
（
蒲
島

郁
夫
・
境
家
史
郎
『
政
治
参
加
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
、
二

―
三
頁
）
。

（
4
） 

道
具
的
価
値
と
内
在
的
価
値
（
非
道
具
的
価
値
）
に
つ
い
て
は
、
小
林
卓

人
「
政
治
的
決
定
手
続
き
の
価
値
―
―
非
道
具
主
義
・
道
具
主
義
・
両
立
主

義
の
再
構
成
と
吟
味
」
『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
。

（
5
） 

こ
れ
ま
で
の
民
主
主
義
論
で
道
具
的
価
値
が
問
題
に
な
る
の
は
、
一
部
の

知
者
が
統
治
す
る
「
エ
ピ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
（epistocracy

）
」
や
、
完
全
に
ラ

ン
ダ
ム
な
意
思
決
定
で
あ
る
「
コ
イ
ン
投
げ
（coin flip

）
」
と
の
比
較
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
意
思
決
定
手
続
き
は
、
民
主
政
と
政
策
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
が
大
き
く
異
な
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
費
用
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど

注
目
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
6
） 

長
峯
純
一
『
費
用
対
効
果
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
五

頁
。

（
7
） 

同
、
一
四
四
頁
。

（
8
） Boardm

an A
. E. et al. (2018) C

ost–Benefit Analysis: C
oncepts and 

Practice (Fifth Edition). C
am

bridge U
niversity Press, p. 466.

（
9
） 

そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
正
統
性
（legitim

acy

）
の
問
題
は
本
稿
で
は
検
討
し

な
い
。
第
四
節
で
論
じ
る
代
表
の
強
化
策
に
つ
い
て
は
、
ラ
フ
ォ
ン
に
よ
る

正
統
性
に
基
づ
く
批
判
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
対
す
る
応
答
は
行
わ

な
い
（Lafont, C

. (2020) D
em

ocracy W
ithout Shortcuts: A Participatory 

C
onception of D

eliberative D
em

ocracy. O
xford U

niversity Press, C
hap. 

4.

）
。

（
10
） 

道
具
的
価
値
に
は
、
手
続
き
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
法
や
政
策
の
費
用
対
効

果
だ
け
で
な
く
、
そ
の
手
続
き
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
様
々
な
副
次

的
な
効
果
（
例
え
ば
、
政
治
参
加
に
よ
る
教
育
効
果
な
ど
）
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
注
（
54
）
で
言
及
す
る
。

（
11
） 
大
野
泰
資
「
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
と
費
用
便
益
分
析
」
塚
本
一
郎
・
関
正
雄
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編
『
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
と
社
会
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
―
―
S 

D 

G s
時
代
に

お
け
る
社
会
的
事
業
の
成
果
を
ど
う
可
視
化
す
る
か
』
第
一
法
規
、
二
〇
二

〇
年
、
六
五
―
六
頁
。

（
12
） Fishkin, J. (2009) W

hen the People Speak: D
eliberative D

em
ocracy and 

Public C
onsultation. O

xford U
niversity Press, chap. 3

（
曽
根
泰
教
監
訳
、

岩
城
貴
子
訳
『
人
々
の
声
が
響
き
合
う
と
き
―
―
熟
議
空
間
と
民
主
主
義
』

早
川
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
第
三
章
）.

（
13
） Ibid.: p. 80 
（
同
、
一
二
八
―
九
頁
）.

（
14
） 

た
だ
し
、
大
衆
に
よ
る
マ
ク
ロ
な
熟
議
は
、
費
用
の
観
点
か
ら
、
め
っ
た

に
起
こ
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
（Ibid.: pp. 90-1. 

（
同
、
一
四
四
頁
）
）
。

（
15
） Brennan, J. and H

ill, L. (2014) C
om

pulsory Voting: For and Against. 
C

am
bridge U

niversity Press, p. 38.

（
16
） Landem

ore, H
. (2020) O

pen D
em

ocracy: Reinventing Popular Rule for 
the Tw

enty-First C
entury. Princeton U

niversity Press, p. 12.

（
17
） Ibid.: pp. 205-6.

（
18
） 

ラ
ン
デ
モ
ア
の
議
論
の
よ
り
詳
細
な
検
討
は
、
山
口
晃
人
「
『
開
か
れ
た

民
主
主
義
』
の
批
判
的
検
討
」
『
相
関
社
会
科
学
』
第
三
〇
／
三
一
合
併
号
、

二
〇
二
二
年
を
参
照
。

（
19
） Parvin, P. (2018) “D

em
ocracy W

ithout Participation: A N
ew

 Politics 
for a D

isengaged Era, ” Res Publica Vol. 24, pp. 31-52.

（
20
） G

ilens, M
. (2012) Affluence &

 Influence: Econom
ic Inequality and 

Political Pow
er in Am

erica. Princeton U
niversity Press, pp. 83-4.

（
21
） 

米
国
の
連
邦
議
会
議
員
は
、
四
四
％
が
百
万
ド
ル
以
上
の
純
資
産
を
持
ち
、

八
二
％
が
男
性
で
、
八
六
％
が
白
人
、
半
数
以
上
が
弁
護
士
か
銀
行
家
出
身

で

あ

る
（G

uerrero, A. A. (2014) “Against Elections: Th
e Lottocratic 

Alternative, ” Philosophy and Public Affairs Vol. 42, N
o. 2, p. 167.

）
。

（
22
） M

cC
orm

ick, J. P. (2011) M
achiavellian D

em
ocracy. C

am
bridge 

U
niversity Press, pp. 91-2. 

山
口
晃
人
「
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
―
―
籤
に
基
づ
く

代
表
制
民
主
主
義
の
検
討
」
『
政
治
思
想
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
、

三
七
一
頁
。

（
23
） E.g. D

elli C
arpini, M

. X
. and K

eeter, S. (1996) W
hat Am

ericans 
Know

 About Politics and W
hy It M

atters. Yale U
niversity Press. C

hap. 2.

（
24
） Som

in, I. (2013) D
em

ocracy and Political Ignorance: W
hy Sm

aller 
G

overnm
ent is Sm

arter. Stanford Law
 Book, C

hap. 3 

（
森
村
進
訳
『
民
主

主
義
と
政
治
的
無
知
―
―
小
さ
な
政
府
の
方
が
賢
い
理
由
』
信
山
社
、
二
〇

一
六
年
、
第
三
章
）.

（
25
） G

uerrero “Against Election, ” pp. 139-45.

（
26
） G

oodin, R
. E. and Spiekerm

ann, K
. (2018) An Epistem

ic Th
eory of 

D
em

ocracy. O
xford U

niversity Press, C
hap. 21.

（
27
） 

山
口
晃
人
「
議
会
政
党
の
存
在
意
義
―
―
政
治
哲
学
の
観
点
か
ら
」
日
本

政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
』
第
七
一
巻
第
二
号
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇

年
、
一
〇
七
頁
。

（
28
） 

総
務
省
H 

P
（https://w

w
w.soum

u.go.jp/senkyo/senkyo_s/new
s/

sonota/ritu/ 

二
〇
二
二
年
七
月
一
五
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）
。

（
29
） Inglehart et al. W

orld Values Survey.

（
30
） H

ardt and M
ezzadra, “Th

e Pow
er of the M

ovem
ents Facing Trum

p, ” 

（
水
嶋
訳
「
ト
ラ
ン
プ
に
立
ち
向
か
う
運
動
の
力
」
）. M

ounk, Th
e People vs. 

D
em

ocracy, pp. 184-8 

（
吉
田
訳
『
民
主
主
義
を
救
え
！
』
一
九
〇
―
三
頁
）.

（
31
） Pettit, P. (2012) O

n the People’s Term
s: A Republican Th

eory and M
odel 

of D
em

ocracy. C
am

bridge U
niversity Press, pp. 225-9.

（
32
） H

ill, L. (2015) “R
epublican dem

ocracy and com
pulsory voting, ” 

C
ritical Review

 of International Social and Political Philosophy, Vol. 18, 
N

o. 6, pp. 652-60.
（
33
） Lafont, D

em
ocracy W

ithout Shortcuts.
（
34
） Parvin “D

em
ocracy W

ithout Participation. ”

（
35
） 
実
際
、
義
務
投
票
制
の
下
で
さ
え
も
、
社
会
的
に
有
利
な
人
々
（
民
族
多
数
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派
、
高
所
得
者
、
男
性
な
ど
）
は
、
そ
う
で
な
い
人
々
よ
り
も
投
票
率
が
高
い

（Brennan, J. (2018) “D
oes the D

em
ographic O

bjection to Epistocracy 
Succeed?, ” Res Publica Vol. 24,. p. 58, 62, 68.

）
。
ま
た
、
義
務
投
票
制
は
、

有
権
者
の
政
治
的
知
識
の
向
上
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
（Birch, S. (2009) 

Full Participation: A
 C

om
parative Study of C

om
pulsory Voting. 

M
anchester U

niversity Press, p. 140

）
。

（
36
） Brennan and H

ill, C
om

pulsory Voting, p. 106.

（
37
） 

も
ち
ろ
ん
、
政
治
参
加
や
そ
の
た
め
の
情
報
収
集
を
負
担
と
感
じ
な
い
人

も
一
部
に
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
人
々
は
現
状
で
も
既
に
そ

う
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
参
加
の
強
化
に

よ
っ
て
新
た
に
政
治
的
な
活
動
を
始
め
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
政
治
的
な
活

動
を
行
う
こ
と
は
あ
る
程
度
の
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
38
） 

二
〇
一
一
年
以
降
の
抗
議
運
動
は
、
い
ず
れ
も
政
府
の
政
策
変
更
に
成
功

し
て
い
な
い
（
浅
井
直
哉
「
日
本
に
お
け
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
展
開
」
岩
井
奉
信
・
岩
崎
正
洋
編
『
日
本
政
治
と
カ
ウ
ン
タ
ー
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
二
〇
四
頁
）
。

（
39
） Som

in, D
em

ocracy and Political Ignorance, pp. 97-9 

（
森
村
訳
『
民
主

主
義
と
政
治
的
無
知
』
八
五
―
七
頁
）.

（
40
） Ibid, p. 104 

（
同
、
九
一
頁
）.

（
41
） 

山
本
達
也
「
カ
ウ
ン
タ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
世
界
的
潮
流 
代
議
制
民

主
主
義
の
補
完
か
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
の
危
機
か
？
」
岩
井
奉
信
・
岩
崎

正
洋
編
『
日
本
政
治
と
カ
ウ
ン
タ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
勁
草
書
房
、
二
〇

一
七
年
、
一
七
七
―
八
三
頁
。

（
42
） M
acpherson, C

. B. (1977) Th
e Life and Tim

es of Liberal D
em

ocracy. 
O

xford U
niversity Press, pp. 108-15 

（
田
口
富
久
治
訳
『
自
由
民
主
主
義

は
生
き
残
れ
る
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
七
七
―
八
八
頁
）.

（
43
） Lafont, D

em
ocracy w

ithout Shortcuts, C
hap. 4.

（
44
） A

ckerm
an, B

. and Fishkin, J. S. (2005) D
eliberation D

ay. Yale 

U
niversity Press 

（
川
岸
令
和
・
谷
澤
正
嗣
・
青
山
豊
訳
『
熟
議
の
日
―
―

普
通
の
市
民
が
主
権
者
に
な
る
た
め
に
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
五

年
）.

（
45
） Parvin “D

em
ocracy W

ithout Participation. ”

（
46
） 

こ
の
構
想
は
、
山
口
「
議
会
政
党
の
存
在
意
義
」
第
四
節
の
構
想
と
ほ
ぼ

同
じ
だ
が
、
提
案
（
情
報
提
供
）
機
能
を
選
挙
制
議
院
（
選
挙
制
提
案
院
）

だ
け
で
な
く
、
抽
選
制
議
院
（
抽
選
制
提
案
院
）
も
担
う
と
い
う
点
で
異
な

る
。

（
47
） 

岡
﨑
晴
輝
「
選
挙
制
と
抽
選
制
」
『
憲
法
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
九
年
、

九
四
頁
。

（
48
） 

「
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
、
籤
代
表
の
半
数
は
女
性
、
一
三
％
は
黒
人
で

あ
り
、
別
の
一
三
％
は
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
、
四
～
五
％
は
ゲ
イ
、
約
一
一
％
は

貧

困

層

か

ら

選

ば

れ

る
［Zakaras (2010) “Lot and D

em
ocratic 

Representation: A M
odest Proposal, ” C

onstellations, Vol. 17, N
o. 3, p. 

461.

］
。
重
要
な
の
は
、
無
作
為
抽
出
は
こ
れ
ら
の
既
知
の
属
性
だ
け
で
な
く
、

未
知
の
も
の
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
属
性
に
つ
い
て
、
統
計
的
な
記
述
的
代
表

を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
全
人
民
が
熟
慮
す
る
と
X
％

が
賛
成
す
る
よ
う
な
政
策
に
つ
い
て
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
人
々
が
熟
慮
す

る
と
、
お
お
よ
そ
X
％
賛
成
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
」
（
山
口
「
ロ
ト
ク

ラ
シ
ー
」
三
六
七
―
八
頁
： ［　

］
内
は
引
用
者
）
。

（
49
） Fishkin, W

hen the People Speak 

（
曽
根
監
訳
・
岩
城
訳
『
人
々
の
声
が

響
き
合
う
と
き
』
）. 

ダ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヴ
ァ
ン
・
レ
イ
ブ
ル
ッ
ク
『
選
挙
制

を
疑
う
』
岡
﨑
晴
輝
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
・
ヴ
ァ
ン
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ベ
ー
ク
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
年
、
一
二
四
―
四
〇
頁
。

（
50
） 

山
口
「
議
会
政
党
の
存
在
意
義
」
一
二
〇
頁
。

（
51
） 

選
ば
れ
た
市
民
の
辞
退
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
山
口
「
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
」

三
七
四
頁
を
参
照
。

（
52
） 
そ
の
他
に
考
え
ら
れ
る
費
用
は
、
制
度
を
運
用
す
る
た
め
の
財
政
的
負
担
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で
あ
る
。
正
確
に
ど
の
く
ら
い
の
費
用
が
か
か
る
か
は
予
想
し
が
た
い
が
、

提
案
で
は
参
議
院
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
関
わ
る
選
挙
費
用
、
議
員
報
酬
、

政
党
交
付
金
な
ど
の
費
用
が
減
る
の
で
、
二
種
類
の
抽
選
制
議
院
の
導
入
で

生
じ
る
費
用
は
あ
る
程
度
相
殺
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
53
） 
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
全
有
権
者
が
選
挙
で
投
票
す
る
の
で

は
な
く
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
一
部
の
有
権
者
だ
け
が
選
挙
で
投
票
す
る
「
参

政
権
付
与
く
じ
（enfranchisem

ent lottery

）
」
（López-G

uerra, C
. (2010) 

“Th
e Enfranchisem

ent Lottery, ” Politics, Philosophy &
 Econom

ics Vol. 
10, N

o. 2, pp. 211-33.

）
が
、
通
常
の
選
挙
よ
り
も
望
ま
し
い
か
も
し
れ

な
い
。
特
に
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
有
権
者
が
争
点
に
つ
い
て
熟
議
し
た
上

で
投
票
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
熟
議
の
日
」
構
想
（Ackerm

an and 
Fishkin, D

eliberation D
ay

（
川
岸
・
谷
澤
・
青
山
訳
『
熟
議
の
日
』
）.

） 

の

上
位
互
換
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。

（
54
） 

こ
れ
に
対
し
、
参
加
の
強
化
論
者
は
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
以
外
の
参
加

の
効
果
か
ら
、
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
を
擁
護
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、

ペ
イ
ト
マ
ン
や
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
政
治
参
加
に
よ
っ

て
人
々
は
人
格
的
に
陶
冶
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（Patem

an, C
. (1970) 

Participation and D
em

ocratic Th
eory. C

am
bridge U

niversity Press 

（
寄
本

勝
美
訳
『
参
加
と
民
主
主
義
理
論
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
）. 

M
acpherson, Th

e Life and Tim
es of Liberal D

em
ocracy 

（
田
口
訳
『
自
由

民
主
主
義
は
生
き
残
れ
る
か
』
）.

）
。

 

　

し
か
し
な
が
ら
、
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
が
何
ら
か
の
点
で
優
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
代
表
ア
プ
ロ
ー
チ
に
反
対
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

参
加
の
強
化
だ
け
で
な
く
、
代
表
の
強
化
も
同
時
に
行
っ
た
方
が
良
い
と
考

え
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ら
だ
。

 

　

第
一
に
、
代
表
の
強
化
は
、
選
ば
れ
た
市
民
に
大
き
な
教
育
的
効
果
を
も

た
ら
す
。
無
論
、
選
ば
れ
る
の
は
人
口
の
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
の
で
、
そ

の
効
果
は
誇
張
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
抽
選
制
議
院
が

国
会
だ
け
で
な
く
、
地
方
議
会
に
も
設
置
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
機
会
は
飛
躍
的

に
増
大
す
る
。

 

　

第
二
に
、
参
加
の
強
化
だ
け
で
は
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
改
善
に
は
不
十
分

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
第
三
節
で
は
、
参
加
の
強
化
策
が
人
々
の
動
員
に

成
功
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
う
ま
く
い
く
と
は

限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
パ
ー
ビ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
参
加
は

不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
政
治
シ
ス
テ
ム

の
よ
り
大
き
な
改
善
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
代
表
の
強
化
も
必
要
で
あ
る
。

 

　

第
三
に
、
参
加
の
強
化
と
代
表
の
強
化
に
は
相
乗
効
果
が
あ
る
。
代
表
の

強
化
策
で
置
か
れ
る
抽
選
制
議
院
と
接
続
さ
れ
る
こ
と
で
、
市
民
運
動
は
よ

り
効
果
的
に
政
治
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
選
挙
制

議
院
で
は
議
題
に
上
が
ら
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
抽
選
制
提
案
院
に
陳
情

す
る
こ
と
で
、
立
法
化
の
道
が
開
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
現
状
で
は
、

法
案
の
可
否
は
各
政
党
の
議
席
数
で
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
反
対
デ

モ
が
法
案
の
阻
止
に
成
功
し
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
代

表
の
強
化
策
で
は
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
市
民
か
ら
な
る
抽
選
制
決
定
院
が

最
終
的
な
決
定
権
を
持
つ
の
で
、
反
対
デ
モ
が
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す

余
地
が
あ
る
。

 

　

し
た
が
っ
て
、
同
時
採
択
の
費
用
対
効
果
が
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
単
体
よ
り

も
低
い
と
考
え
る
の
で
な
い
限
り
、
参
加
の
強
化
論
者
に
は
、
代
表
の
強
化

を
同
時
に
支
持
す
る
理
由
が
あ
る
。

（
55
） 

岡
﨑
「
選
挙
制
と
抽
選
制
」
、
九
五
―
六
頁
。
た
だ
し
、
憲
法
改
正
を
回

避
す
る
方
法
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
助
言
機
関
と
し
て
、
無
作
為
抽
出
さ
れ
た

市
民
か
ら
な
る
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
を
導
入
す
る
こ
と
だ
。
助
言
機
関
の

提
言
を
ど
の
程
度
考
慮
す
る
か
は
、
既
存
の
選
挙
制
議
会
の
裁
量
に
委
ね
ら

れ
る
が
、
政
策
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
改
善
に
一
定
程
度
は
資
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
助
言
機
関
の
導
入
は
、
実
質
的
な
権
限
を
持
つ
抽
選
制
議
院
へ

の
足
が
か
り
に
も
な
り
う
る
。
助
言
機
関
で
さ
え
、
現
在
の
日
本
で
は
導
入
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さ
れ
る
見
込
み
は
低
い
が
、
民
意
に
適
っ
た
意
思
決
定
を
望
む
人
々
に
と
っ

て
、
抽
選
制
の
導
入
を
目
指
す
こ
と
は
価
値
の
あ
る
賭
け
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
草
稿
は
、
森
政
稔
先
生
の
ゼ
ミ
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
森
先
生

を
は
じ
め
、
参
加
者
の
方
々
か
ら
多
数
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

査
読
者
の
先
生
方
に
は
、
本
稿
の
修
正
に
資
す
る
重
要
な
ご
指
摘
を
い
た
だ

い
た
。
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
る
。

※
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
（19J22485

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

費
用
対
効
果
、
民
主
主
義
、
ロ
ト
ク
ラ
シ
ー
、
参
加
、
代
表
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書
評　

『
共
和
主
義
者
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー 

 
 

―
―
古
代
ロ
ー
マ
を
め
ぐ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
交
錯

』

（
定
森
亮
著
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）

厚
見
恵
一
郎

　

「
共
和
政
の
歴
史
」
と
は
何
か
。
西
洋
政
治
思
想
史
に
お
い
て
共
和
政

の
歴
史
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
位
相
で
語
ら
れ
う
る
。
一
つ
は
、
古
代
か

ら
近
代
に
通
じ
る
政
体
概
念
史
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
キ
ケ
ロ
以
来
僭
主
政

に
対
抗
す
る
「
法
の
支
配
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
共
和
政
が
、
近
代

に
至
り
、
一
人
支
配
と
し
て
の
君
主
政
と
の
対
比
で
、
多
数
者
な
い
し
全

員
支
配
と
し
て
の
民
主
政
と
同
一
視
さ
れ
て
い
く
過
程
が
強
調
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
共
和
政
の
興
亡
を
一
国
家
の
政
治
史
に
お
い
て
体
現
し
、

そ
の
後
の
政
体
理
解
に
歴
史
的
範
例
を
提
供
し
た
古
代
ロ
ー
マ
史
そ
の
も

の
で
あ
る
。
「
ロ
ー
マ
史
解
釈
の
政
治
思
想
史
」
の
系
譜
に
名
を
連
ね
る

思
想
家
は
多
い
が
、
本
書
は
、
古
代
ロ
ー
マ
史
の
読
解
を
独
自
の
政
体
理

解
へ
と
結
晶
さ
せ
、
前
述
の
「
共
和
政
の
歴
史
」
の
二
つ
の
位
相
の
交
差

点
に
位
置
す
る
人
物
と
し
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を

丹
念
に
比
較
考
察
し
て
い
く
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は

『
ロ
ー
マ
人
盛
衰
原
因
論
』
か
ら
『
法
の
精
神
』
へ
と
「
法
の
支
配
」
の

論
理
を
発
展
さ
せ
る
際
に
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
と

対
峙
し
つ
つ
、
共
和
政
ロ
ー
マ
か
ら
帝
政
へ
の
変
容
の
原
因
と
し
て
、
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
は
欠
落
し
て
い
た
富
の
内
実
の
分
析
（
＝
貨
幣
を
含
む

動
産
の
移
転
）
と
富
の
配
分
に
か
か
わ
る
視
点
を
導
入
し
た
。
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
が
政
体
論
に
奢
侈
や
競
合
と
い
っ
た
「
商
業
の
精
神
」
を
組
み
入

れ
、
自
由
の
概
念
を
軍
事
的
自
立
や
拡
大
と
は
区
別
さ
れ
た
制
限
政
体
を

意
味
す
る
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
本
書
は

こ
う
し
た
転
換
を
、
共
和
政
ロ
ー
マ
史
解
釈
を
め
ぐ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

と
の
差
異
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
古
代
ロ
ー
マ
と
対

比
し
た
の
は
、
国
内
分
裂
が
外
国
か
ら
の
侵
攻
を
招
い
た
十
五
世
紀
末
か

ら
十
六
世
紀
初
頭
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
が
古
代
ロ
ー
マ
と
対
比
し
た
の
は
、
商
業
の
発
展
に
支
え
ら
れ
た

十
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
っ
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
貴
族
と
平
民

の
対
立
が
暴
力
の
相
を
呈
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
反
面
鏡
と
し
て
、
内
紛

が
平
民
の
軍
事
参
加
と
混
合
政
体
の
確
立
に
つ
な
が
っ
た
共
和
政
形
成
期



社会思想史研究　No. 46　2022

●　208

平
民
を
法
制
度
の
枠
内
で
拮
抗
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
法
の
支
配
」
を
維
持

す
る
役
割
を
長
年
に
わ
た
っ
て
果
た
し
て
き
た
。
同
時
に
、
所
有
欲
と
権

力
欲
を
結
合
さ
せ
る
こ
の
制
度
は
、
ロ
ー
マ
国
内
の
階
層
紛
争
の
火
種
で

も
あ
っ
た
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
の
農
地
法
改
革
が

所
有
欲
に
燃
え
る
貴
族
の
反
発
を
招
き
、
暴
力
的
内
紛
に
よ
る
混
合
政
体

崩
壊
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
商
業
の
時
代
を
生
き

る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
、
財
産
を
構
成
す
る
の
は
土
地
だ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
は
異
な
り
、

ロ
ー
マ
史
に
お
い
て
農
地
法
よ
り
も
相
続
法
の
歴
史
に
注
目
す
る
。
第
一

次
ポ
エ
ニ
戦
争
前
後
の
銀
貨
幣
の
流
通
は
、
富
と
土
地
を
切
り
離
し
、
土

地
所
有
者
た
り
え
な
か
っ
た
女
性
の
富
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
。
土
地
と

権
力
の
結
合
を
前
提
と
し
た
財
産
登
録
制
度
の
内
実
は
形
骸
化
し
、
家
長

で
あ
る
市
民
が
市
民
権
を
失
わ
ず
に
女
性
に
財
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
信
託
遺
贈
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。
富
が
不
動
産
の
み
な
ら

ず
動
産
の
か
た
ち
を
と
っ
て
家
単
位
で
相
続
さ
れ
て
い
く
と
き
、
不
平
等

と
奢
侈
が
一
層
増
大
し
た
こ
と
が
、
共
和
政
ロ
ー
マ
か
ら
そ
の
原
理
た
る

「
徳
」
の
精
神
を
奪
い
、
共
和
国
崩
壊
の
原
因
と
な
っ
た
。
相
続
法
は
、

共
和
政
初
期
に
お
い
て
は
統
治
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
「
国
制
の
法
律
」

で
あ
っ
た
が
、
共
和
政
末
期
に
お
い
て
は
、
個
別
の
市
民
の
私
有
財
産
の

安
全
に
か
か
わ
る
「
市
民
の
法
律
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
差
異
は
、
共
和
政

衰
退
時
の
治
療
策
の
差
異
に
も
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
軍
事
的
独
裁
に
よ
る

秩
序
の
回
復
か
、
封
建
法
に
由
来
す
る
貴
族
の
裁
判
権
に
よ
る
制
限
政
体

の
維
持
か
と
い
う
、
自
由
の
保
持
手
段
の
違
い
で
あ
る
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

の
古
代
ロ
ー
マ
を
理
想
化
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
古
代

ロ
ー
マ
の
外
政
に
お
け
る
軍
事
的
自
立
・
拡
大
と
内
政
に
お
け
る
「
法
の

支
配
」
と
を
不
可
分
と
み
な
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
法
の
精
神
』
執
筆

段
階
で
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
古
代
ロ
ー
マ
史
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」

と
軍
事
力
を
峻
別
す
べ
き
と
の
認
識
を
も
つ
に
至
り
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

の
ロ
ー
マ
史
解
釈
に
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
（
例
と
し

て
ブ
ル
ト
ゥ
ス
の
息
子
た
ち
に
対
す
る
裁
判
の
解
釈
な
ど
）
。
と
く
に
、
ロ
ー

マ
に
お
け
る
財
産
登
録
制
度
の
効
力
失
墜
と
富
の
不
平
等
の
拡
大
の
原
因

を
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
以
上
に
詳
細
に
分
析
す
る
な
か
で
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
は
、
ロ
ー
マ
で
「
法
の
支
配
」
が
実
現
す
る
過
程
だ
け
で
な
く
そ

れ
が
失
わ
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
て
い
き
、
つ
い
に
は

『
法
の
精
神
』
の
思
想
的
革
新
の
中
心
を
な
す
、
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
（
＝
統

治
の
国
制
の
法
律
）
と
シ
ヴ
ィ
ル
（
＝
被
治
者
間
の
水
平
関
係
を
規
定
す
る
市

民
の
法
律
）
の
概
念
的
区
別
―
―
ひ
い
て
は
軍
事
力
に
よ
ら
ず
商
業
と
も

併
存
可
能
な
種
類
の
「
自
由
」
と
し
て
の
「
法
の
支
配
」
の
概
念
―
―
へ

と
行
き
着
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

富
の
配
分
の
失
敗
が
共
和
政
の
失
敗
を
も
た
ら
す
―
―
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
と
も
に
、
ロ
ー
マ
史
か
ら
こ
の
教
訓
を
読
み

取
っ
た
。
し
か
し
富
の
配
分
の
失
敗
の
中
心
が
ど
こ
に
あ
り
、
そ
う
し
た

失
敗
を
避
け
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
双
方
の
間
に
は
微
妙
か

つ
決
定
的
な
差
異
が
存
在
す
る
。
本
書
が
着
目
す
る
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ

に
お
け
る
財
産
登
録
制
度
と
、
そ
の
も
と
に
あ
る
農
地
法
や
相
続
法
で
あ

る
。
参
政
権
や
軍
務
を
土
地
財
産
に
応
じ
て
配
分
す
る
財
産
登
録
制
度
は
、

財
力
と
政
治
権
力
を
結
び
付
け
て
市
民
資
格
の
基
礎
を
つ
く
り
、
貴
族
と
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ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
隔
て
る
二

世
紀
―
―
「
征
服
の
精
神
」
か
ら
「
商
業
の
精
神
」
へ
の
移
行
が
生
じ
た

こ
の
二
世
紀
の
間
に
は
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
ゲ
ル
マ
ン
封
建
制
と
キ

リ
ス
ト
教
会
と
が
ロ
ー
マ
史
解
釈
に
及
ぼ
し
た
複
雑
な
影
響
が
介
在
し
て

い
る
―
―
の
ロ
ー
マ
史
解
釈
の
変
遷
の
叙
述
や
、
同
時
代
の
他
の
ロ
ー
マ

史
論
の
な
か
で
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
独
自
性
の
分
析
が
本
書
の
う
ち
に

は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
以
上
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
「
ロ
ー
マ
的
共
和
主

義
」
の
受
容
・
変
遷
史
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
古

代
と
の
距
離
の
自
覚
を
も
っ
て
同
時
代
の
政
治
を
認
識
す
る
人
文
主
義
政

治
思
想
家
の
一
人
と
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
単
体
比
較
に
お
い
て
そ
の
ロ
ー
マ
史
理
解
の
意
義
を
解
明

す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
研
究
と
い
え
よ
う
。
ロ
ー
マ
共
和
政
初
期
に
着
目

し
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
征
服
の
精
神
」
と
末
期
に
着
目
し
た
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
の
「
商
業
の
精
神
」
と
の
対
比
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
、
本
書

の
基
本
枠
組
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
書

が
採
用
す
る
「
共
和
主
義
」
や
「
専
制
に
抗
す
る
法
の
支
配
」
が
両
者
の

比
較
の
視
座
と
し
て
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
る
か
が
吟
味
さ
れ
う
る
で
あ
ろ

う
。
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
「
法
の
支
配
」
や
「
経
済
」
を
ど
こ
ま
で
見
い

だ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
研
究
者
の
間
で
諸
解
釈
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
ロ
ー
マ
」
を
土
地
所
有
の

平
等
（
の
崩
壊
）
に
も
と
づ
く
共
和
政
ロ
ー
マ
（
の
衰
退
）
に
収
斂
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
も
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
時
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が

農
業
で
は
な
く
商
業
に
依
存
し
て
お
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
政
治
的
権
力
を

彼
が
重
要
な
論
点
と
し
て
い
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
再
検
討
の

リ
に
よ
れ
ば
、
共
和
政
衰
退
の
原
因
は
習
俗
の
腐
敗
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
に

お
け
る
市
民
の
軍
事
・
政
治
参
加
に
よ
る
領
土
拡
大
の
栄
誉
と
、
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
に
お
け
る
傭
兵
依
存
に
よ
る
外
国
へ
の
屈
服
の
柔
弱
さ
と
が
対
比

さ
れ
る
。
習
俗
の
刷
新
の
方
法
は
武
装
し
た
単
独
の
立
法
者
し
か
な
い
が
、

そ
れ
と
て
も
栄
枯
盛
衰
の
循
環
の
影
響
を
免
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
共
和
政
の
衰
退
は
何
よ
り
も
統
治
の
専
制
的

傾
向
の
う
ち
に
現
れ
る
。
そ
こ
で
対
比
さ
れ
る
の
は
、
ス
ッ
ラ
に
よ
る
裁

判
権
濫
用
に
よ
っ
て
市
民
の
自
由
な
意
思
が
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

共
和
政
末
期
の
―
―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
君
主
政
の
―
―
ロ
ー
マ

と
、
封
建
法
の
遺
産
ゆ
え
に
貴
族
が
中
間
権
力
と
し
て
君
主
を
制
限
し
え

た
フ
ラ
ン
ス
や
、
商
業
を
通
じ
て
勃
興
し
た
中
間
層
が
絶
対
君
主
を
抑
制

し
た
制
限
政
体
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
近
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
中
間
権
力
は
、
習
俗
の
腐
敗
に
真
っ
向
か
ら
対
峙
す

る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
君
主
と
は
異
な
り
、
適
度
に
「
腐
敗
」
し
て
い
る

―
―
縦
の
統
治
に
お
け
る
支
配
欲
と
は
区
別
さ
れ
た
横
の
競
合
に
お
け
る

所
有
欲
を
持
ち
続
け
て
い
る
―
―
か
ら
こ
そ
、
統
治
に
お
け
る
緊
張
（
独

裁
）
と
弛
緩
（
腐
敗
）
の
循
環
を
克
服
し
う
る
、
制
限
政
体
と
い
う
か
た

ち
で
の
「
法
の
支
配
」を
推
進
す
る
存
在
た
り
え
た
の
で
あ
る
。
祖
国
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
存
亡
が
何
よ
り
の
関
心
事
で
あ
っ
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
、

国
家
間
の
勢
力
均
衡
が
前
提
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ゲ
ル
マ
ン
法
と

ロ
ー
マ
法
の
両
遺
産
の
歴
史
的
役
割
を
認
識
し
よ
う
と
し
た
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
。
「
共
和
政
の
歴
史
」
を
め
ぐ
る
古
代
ロ
ー
マ
と
近
代
と
の
交
錯

の
一
側
面
が
、
本
書
で
は
丁
寧
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
構
成
の
本
書
を
、
ど
の
よ
う
な
研
究
書
と
し
て
読
ん
だ
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え
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
は
、
財
の
配
分
や
移
転
が
権
力
の
構
造
や

公
共
性
の
度
合
い
を
直
接
左
右
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

二
つ
目
に
、
フ
ラ
ン
ス
君
主
政
の
解
釈
を
め
ぐ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
比
較
、
も
し
く
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
か
ら
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
へ
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
評
者
は
興
味
を
惹
か
れ
る
。
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
君
主
論
』
第
四
章
で
集
権
的
官
僚
制
に
支
え
ら
れ
た
君
主

（
ト
ル
コ
）
と
封
建
諸
侯
の
な
か
の
君
主
（
フ
ラ
ン
ス
）
を
対
比
し
て
い
る
が
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
専
制
君
主
に
抗
う
フ
ラ
ン
ス
騎
士
層
貴
族
の
重
要
性

を
発
見
し
、
商
業
精
神
と
両
立
し
う
る
「
名
誉
」
と
い
う
貴
族
的
要
素
を

君
主
政
の
原
理
と
し
て
い
っ
た
。
寡
頭
政
と
民
衆
政
が
入
れ
替
わ
る
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
を
前
提
と
し
た
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
い
て
「
君
主
／
人
民
」

と
「
貴
族
／
平
民
」
の
二
項
組
相
互
の
関
係
が
今
一
つ
不
明
瞭
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
中
世
封
建
法
の
遺
産
を
受
け
継
ぐ
フ
ラ
ン
ス
を
前

提
と
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
お
い
て
は
「
君
主
／
貴
族
／
市
民
」
の
役

割
分
担
が
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
お
け
る
「
共
和
政
の
歴
史
」
を
丹
念
に
比
較
し
た
本
書

は
、
そ
の
裏
面
と
し
て
、
君
主
主
義
・
貴
族
主
義
を
比
較
視
座
に
採
用
し

た
場
合
の
両
者
の
対
話
や
両
者
間
の
変
遷
過
程
に
目
を
向
け
る
可
能
性
を

も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
あ
つ
み
・
け
い
い
ち
ろ
う
／
西
洋
政
治
思
想
史
）

余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
制
限
政
体
に
よ
る
自
由
の
擁
護

と
専
制
へ
の
対
抗
」
を
も
っ
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
「
共
和
主
義
者
」
と

み
な
す
本
書
が
、
複
数
の
啓
蒙
と
絡
む
共
和
主
義
の
多
面
性
に
着
目
し
て

い
く
共
和
主
義
研
究
の
現
在
に
い
か
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
う
る
か
を

考
え
る
、
と
い
う
課
題
も
あ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
は
、
以
下
で
、「
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
の
欠
陥
を
補
う
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
」
と
い
う
本
書
の
視
座
と
は

逆
に
、（
「
利
益
と
競
合
」
で
は
な
く
）「
情
念
と
征
服
」
を
旨
と
す
る
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
か
ら
逆
照
射
さ
れ
う
る
論
点
を
二
つ
考
え
て
み
た
い
。

　

一
つ
目
は
農
地
法
改
革
の
解
釈
で
あ
る
。
本
書
は
、
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』

第
一
巻
第
三
七
章
に
お
け
る
ロ
ー
マ
農
地
法
改
革
の
記
述
を
、
不
動
産
分

配
の
平
等
と
不
平
等
が
共
和
政
の
自
由
に
及
ぼ
す
影
響
を
示
す
実
例
と
み

な
す
こ
と
で
、
土
地
の
平
等
を
前
提
と
し
た
分
析
（
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
）

か
ら
動
産
を
含
む
財
の
移
転
へ
の
着
目
（
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
）
へ
、
と
い

う
図
式
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
を
取
り
込
も
う
と
す
る
。
し
か
し
評
者
の
見

る
と
こ
ろ
、
共
和
政
衰
退
の
原
因
を
論
じ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
主
眼
は
、

土
地
財
産
の
不
平
等
な
配
置
そ
の
も
の
よ
り
も
、
不
動
産
で
あ
れ
動
産
で

あ
れ
財
産
を
め
ぐ
る
平
民
の
側
の
欲
望
の
変
質
と
、
結
果
と
し
て
の
階
級

間
の
欲
望
の
不
均
衡
に
あ
る
。
時
空
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
都
市
や
人
民
の

間
に
見
ら
れ
る
欲
望
や
情
念
や
性
状
が
、
「
貴
族
（
＝
支
配
欲
、
名
誉
欲
）

対
平
民
（
＝
解
放
欲
）
」
と
い
う
均
衡
を
失
い
、
貴
族
に
お
い
て
も
平
民
に

お
い
て
も
所
有
欲
と
い
う
私
欲
に
転
じ
て
い
っ
た
こ
と
が
習
俗
の
腐
敗
に

つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
の
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
強
調
点
で
あ
り
、
こ
の

点
に
お
い
て
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
遠
征
指
揮
官
の
任
期
延
長
に
よ
る

私
兵
化
批
判
と
農
地
法
改
革
批
判
は
共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
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―
―
。
し
か
し
本
書
を
読
む
と
、
こ
の
概
念
が
孕
む
内
容
の
複
雑
さ
、
そ

の
成
立
過
程
の
多
彩
な
ド
ラ
マ
に
目
が
眩
む
思
い
が
す
る
。
二
〇
二
一
年

度
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
「
思
想
・
歴
史
」
部
門
受
賞
作
で
あ
る
。

　

本
書
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
マ
デ
ィ
ソ
ン
へ
の
思
想
伝
播
に
よ
る
権

力
分
立
論
の
誕
生
と
い
う
通
説
的
ス
ト
ー
リ
ー
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
そ
れ

を
疑
い
、
揺
さ
ぶ
る
。
そ
れ
も
、
詳
細
な
事
実
を
示
し
て
「
実
態
は
通
説

ほ
ど
単
純
で
は
な
か
っ
た
」
と
示
す
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
ス
ト
ー
リ
ー

を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
議
論
は
未
公
刊
資
料
を
含
む
膨
大
な
資
料
の
精

緻
な
読
解
に
よ
っ
て
説
得
力
を
帯
び
、
ま
た
二
次
文
献
の
的
確
な
紹
介
に

よ
っ
て
豊
か
な
広
が
り
を
も
つ
。
本
研
究
に
か
け
ら
れ
た
労
力
と
著
者
の

力
量
に
は
脱
帽
の
ほ
か
な
い
。

　

「
権
力
分
立
」
概
念
を
精
緻
化
し
、
混
合
政
体
論
な
ど
と
の
区
分
を
明

確
化
し
た
ヴ
ァ
イ
ル
『
立
憲
主
義
と
権
力
分
立
』
（
一
九
六
七
年
）
か
ら
本

書
は
出
発
す
る
。
し
か
し
ポ
ー
コ
ッ
ク
や
ス
キ
ナ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

歴
史
に
対
し
て
超
越
的
な
概
念
を
構
成
し
そ
の
展
開
を
追
う
ヴ
ァ
イ
ル
の

方
法
は
や
や
非
歴
史
的
と
み
な
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
本
書
は
、「
権
力
分
立
」

概
念
を
政
治
の
現
場
で
闘
争
の
道
具
と
し
て
切
り
出
さ
れ
用
い
ら
れ
る

「
抗
争
的
概
念
」
と
み
な
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
的
視
角
を
採
用
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
単
線
的
に
な
り
か
ね
な
い
概
念
発
展
史
を
不
純
化
し
、
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
的
な
文
脈
主
義
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
本
書

は
「
柔
ら
か
な
概
念
史
」
と
称
す
る
。
具
体
的
に
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

『
法
の
精
神
』
が
ブ
リ
テ
ン
帝
国
に
お
い
て
い
か
に
受
容
さ
れ
解
釈
変
容

を
被
っ
た
か
、
そ
れ
が
現
実
政
治
の
な
か
で
い
か
に
機
能
し
た
か
、
を
新

た
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
描
く
こ
と
が
本
書
の
目
的
と
な
る
。

　

書
評　

『
権
力
分
立
論
の
誕
生 

 
 

―
―
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
「
法
の
精
神
」
受
容

』

（
上
村
剛
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）

片
山
文
雄

　

権
力
分
立
、
そ
の
な
か
で
も
三
権
分
立
と
い
う
概
念
は
自
明
の
も
の
に

み
え
る
。
立
法
、
行
政
（
執
行
）
、
司
法
の
三
つ
の
権
力
。
そ
れ
ぞ
れ
の

自
律
性
。
互
い
の
抑
制
と
均
衡
。
そ
れ
に
よ
る
人
々
の
自
由
の
保
持
。
そ

の
提
唱
者
と
し
て
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
そ
の
制
度
化
と
し
て
の
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
憲
法
（
そ
の
理
論
的
主
導
者
と
し
て
の
「
憲
法
の
父
」
マ
デ
ィ
ソ
ン
）
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が
生
か
さ
れ
て
い
る
）
。
『
法
の
精
神
』
を
吸
収
し
て
執
筆
さ
れ
た
ブ
ラ
ッ

ク
ス
ト
ン
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
釈
義
』
も
ま
た
、
国
王
、
貴
族
、
庶
民
が

混
合
さ
れ
る
議
会
と
い
う
場
の
主
権
性
を
主
張
し
つ
つ
、
そ
の
外
に
あ
る

王
の
執
行
権
の
主
権
性
を
も
説
く
点
で
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
同
じ
く
、

混
合
政
体
論
と
権
力
分
立
論
と
を
一
体
化
し
て
捉
え
て
い
た
。

　

「
第
二
部　

さ
ま
よ
え
る
ブ
リ
テ
ン
人
」
は
議
論
の
舞
台
を
ブ
リ
テ
ン

帝
国
へ
と
拡
張
し
、
政
治
機
構
の
実
験
場
と
し
て
の
植
民
地
統
治
を
め
ぐ

る
思
索
が
権
力
分
立
論
の
誕
生
に
決
定
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と

を
論
ず
る
。
政
治
思
想
史
に
お
け
る
植
民
地
の
重
要
性
を
示
し
た
、
本
書

の
大
き
な
功
績
と
い
え
る
部
分
で
あ
る
。

　

第
三
章
は
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
特
殊
事
情
の
も
と
で
新
た
な
権
力
分

立
論
が
準
備
さ
れ
て
い
く
状
況
を
説
明
す
る
。
植
民
地
に
は
混
合
政
体
論

の
前
提
と
な
る
身
分
制
と
く
に
貴
族
身
分
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
混

合
政
体
論
と
は
別
の
権
力
理
論
が
考
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
ず
は
特
許
状
に
も
と
づ
き
国
王
か
ら
全
て
の
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
植
民

地
総
督
に
よ
る
一
元
的
統
治
が
期
待
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
植
民
地
の
不
安

定
な
状
況
の
た
め
総
督
権
力
は
機
能
せ
ず
、
枢
密
院
・
議
会
上
院
・
上
訴

裁
判
所
の
役
割
を
合
わ
せ
持
つ
参
議
会
が
実
権
を
ふ
る
っ
た
。
こ
こ
で
パ

ウ
ナ
ル
、
バ
ー
ナ
ー
ド
、
ハ
チ
ン
ソ
ン
ら
総
督
た
ち
は
、
総
督
や
参
議
会

の
権
力
を
ど
う
設
計
し
、
ど
の
よ
う
な
権
力
分
立
論
を
立
て
る
べ
き
か
を

ゼ
ロ
か
ら
構
想
す
る
と
い
う
植
民
地
に
特
有
の
課
題
を
―
―
理
想
的
政
体

を
求
め
て
「
さ
ま
よ
え
る
ブ
リ
テ
ン
人
」
と
し
て
―
―
引
き
受
け
た
。

　

第
四
章
は
舞
台
を
英
本
国
に
戻
し
、
議
会
の
司
法
権
と
い
う
も
う
一
つ

の
理
路
で
の
権
力
分
立
論
の
形
成
過
程
を
描
く
。
扱
わ
れ
る
の
は
一
七
六

　

本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

　

「
第
一
部　

鏡
の
国
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
？
」
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

か
ら
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
至
る
ま
で
の
論
者
に
お
い
て
、
権
力
分
立
論
が

伝
統
的
な
混
合
政
体
論
と
一
体
化
し
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
一
章
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』
に
お
け
る
混
合
政
体
論
と

権
力
分
立
論
と
の
重
な
り
を
確
認
す
る
。

　

や
や
図
式
的
に
言
え
ば
、
混
合
政
体
論
と
は
、
王
、
貴
族
、
庶
民
の
三

身
分
が
議
会
で
の
立
法
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
君
主
政
・
貴
族
政
・
民
主

政
の
三
要
素
を
協
調
的
に
混
合
さ
せ
る
思
想
伝
統
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

権
力
分
立
論
と
は
、
立
法
権
、
執
行
権
、
さ
ら
に
は
裁
判
権
（
司
法
権
）

の
三
権
の
担
い
手
を
分
離
・
独
立
さ
せ
互
い
に
対
抗
さ
せ
よ
う
と
す
る
思

想
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
三
つ
の
要
素
と
は
身
分
か
機
能
か
、

三
者
の
関
係
は
協
調
的
か
対
抗
的
か
、
と
い
う
差
異
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
に
お
け
る
両
者
の

重
な
り
合
い
を
描
き
出
す
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
は
、
国
王
、
貴
族
院
、

庶
民
院
の
三
身
分
か
ら
な
る
混
合
政
体
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
国
王
の
執

行
権
、
貴
族
と
人
民
が
も
つ
立
法
権
、
そ
し
て
こ
の
二
権
か
ら
独
立
し
た

陪
審
が
担
う
裁
判
権
と
い
う
三
権
か
ら
な
る
権
力
分
立
論
に
よ
っ
て
も
営

ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
複
数
権
力
の
あ
い
だ
の
協
調
関
係
と
対
抗
関
係

と
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
本
書
は
い
う
。

　

第
二
章
は
一
七
六
五
年
ま
で
の
英
国
に
お
け
る
『
法
の
精
神
』
受
容
の

あ
ら
ま
し
を
確
認
す
る
。
『
法
の
精
神
』
と
く
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
論

は
英
国
の
多
く
の
論
者
か
ら
注
目
さ
れ
称
賛
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
三
権
分

立
論
と
み
な
す
論
者
は
い
な
か
っ
た
（
E 

C 

C 

O
を
駆
使
し
た
丹
念
な
調
査
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「
第
三
部　

そ
う
や
っ
て
最
も
美
し
い
嘘
が
生
ま
れ
る
」
は
建
国
期
ア

メ
リ
カ
の
政
治
思
想
を
、
第
二
部
で
検
討
し
た
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
権
力
分

立
論
と
の
関
連
に
配
慮
し
つ
つ
、
検
討
す
る
。

　

第
六
章
、
第
七
章
は
建
国
期
に
お
け
る
権
力
分
立
論
の
広
が
り
を
紹
介

す
る
。
第
六
章
が
参
照
す
る
の
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
を
代
表
す
る
政
治

家
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
で
あ
る
。
抑
制
均
衡
論
や
混
合
政
体
論
と
は
区
別
さ
れ

る
三
権
分
立
論
と
し
て
の
権
力
分
立
論
を
正
面
か
ら
提
唱
し
、
そ
れ
を
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
帰
属
さ
せ
、
さ
ら
に
権
力
の
構
築
・
設
計
と
い
う
議
論

を
明
確
に
行
っ
た
点
で
彼
の
議
論
は
画
期
的
で
あ
る
。
第
七
章
は
多
く
の

諸
州
憲
法
に
強
い
影
響
を
与
え
た
ア
ダ
ム
ズ
『
政
府
に
関
す
る
考
察
』
に

混
合
政
体
論
的
要
素
の
残
存
と
混
乱
を
確
認
し
た
の
ち
、
初
め
て
明
確
な

三
権
分
立
を
記
し
た
憲
法
で
あ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
憲
法
を
検
討
す
る
。

　

本
書
を
締
め
く
く
る
第
八
章
と
第
九
章
は
、
通
説
に
お
い
て
権
力
分
立

論
の
完
成
形
と
さ
え
み
な
さ
れ
る
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
二
人
の
著
者
、

マ
デ
ィ
ソ
ン
と
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
解
釈
し
な
お
す
。
こ
こ
で
の
著
者
の
議
論

は
ひ
ね
り
が
効
い
て
い
る
。
代
表
的
な
権
力
分
立
論
者
と
み
な
さ
れ
る
こ

の
二
人
は
じ
つ
は
「
権
力
分
立
論
を
擁
護
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
」（
二

六
八
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

二
人
が
警
戒
し
た
の
は
強
す
ぎ
る
立
法
権
で
あ
り
、
ま
た
連
邦
に
対
抗

す
る
各
州
の
権
力
で
あ
っ
た
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
立
法
権
を
封
じ
る
た
め
、

執
行
権
と
司
法
権
と
に
よ
る
共
同
拒
否
権
を
提
案
す
る
。
こ
れ
は
権
力
の

（
分
立
で
な
く
）
混
合
に
み
え
る
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
立

法
府
、
州
に
対
す
る
抑
制
が
実
効
的
た
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
条
文
上
で

三
権
が
き
れ
い
に
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
抑
制
と
均
衡

八
～
九
年
の
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
選
挙
を
め
ぐ
る
事
件
、
庶
民
院
が
そ
の
議

員
ウ
ィ
ル
ク
ス
を
罷
免
し
う
る
か
が
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
著
者
は

こ
の
複
雑
な
論
争
を
見
事
に
整
理
し
、
権
力
分
立
論
の
誕
生
に
お
け
る
こ

の
論
争
の
重
要
性
を
証
明
し
て
み
せ
る
。
議
会
主
権
論
と
権
力
分
立
論
と

の
対
抗
関
係
を
露
わ
に
し
、
立
法
権
と
司
法
権
（
ラ
ウ
ス
の
い
う
「
規
則
な

き
意
志
」
と
「
先
例
に
導
か
れ
た
判
断
」
）
と
の
関
係
の
再
考
を
迫
っ
た
の
は

こ
の
論
争
だ
っ
た
。
こ
の
潮
流
に
の
り
、
機
能
と
し
て
純
化
さ
れ
た
執
行

権
と
立
法
権
の
分
離
と
相
互
抑
制
を
機
構
と
し
て
設
計
し
て
み
せ
る
ド
ゥ

ロ
ル
ム
の
著
作
が
現
れ
、
混
合
政
体
論
と
権
力
分
立
論
と
が
重
な
り
合
っ

て
い
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
（
さ
ら
に
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
）
的
国
制
論
か
ら

の
離
脱
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

第
五
章
は
東
イ
ン
ド
植
民
地
を
舞
台
に
、
司
法
権
の
成
長
事
例
を
紹
介

す
る
。
東
イ
ン
ド
で
私
腹
を
肥
や
す
（
と
批
判
さ
れ
た
）
知
事
や
参
議
会

ら
を
統
御
す
べ
く
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
、
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
ら
が
様
々
な

権
力
機
構
案
を
論
じ
、
バ
ー
ク
や
パ
ウ
ナ
ル
も
論
争
に
参
加
し
た
。
そ
し

て
東
イ
ン
ド
会
社
規
制
法
の
制
定
に
よ
り
、
国
王
が
任
命
す
る
植
民
地
最

高
裁
が
植
民
地
で
の
立
法
に
対
す
る
拒
否
権
を
持
つ
事
態
に
な
っ
た
。
議

会
主
権
論
が
根
強
い
本
国
で
は
成
り
立
ち
え
な
い
制
度
が
、
東
イ
ン
ド
植

民
地
に
お
い
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
す
な
わ
ち
「
一
七
六
三
年
か
ら
七
三
年
の
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の

政
治
思
想
が
〔
…
…
〕
権
力
分
立
論
の
誕
生
に
大
き
く
寄
与
し
た
」
（
一
七

六
頁
）
と
著
者
は
い
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の

精
神
』
は
、
大
き
な
解
釈
変
更
を
被
り
な
が
ら
も
、
混
合
政
体
論
か
ら
の

権
力
分
立
論
の
自
律
を
後
押
し
す
る
力
と
な
り
続
け
た
。
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実
例
を
み
る
。
ま
た
権
力
分
立
を
「
抗
争
的
概
念
」
と
し
て
分
析
し
よ
う

と
い
う
も
う
一
つ
の
狙
い
も
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
る
。
学
者
の
み
な
ら

ず
政
治
家
、
植
民
地
官
吏
な
ど
、
こ
れ
ま
で
政
治
思
想
史
に
お
い
て
さ
ほ

ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
多
彩
な
登
場
人
物
が
懸
命
に
議
論
を
重
ね
る

様
子
は
魅
力
的
で
あ
り
、
政
治
思
想
史
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
拡
張
す
る

と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
政
治
へ
の
か
か
わ
り
方
を
振
り
返
ら
せ
る

力
を
も
つ
。
高
い
方
法
意
識
に
立
ち
、
困
難
な
課
題
を
自
己
に
課
し
な
が

ら
、
著
者
は
そ
れ
を
達
成
し
た
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

　

あ
え
て
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
や
や
読
み
に
く
い
箇
所
が
あ

る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
対
し
て
超
越
的
な
概
念
に
よ
っ
て
歴
史

を
整
理
す
る
こ
と
を
避
け
る
文
脈
主
義
へ
の
接
近
と
、
権
力
分
立
論
と
い

う
概
念
の
成
長
・
変
質
・
制
度
化
を
描
く
た
め
の
理
論
化
の
要
請
と
の
せ

め
ぎ
合
い
の
な
か
で
生
じ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
通
説
へ
の
挑
戦
と
い
う

意
識
の
強
さ
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
明
快
さ
を
部
分
的
に
棄
損
し
て
い
る
可
能

性
も
あ
る
（
前
述
の
と
お
り
）
。
と
は
い
え
、
枝
を
か
き
分
け
足
元
を
確
認

し
な
が
ら
藪
を
抜
け
て
い
く
よ
う
な
読
書
経
験
こ
そ
が
思
想
史
の
醍
醐
味

だ
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
充
実
し
た
著
作
を
書
き
上
げ
た
著
者
に

敬
意
を
表
し
た
い
。

 

（
か
た
や
ま
・
ふ
み
お
／
政
治
思
想
史
）

を
実
効
的
た
ら
し
め
る
に
は
三
権
の
部
分
的
な
協
働
、
混
合
が
必
要
だ
と

す
る
彼
の
主
張
を
、
著
者
は
権
力
分
立
論
の
「
換
骨
奪
胎
」
だ
と
い
う
。

　

ハ
ミ
ル
ト
ン
の
権
力
分
立
論
へ
の
態
度
も
ま
た
簡
単
で
は
な
い
。
連
邦

憲
法
案
を
正
当
化
す
る
た
め
の
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
で
ハ
ミ
ル
ト
ン
は

本
心
を
述
べ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
第
七
八
編
以
下
で
司
法
権
、

と
く
に
連
邦
議
会
の
つ
く
る
法
を
連
邦
裁
判
所
が
無
効
と
宣
言
し
う
る
い

わ
ゆ
る
司
法
審
査
制
を
論
じ
て
い
る
が
、
抑
制
と
均
衡
に
よ
る
権
力
分
立

論
と
い
う
マ
デ
ィ
ソ
ン
の
議
論
を
と
り
あ
え
ず
下
敷
き
に
し
て
論
じ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
本
心
か
ら
求
め
た
も
の
は
、
終
身
の
総

督
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
極
め
て
強
力
な
単
一
の
執
行
府
で
あ
り
、
三
権
対

等
の
権
力
分
立
シ
ス
テ
ム
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
二
章
は
興
味
深
い
が
、
少
な
く
と
も
マ
デ
ィ
ソ
ン
を
「
権
力
分
立

論
を
擁
護
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
」
と
形
容
す
る
か
、
「
権
力
分
立
論

の
実
効
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
」
と
形
容
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
は
な

い
か
。
通
説
に
挑
も
う
と
い
う
姿
勢
が
や
や
強
す
ぎ
、
権
力
分
立
論
の
誕

生
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
か
ら
み
る
と
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
結
末
に

な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
連
邦
憲
法
制
定
会
議
に
お
い
て
、
三
権
分
立

論
と
し
て
純
化
さ
れ
た
権
力
分
立
論
が
す
で
に
多
く
の
参
加
者
に
共
有
さ
れ
て
い

た
こ
と
の
驚
き
を
ま
ず
確
認
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
）
。

　

と
も
あ
れ
、
長
い
旅
を
終
え
、
本
書
は
こ
こ
で
幕
を
閉
じ
る
。
権
力
分

立
論
が
混
合
政
体
論
か
ら
一
歩
一
歩
自
律
し
て
い
く
過
程
が
（
複
雑
な
曲

折
を
孕
み
つ
つ
も
）
説
得
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が

最
初
か
ら
最
後
ま
で
か
な
り
大
き
な
解
釈
変
更
を
被
り
な
が
ら
権
力
分
立

論
の
守
護
神
と
し
て
登
場
す
る
様
に
は
、
思
想
の
機
能
転
化
の
興
味
深
い
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二
〇
二
〇
年
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
没
後
百
周
年
を
迎
え
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
近
年
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
は
や
や
活
況
を
呈
し
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
実
際
、C

iN
ii

な
ど
で
検
索
す
る
と
、
二
〇
二
〇
年
と
そ

の
前
後
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
主
題
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
書
籍
類
は
、
雑
誌
特

集
な
ど
も
含
め
て
二
十
点
近
く
に
の
ぼ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
活
況
は
単

な
る
「
お
祭
り
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
評
者
が
そ
う
考
え

る
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

全
集
』
（
M 

W 

G
）
の
完
結
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

一
九
八
四
年
か
ら
刊
行
の
始
ま
っ
た
M 

W 

G
は
全
三
部
（
第
一
部
・
著

作
編
、
第
二
部
・
書
簡
編
、
第
三
部
・
講
義
録
等
）
、
最
終
的
に
は
分
冊
も
含

め
全
四
十
七
巻
を
も
っ
て
二
〇
二
〇
年
に
完
結
し
た
。
特
に
第
一
部
の
各

巻
に
付
さ
れ
た
、
テ
キ
ス
ト
の
成
立
状
況
等
に
関
す
る
詳
細
な
編
者
報
告

や
、
第
二
部
・
第
三
部
に
収
め
ら
れ
た
膨
大
な
未
刊
行
書
簡
や
各
種
資
料

は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
近
年

の
活
況
も
、
こ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
つ
の
表
れ
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
中

で
も
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
冊
は
、
い
ず
れ
も
新
書
版
の
入
門
書
で
あ
り

な
が
ら
重
厚
な
労
作
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い

だ
ろ
う
が
、
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
野
口
は
『
闘
争
と
文
化
』
（
み
す
ず

書
房
）
や
『
比
較
の
エ
ー
ト
ス
』
（
法
政
大
学
出
版
局
）
、
『
官
僚
制
批
判
の

論
理
と
心
理
』
（
中
公
新
書
）
な
ど
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
や
比
較
宗
教

社
会
学
を
中
心
と
し
た
研
究
に
よ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
領
域
に
と
ど

ま
ら
ず
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
他
方
の
中
野
も
、『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

と
現
代
』
（
初
版
・
三
一
書
房
、
増
補
版
・
青
弓
社
）
や
『
法
シ
ス
テ
ム
と
批

　

書
評　

『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー 

 
 

―
―
近
代
と
格
闘
し
た
思
想
家

』

（
野
口
雅
弘
著
、
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
入
門
―
―
理
解
社
会
学
の
射
程

』

（
中
野
敏
男
著
、
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

橋
本
直
人
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第
二
章
は
大
学
時
代
か
ら
司
法
官
試
補
を
経
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の

教
授
着
任
ま
で
の
青
年
期
で
あ
る
。
学
生
組
合
へ
の
加
入
と
騎
士
道
的
倫

理
性
と
の
関
連
、
ま
た
法
学
に
対
す
る
微
妙
な
距
離
感
な
ど
、
若
き
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
個
人
史
と
思
想
と
を
め
ぐ
る
描
写
の
中
で
異
彩
を
放
つ
の
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
パ
ラ
サ
イ
ト
経
験
と
、
後
年
の
支
配
論
に
お
け
る
家
父
長

制
・
家
産
制
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
、
そ
し
て
日
本
で
の
家
産
官
僚
制
論

の
受
容
、
と
い
う
三
者
間
の
関
連
の
指
摘
で
あ
る
。
パ
ラ
サ
イ
ト
経
験
と

家
産
制
論
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
主
張
に
は
評
者
は
や
や
疑
問
も
感
じ
る

が
、
家
父
長
的
な
父
へ
の
パ
ラ
サ
イ
ト
経
験
と
、
日
本
で
の
受
容
（
＝
日

本
の
前
近
代
性
の
分
析
）
と
が
親
和
的
だ
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。
ま
た
、

教
授
就
任
講
演
「
国
民
国
家
と
経
済
政
策
」
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に
見
え

る
「
闘
争
」
の
重
視
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
晩
年
ま
で
一

貫
し
て
い
る
、
主
張
さ
れ
て
い
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。

　

第
三
章
の
主
題
は
、
精
神
神
経
疾
患
と
そ
こ
か
ら
の
復
活
、
ま
た
こ
の

時
期
の
重
要
な
著
作
で
あ
る
方
法
論
と
『
プ
ロ
倫
』
で
あ
る
。
野
口
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
論
が
「
病
み
上
が
り
の
自
己
確
認
」
で
あ
り
、
特
に

そ
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
流
出
論
批
判
は
、
す
べ
て
を
の
み
こ
む
「
究
極

的
な
実
体
」
に
抗
し
て
一
人
称
で
語
る
「
個
人
」
の
論
争
性
・
政
治
性
を

保
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
読
む
。
ま
た
『
プ
ロ
倫
』
も
、
自
ら
の
出
自

を
た
ど
る
系
譜
学
的
な
自
己
確
認
の
作
業
で
も
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
実
は
第
三
章
の
叙
述
は
全
体
と
し
て
評
者
に
は
や
や
物
足
り
な

か
っ
た
の
だ
が
（
こ
の
点
は
後
述
）
、
そ
れ
で
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
メ
リ
カ

体
験
を
媒
介
に
、
『
プ
ロ
倫
』
の
「
末
人
」
批
判
と
、
一
九
二
〇
年
代
の

ア
メ
リ
カ
を
描
い
た
『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
と
を
つ
な
げ
る
叙
述

判
』
（
弘
文
堂
）
な
ど
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
と
し
て
著
名
な
だ
け
で
な
く
、

『
大
塚
久
雄
と
丸
山
眞
男
』
（
青
土
社
）『
詩
歌
と
戦
争
』
（
N 

H 

K
出
版
）
な

ど
、
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
植
民
地
支
配
や
戦
争
を
論
じ
た
著
作
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
見
る
二
著
も
、
両
著
者
の
研
究
蓄
積
が
生
か
さ
れ
て
い

る
と
と
も
に
、
鮮
明
な
問
題
設
定
か
ら
統
一
的
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
を
描
く

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
両
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
二
著
を
対
比
的
に
読
む
こ
と
で
現
在
の

ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
振
幅
も
、
ま
た
両
者
の
交
錯
か
ら
新
た
な
問
い
も
見

え
て
く
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
そ
う
し
た
対
比
を
意
識
し
な
が
ら

両
者
の
内
容
を
概
観
し
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
野
口
雅
弘
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
同

時
代
状
況
や
彼
を
取
り
巻
く
人
々
、
ま
た
後
世
の
受
容
者
や
批
判
者
、
さ

ら
に
現
代
の
理
論
や
諸
問
題
な
ど
を
さ
ま
ざ
ま
に
参
照
し
な
が
ら
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
生
涯
を
た
ど
っ
て
い
く
。

　

第
一
章
で
は
幼
少
期
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
中
心
に
、
彼
の
家
族
や
祖
先
と
の

関
係
が
描
か
れ
る
。
政
治
家
で
あ
っ
た
父
の
家
父
長
的
な
ふ
る
ま
い
に
対

す
る
反
発
や
、
そ
の
父
と
信
仰
篤
い
母
と
の
葛
藤
、
ま
た
祖
先
や
親
戚
が

織
物
業
者
だ
っ
た
こ
と
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
コ
ン
パ
ク

ト
に
紹
介
さ
れ
る
と
と
と
も
に
、
後
年
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
（
『
プ
ロ
倫
』

や
「
二
つ
の
立
法
の
あ
い
だ
」な
ど
）
と
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー

バ
ー
（
＝
機
織
り
）
と
い
う
姓
か
ら
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
へ
、
と

い
う
連
想
に
は
少
し
驚
く
が
、
実
は
こ
う
し
た
叙
述
こ
そ
本
書
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
読
み
進
め
る
に
つ
れ
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
。
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摘
す
る
。
だ
が
比
較
の
も
つ
批
判
的
可
能
性
の
放
棄
は
「
あ
り
の
ま
ま
」

の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
肯
定
し
か
ね
ず
、
そ
の
点
で
な
お
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読

む
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
は
、
『
闘
争
と
文
化
』
以
来
の
野
口
の

一
貫
し
た
主
張
が
う
か
が
え
る
。

　

第
六
章
は
、
野
口
の
訳
書
で
も
あ
る
『
仕
事
と
し
て
の
政
治
』
を
中
心

に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
晩
年
を
た
ど
る
。
情
報
公
開
批
判
や
比
例
代
表
制
批
判

な
ど
を
め
ぐ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
と
現
代
の
民
主
主
義
論
と
の
乖
離

や
、
官
僚
制
化
に
対
抗
す
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
構
想
の
「
危
な
っ
か
し
さ
」
は
、
本
書
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
ろ
う
。

だ
が
野
口
は
同
時
に
、
信
条
主
義
的
な
若
者
た
ち
に
対
し
、
責
任
倫
理
と

信
条
倫
理
と
の
拮
抗
と
い
う
立
場
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
突
き
つ
け
た
「
反

動
の
予
言
」
が
、
の
ち
に
現
実
化
す
る
過
程
も
描
き
出
す
。
そ
れ
は
、
現

代
民
主
主
義
論
か
ら
は
時
代
遅
れ
に
も
見
え
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
構
想
が
現

代
的
な
問
題
性
を
は
ら
む
こ
と
へ
の
示
唆
で
も
あ
ろ
う
。

　

終
章
で
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
没
後
の
受
容
と
継
承
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は

特
に
、
日
本
へ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
に
ゲ
オ
ル
ゲ
・
サ
ー
ク
ル
の
ク
ル
ト
・

ジ
ン
ガ
ー
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
指
摘
、
そ
し
て
「
複
数
の
近
代
」
論

の
陥
穽
に
対
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
を
問
う
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読
む

こ
と
の
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

以
上
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
本
書
の
背
景
に
は
、
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
批
判
や
「
複
数
の
近
代
」
論
を
経
た
現
代
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
近
代
」
の
「
普
遍
的
な
意
義
」
を
問
う
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読
む
こ
と
の

困
難
さ
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
そ
し
て
野
口
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

か
ら
ロ
ー
ル
ズ
や
ギ
ア
ー
ツ
に
い
た
る
ま
で
の
多
様
な
光
源
か
ら
ウ
ェ
ー

な
ど
は
意
外
な
が
ら
も
う
な
ず
か
さ
れ
る
。

　

対
し
て
第
四
章
は
ロ
シ
ア
第
一
革
命
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
、
ド
イ
ツ

革
命
の
時
代
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
著
者
が
最
も
関
心
を
寄
せ
る
時
期
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
革
命
論
に
即
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
資
本
主
義
と

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
自
由
と
の
葛
藤
に
着
目
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
、
ま
た

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
表
現
主
義
芸
術
を
手
が
か
り
に
、
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て

共
有
可
能
な
世
界
や
経
験
を
喪
失
し
た
こ
と
を
背
景
に
暴
力
が
前
景
化
し

て
き
た
こ
と
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
と
の
関
わ
り
を
述
べ
た
叙
述
は

特
に
印
象
深
い
。
政
治
に
お
け
る
暴
力
を
重
視
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
、
ロ
ー

ル
ズ
や
ア
ー
レ
ン
ト
と
の
対
比
も
鮮
や
か
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
革
命
に

関
す
る
叙
述
で
は
社
会
主
義
と
官
僚
制
の
問
題
、
特
に
行
政
の
論
理
と
政

治
の
論
理
と
の
葛
藤
や
「
行
政
優
位
」
＝
官
僚
制
化
の
進
行
の
非
合
理
性

が
焦
点
と
な
る
が
、
こ
れ
を
「
複
数
の
合
理
性
」
の
矛
盾
と
捉
え
る
観
点

に
は
、
野
口
の
官
僚
制
論
研
究
の
蓄
積
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

続
け
て
第
五
章
で
は
、
第
四
章
と
同
時
期
の
別
局
面
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

比
較
宗
教
社
会
学
が
論
じ
ら
れ
る
。
野
口
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
を

問
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
関
心
の
起
点
に
音
楽
社
会
学
が
あ
る
こ
と
や
、
リ
ル

ケ
を
手
が
か
り
に
「
魔
法
が
解
け
た
」
世
界
で
意
味
へ
の
飢
餓
感
が
生
ま

れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
説
き
起
こ
し
、
世
界
に
意
味
を
与
え
る
理
念
や
世
界

観
の
分
析
と
し
て
比
較
宗
教
社
会
学
を
と
ら
え
る
。
そ
し
て
現
世
適
応
／

現
世
拒
否
、
禁
欲
／
神
秘
論
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
二
つ
の
二
項
図
式

を
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
へ
の
関
心
を
軸
と
し
た
「
世
界
宗
教
の
マ
ッ

ピ
ン
グ
」
と
解
釈
す
る
。
野
口
は
、
こ
れ
が
サ
イ
ー
ド
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
批
判
か
ら
見
れ
ば
「
単
純
化
さ
れ
た
図
式
論
」
に
見
え
る
、
と
も
指
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う
と
す
れ
ば
一
定
の
「
体
験
」
や
「
動
機
」
と
し
て
概
念
化
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
上
の
行
為
者
に
つ
い
て
も
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
そ
し

て
そ
の
動
機
が
外
面
的
な
行
為
と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
行
為
や

状
況
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
動
機
を
解
明
で
き
る
し
、
逆
に
動
機
の
解
明
か

ら
行
為
を
説
明
で
き
る
。
「
理
解
」
と
は
、
こ
の
「
体
験
と
動
機
と
行
為

の
現
実
連
関
」
に
内
在
し
て
行
為
と
動
機
の
間
を
循
環
的
に
理
解
す
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
、
と
中
野
は
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て

「
人
格
」
は
統
一
的
・
私
秘
的
な
実
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
『
恒
常
的
動

機
』
の
複
合
体
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
理
解
」
概
念
を
も
と
に
、
主

観
に
即
し
た
動
機
理
解
（
＝
「
価
値
分
析
」
）
と
行
為
の
客
観
的
な
説
明
（
＝

「
因
果
的
解
明
」
）
と
い
う
二
つ
の
手
続
き
か
ら
な
る
「
解
明
的
理
解
」
を

核
と
し
て
、
理
解
社
会
学
が
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

つ
づ
く
第
二
章
は
『
プ
ロ
倫
』
を
取
り
上
げ
、
禁
欲
的
な
信
仰
と
資
本

主
義
的
な
営
利
と
い
う
二
つ
の
生
活
態
度
を
導
く
動
機
の
解
明
作
業
と
し

て
解
釈
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
有
名
な
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
論
は
、
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
と
い
う
代
表
例
に
即
し
た
「
資
本
主
義
の
精
神
」
の
「
価
値
分
析
」

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
職
業
義
務
」
と
い
う
思
想
が
取
り
出
さ
れ
る
。
し

か
も
こ
の
思
想
は
（
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
想
定
と
は
異
な
っ
て
）
経
済
上
の
組
織

形
態
と
は
相
対
的
に
独
立
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
経
済
的

合
理
化
の
産
物
と
も
言
え
な
い
「
非
合
理
的
な
要
素
」
を
含
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
要
素
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
（
＝
因
果
的
解
明
）
、

今
度
は
禁
欲
的
信
仰
＝
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
価
値
分
析
が
進
め
ら

れ
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
予
定
説
な
ど
が
生
み
出
す

救
済
の
確
証
へ
の
欲
求
と
い
う
心
理
的
駆
動
力
で
あ
り
、こ
れ
が
禁
欲
的
・

バ
ー
に
光
を
当
て
、
そ
こ
で
反
射
さ
れ
る
光
彩
の
な
か
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
、
中
野
敏
男
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
入
門
』
は
、

あ
る
意
味
で
対
極
に
あ
る
と
も
言
え
る
。
中
野
は
、
む
し
ろ
「
理
解
社
会

学
」
と
い
う
方
法
的
核
心
か
ら
の
一
貫
し
た
読
解
に
こ
そ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

中
野
は
ま
ず
、
『
プ
ロ
倫
』
末
尾
の
有
名
な
「
精
神
な
き
専
門
人
」
の

一
節
に
つ
い
て
、
実
は
こ
の
問
題
意
識
が
シ
ュ
モ
ラ
ー
ら
先
行
世
代
を
は

じ
め
、
同
時
代
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
な
ら
ば

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
問
う
。
そ
し

て
『
プ
ロ
倫
』
と
同
時
期
の
方
法
論
が
先
行
世
代
へ
の
方
法
的
批
判
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
理
解
社
会
学
」
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
学
問
を
構

築
す
る
過
程
と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
を
読
む
必
要
が
あ
る
、
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
は
、
一
九
〇
五
年
前
後
の
方
法
論
や
M 

W 

G
の
講
義
録
を
手
が

か
り
に
、
理
解
社
会
学
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
。
中
野
に
よ
れ
ば
、
そ
の

起
点
は
先
行
世
代
か
ら
継
承
し
た
問
題
関
心
、
資
本
主
義
と
い
う
歴
史
的

条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
人
間
の
特
性
と
い
う
問
題
に
あ
る
。
そ
し
て

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
歴
史
的
対
象
の
個
性
を
把
握
す
る
と
い
う
関
心
か
ら
こ
そ
、

法
則
論
的
な
心
理
学
や
実
体
論
（
「
民
族
性
」
や
「
人
格
」
）
に
依
拠
し
て
行

為
者
の
「
内
面
」
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
先
行
世
代
と
決
別
し
、
理
解
と

い
う
方
法
を
構
築
し
て
い
く
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
理

解
」
が
「
感
情
移
入
」
や
「
追
体
験
」
で
は
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
の
「
内
面
」
に
つ
い
て
さ
え
、
知
的
に
把
握
し
よ
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宗
教
社
会
学
は
、
し
ば
し
ば
各
文
化
圏
を
実
体
化
し
た
比
較
史
と
解
さ
れ

て
き
た
。
だ
が
中
野
は
、
比
較
宗
教
社
会
学
の
主
題
は
各
宗
教
に
お
け
る

倫
理
的
な
生
活
態
度
を
形
成
す
る
特
有
な
要
因
の
解
明
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
理
解
的
方
法
の
実
体
論
批
判
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
野
口
書
で
も
触
れ
た
、
あ
の
現
世
適
応
／
現
世
拒
否
、
禁
欲
／
神
秘
論

と
い
う
二
つ
の
二
項
図
式
も
、
中
野
に
よ
れ
ば
何
ら
か
の
実
体
を
分
類
す

る
図
式
で
は
な
く
、
一
定
の
行
為
を
生
み
出
す
動
機
連
関
（
「
人
格
」
＝
動

機
の
複
合
体
！
）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
理
論
を
通
じ
て

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
最
終
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

が
生
み
出
し
た
合
理
化
＝
物
象
化
の
問
題
な
の
だ
、
と
中
野
は
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
問
う
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
「
普
遍
的
な
意

義
」
も
、
合
理
化
＝
物
象
化
、
い
い
か
え
れ
ば
「
現
世
支
配
の
合
理
主
義
」

の
問
題
性
が
有
す
る
「
普
遍
的
な
意
義
」
で
あ
り
、
現
に
そ
の
問
題
性
は

わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
題
性
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
中
野
は
問
う
。

本
書
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
そ
の
も
の
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

見
い
だ
す
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。

　

長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
ま
で
の
概
観
か
ら
も
野
口
書
と
中
野
書
と
の
鮮

明
な
対
比
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
を
問
う
ウ
ェ
ー

バ
ー
を
現
代
に
お
い
て
読
む
こ
と
の
困
難
を
背
景
に
、
多
様
な
観
点
か
ら

光
を
当
て
る
こ
と
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
探
ろ
う
と
す

る
野
口
書
に
対
し
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
抱
え
る
問
題
を
合
理
化
＝
物
象

化
の
問
題
性
と
し
て
と
ら
え
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
社
会
学
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

を
見
い
だ
す
中
野
書
。
こ
う
し
た
両
者
の
対
比
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

合
理
的
な
生
活
態
度
の
形
成
へ
と
導
く
動
機
だ
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
動
機
が
牧
会
の
実
践
を
通
じ
て
「
神
の
栄
光
の
た
め
に
働
く
」
生

活
態
度
を
形
成
す
る
（
因
果
的
解
明
）
。
か
く
し
て
『
プ
ロ
倫
』
は
、
「
価

値
分
析
」
と
「
因
果
的
解
明
」
か
ら
な
る
理
解
社
会
学
の
実
践
例
と
し
て

解
釈
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
中
野
に
よ
れ
ば
『
プ
ロ
倫
』
末
尾
の
記
述
か
ら
二
つ
の
問
い
が

生
じ
る
。
一
つ
は
行
為
が
秩
序
を
形
成
し
、
そ
の
秩
序
が
行
為
を
規
定
す

る
と
い
う
行
為
―

秩
序
問
題
、
も
う
一
つ
は
諸
宗
教
に
お
け
る
生
活
態
度

の
解
明
的
理
解
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
が
『
経
済
と
社
会
』

へ
、
後
者
が
比
較
宗
教
社
会
学
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
こ
で
第
三
章
で
は
、
「
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
批
判
」
や
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
』

に
即
し
て
理
解
社
会
学
の
基
礎
的
な
理
論
構
成
を
概
観
し
た
う
え
で
、『
経

済
と
社
会
』
の
「
宗
教
社
会
学
」
章
が
論
じ
ら
れ
る
。
中
野
に
よ
れ
ば
「
宗

教
社
会
学
」
は
、
此
岸
的
な
動
機
を
有
し
て
い
た
宗
教
的
・
呪
術
的
行
為

か
ら
、
神
観
念
の
形
成
や
知
性
主
義
に
よ
る
彫
琢
を
経
て
神
義
論
や
救
済

の
理
念
と
い
う
彼
岸
的
な
観
念
世
界
に
至
り
、
今
度
は
そ
こ
か
ら
現
世
の

生
活
態
度
へ
と
作
用
す
る
過
程
を
た
ど
る
と
い
う
、
此
岸
―

彼
岸
の
往
復

的
な
構
成
を
と
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
核
と
な
る
の
が
、
彼
岸
的
な
観
念
領

域
の
自
立
性
を
担
う
知
性
主
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
主
義
の
特
性

に
応
じ
て
神
義
論
や
救
済
の
理
念
も
異
な
り
、
各
宗
教
が
生
活
態
度
に
及

ぼ
す
作
用
が
変
わ
っ
て
く
る
、
と
い
う
分
析
が
可
能
に
な
る
の
だ
。
そ
の

意
味
で
「
宗
教
社
会
学
」
は
理
解
社
会
学
の
具
体
的
な
展
開
で
あ
る
と
と

も
に
、
比
較
宗
教
社
会
学
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
、
と
中
野
は
言
う
。

　

第
四
章
で
は
比
較
宗
教
社
会
学
が
主
題
と
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
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い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
当
た
り
前
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
意
外
に
意
識
さ
れ
に
く
い
論
点
で
あ
り
、
し
か
も
思
想
史
研

究
に
は
つ
ね
に
つ
い
て
回
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、

思
想
史
研
究
が
実
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
観
点
を
問
い
直
す
作
業
で
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
も
改
め
て
両
著
か
ら
問
い
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
両
著
の
各
々
に
つ
い
て
も
、
個
別
的
な
論
点
は
さ
ま
ざ
ま
に
思
い

浮
か
ぶ
。
た
と
え
ば
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
野
口
書
第
三
章
か
ら
は
、
方

法
論
と
『
プ
ロ
倫
』
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
病
か
ら
の
復
活
」
に
と
っ
て
い

か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
か
が
必
ず
し
も
明
確
に
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。

野
口
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
家
父
長
的
な
父
に
触
れ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

個
人
史
と
し
て
み
る
な
ら
、
こ
こ
で
は
母
の
宗
教
的
厳
格
さ
が
ウ
ェ
ー

バ
ー
に
課
し
た
重
圧
を
論
じ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
先
駆
的
に

は
折
原
浩
『
危
機
に
お
け
る
人
間
と
学
問
』
が
、
ま
た
近
年
で
は
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ラ
ー

ト
カ
ウ
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
）
。
他
方
で
中
野
書
か
ら
は
、
や
は
り
理
解

社
会
学
の
観
点
か
ら
行
為
―
秩
序
連
関
の
基
礎
理
論
と
し
て
『
経
済
と
社

会
』
を
一
貫
し
た
形
で
再
解
釈
す
る
と
い
う
課
題
が
導
か
れ
る
は
ず
で
あ

る
（
こ
れ
は
中
野
個
人
の
課
題
と
い
う
よ
り
も
現
在
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
全
体
に

と
っ
て
の
課
題
で
あ
る
が
）
。

　

こ
の
他
に
も
、
両
著
の
対
比
か
ら
浮
か
び
上
が
る
問
い
や
論
ず
る
べ
き

点
は
数
多
く
あ
る
。
ど
う
か
読
者
諸
賢
も
こ
の
二
著
を
手
に
取
り
、
対
比

的
に
読
み
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
の
広
が
り
を
見
い
だ
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
は
し
も
と
・
な
お
と
／
社
会
学
史
）

や
論
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
二
点
だ
け
挙
げ
て
お

き
た
い
。

　

一
つ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
上
記
の
通

り
、
野
口
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
晩
年
ま
で
一
貫
し
て
い

る
と
述
べ
る
。
他
方
で
中
野
は
「
若
き
日
の
」
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
こ
そ
指
摘
す
る
も
の
の
、
政
治
的
言
説
に
つ
い
て
は
個
々
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
丁
寧
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
の

対
立
の
背
景
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
的
視
座
と
政
治
的
な
言
説
と
の

分
裂
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
分
裂
を
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
は
、

ど
ち
ら
の
立
場
に
と
っ
て
も
大
き
な
論
点
と
な
る
。
た
と
え
ば
「
権
力
国

家
」
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
責
任
を
訴
え
る
大
戦
中
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

W
G

 

1/15:192

）
を
理
論
的
に
ど
う
解
釈
し
う
る
の
か
は
、
中
野
書
の
観
点
か

ら
も
な
お
残
さ
れ
る
問
い
で
あ
る
。
他
方
で
野
口
書
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

国
家
と
は
有
意
味
な
特
定
の
社
会
的
行
為
が
な
さ
れ
る
可
能
性
に
す
ぎ
な

い
（
『
社
会
学
の
基
礎
概
念
』
）
と
喝
破
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
な
ぜ
・
い
か

な
る
意
味
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
え
た
の
か
と
い
う
問
い
が
残
る
。

さ
ら
に
同
様
の
問
い
は
、
両
者
が
交
錯
す
る
論
点
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

方
法
論
（
「
人
格
」
概
念
の
解
釈
）
や
比
較
宗
教
社
会
学
（
二
項
図
式
の
解
釈
）

に
つ
い
て
も
生
じ
よ
う
。

　

も
う
一
つ
は
両
者
の
対
比
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
背
後
に
あ
る
現
代
認
識
で

あ
る
。
両
者
の
対
比
の
背
景
に
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
う
「
近
代
」
の
延

長
上
に
現
代
社
会
を
と
ら
え
う
る
か
否
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
現
代
を
ど
う
認
識
す
る
か
に
応
じ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
ク

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
も
変
わ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
変
わ
る
と
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は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
も
と
で
成
立
し
た
「
批
判
理
論
」

の
知
的
布
置
と
は
、
重
な
り
つ
つ
も
別
の
布
置
を
な
し
て
い
た
人
々
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ワ
イ
ル
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ポ
ロ
ッ
ク
、
ヘ
ン
リ
ー

ク
・
グ
ロ
ス
マ
ン
、
カ
ー
ル
・
A
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
、
リ
ヒ
ャ
ル

ト
・
ゾ
ル
ゲ
と
い
っ
た
面
々
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
学
派
の
思
想
と

歴
史
を
体
系
的
に
描
く
従
来
の
著
作
に
お
い
て
も
、
彼
ら
に
言
及
さ
れ
る

こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
I 

f 

S
の
最
初
期
の
メ
ン
バ
ー
に

つ
い
て
は
、
前
史
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
人
々
に
、
著
者
が
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九

七
三
年
五
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
聴
い
た
ワ
イ
ル
の
講
演
と
、
そ

の
直
後
の
会
話
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ワ
イ
ル
は
講
演
で
「
一

人
の
日
本
人
」
に
つ
い
て
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
言
及
し
た
。
こ
の
日
本

人
は
ワ
イ
ル
に
よ
る
と
「
フ
ク
モ
ト
」
で
あ
り
、
の
ち
に
福
本
和
夫
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ワ
イ
ル
が
言
及
し
た
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
そ

の
日
本
人
が
イ
エ
ナ
に
い
た
カ
ー
ル
・
コ
ル
シ
ュ
か
ら
外
貨
を
報
酬
に
マ

ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
個
人
教
授
を
受
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
研
究
所
設
立
の
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
研
究
集
会
に
福
本

が
コ
ル
シ
ュ
に
誘
わ
れ
て
参
加
し
、
そ
の
期
間
中
の
議
論
に
お
い
て
、
福

本
が
「
社
会
研
究
（Sozialforschung

）
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
に
影
響
を

与
え
た
（
の
か
も
し
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
異
国
で
耳
に
し

た
こ
の
事
実
が
、
著
者
で
あ
る
八
木
の
五
十
年
に
も
わ
た
る
知
的
探
求
の

始
ま
り
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
極
め
て
異
例
で
あ
っ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
所
と
一
人
の
日
本
人
研
究
者
と
の

リ
ン
ク
、
そ
し
て
、
そ
の
研
究
所
と
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
命
名
の
ヒ
ン

　

書
評　

『
20
世
紀
知
的
急
進
主
義
の
軌
跡 

 
 

―
―
初
期
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
社
会
科
学
者
た
ち

』

（
八
木
紀
一
郎
著
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
一
年
）

宮
本
真
也

　

本
書
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
（Institut für Sozialforschung

）

（
以
下
、
I 

f 

S
と
略
記
）
の
成
立
前
後
に
集
い
な
が
ら
も
、
そ
の
後
、
離

反
し
て
い
っ
た
社
会
科
学
者
た
ち
と
、
こ
の
研
究
所
の
創
設
者
で
あ
る

フ
ェ
ー
リ
ク
ス
・
ワ
イ
ル
の
軌
跡
を
追
っ
た
作
品
で
あ
る
（
以
降
、
人
名

表
記
は
著
者
で
あ
る
八
木
に
し
た
が
う
）
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
る
研
究
者
た
ち
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こ
こ
か
ら
の
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
の
活
動
は
め
ま
ぐ
る
し
い
。
社
会
主
義
・

マ
ル
ク
ス
主
義
を
講
読
す
る
な
か
で
産
業
社
会
化
論
に
取
り
組
ん
だ
彼
は
、

一
時
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
学
籍
を
置
き
、
コ
ル
シ
ュ
と
も
こ
の
時

期
に
知
り
合
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
は
、
彼
の
活
動
を
危
険
視
し
た

州
警
察
に
よ
っ
て
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
を
追
わ
れ
、
一
九
二
〇
年
に
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
し
て
彼
は
研
究
を
続
け
な
が
ら
も
、
学
生

社
会
主
義
者
グ
ル
ー
プ
を
い
く
つ
も
結
成
し
て
は
主
導
し
た
。
学
位
取
得

後
に
彼
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
穀
物
取
引
の
事
業
に
一
年
だ
け
関
わ
っ
た
が
、

そ
の
あ
い
だ
に
も
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
議
長
ジ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
に
協
力
し
て
、

諸
々
の
運
動
の
指
導
者
た
ち
に
近
づ
き
、
諜
報
活
動
を
行
っ
た
。

　

そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
の

I 

f 

S
創
設
者
と
し
て
の
活
動
が
始
ま
る
。
母
の
遺
産
を
も
と
に
フ
ェ
ー

リ
ク
ス
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
術
・
文
化
活
動
を
支
援
し
、
既
述
の
メ

ン
バ
ー
だ
け
で
な
く
、『
歴
史
と
階
級
意
識
』
を
公
刊
し
た
ば
か
り
の
ジ
ェ

ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ
も
集
っ
た
「
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
週
間
」
を
企
画
し
、

経
済
的
負
担
を
行
っ
た
（
時
期
に
つ
い
て
八
木
は
本
書
で
の
調
査
で
一
九
二
三

年
開
催
の
立
場
を
示
し
て
い
る
）
。
そ
こ
に
集
っ
た
人
々
と
の
議
論
や
意
見

交
換
が
、
I 

f 

S
を
設
立
す
る
た
め
の
彼
の
強
い
動
機
づ
け
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
が
構
想
し
た
I 

f 

S
の
創
設
と
運
営
や
、
そ

れ
以
外
の
左
翼
的
学
術
・
文
化
振
興
の
た
め
に
は
、
父
ヘ
ル
マ
ン
の
助
力

が
不
可
欠
だ
っ
た
。
研
究
所
の
敷
地
確
保
と
建
物
の
建
築
費
用
、
所
長
と

所
員
の
人
件
費
、
後
述
す
る
、
モ
ス
ク
ワ
の
マ
ル
ク
ス
＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
研

究
所
と
の
事
業
の
費
用
な
ど
、
莫
大
な
金
額
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

I 

f 

S
を
大
学
の
附
属
機
関
と
す
る
た
め
に
は
、
特
定
学
部
に
講
座
を
開

ト
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
日
本
の
研
究
所
、
す
な
わ
ち
大
原
社
会
問
題

研
究
所
と
の
リ
ン
ク
、
こ
れ
ら
二
つ
の
リ
ン
ク
が
、
最
初
期
の
I 

f 

S
の

メ
ン
バ
ー
個
々
へ
の
八
木
の
関
心
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

本
書
で
は
、
初
期
I 

f 

S
の
性
格
と
政
治
と
の
関
係
が
解
明
さ
れ
た
の

ち
に
、
先
に
言
及
し
た
ワ
イ
ル
か
ら
ゾ
ル
ゲ
に
ま
で
い
た
る
五
人
の
メ
ン

バ
ー
の
業
績
と
半
生
が
描
か
れ
る
。
最
後
に
補
遺
と
し
て
、
著
者
が
一
九

七
三
年
以
降
、
ワ
イ
ル
、
そ
し
て
福
本
和
夫
と
の
あ
い
だ
で
行
っ
た
交
流

と
大
原
社
会
問
題
研
究
所
へ
の
照
会
に
よ
っ
て
「
社
会
研
究
」
と
い
う
用

語
の
謎
に
迫
っ
た
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
五
人
の
研
究
者
を
め
ぐ
る

調
査
に
つ
い
て
は
、
八
木
は
丁
寧
に
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
際

立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
細
部
に
立
ち
入
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
以
降
で
は
本
書
が
I 

f 

S
の
創
成
期
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
理
解
を
刷
新
し
よ
う
と
試
み
る
三
つ
の
点
に
の
み
言
及
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
ワ
イ
ル
の
貢
献
、
I 

f 

S
の
創
成
期
の
目
的
と
活
動
、
こ
の

研
究
所
を
取
り
ま
く
政
治
と
科
学
の
あ
い
だ
の
絡
ま
り
合
い
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ワ
イ
ル
に
つ
い
て
だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
ユ
ダ
ヤ
系
穀

物
商
人
の
息
子
で
あ
る
。
父
ヘ
ル
マ
ン
の
事
業
の
た
め
に
ブ
エ
ノ
ス
・
ア

イ
レ
ス
で
生
ま
れ
た
彼
は
父
の
意
向
で
一
九
〇
七
年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

に
送
ら
れ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
転
機
は
一
九
一
八
年
十

一
月
に
キ
ー
ル
で
起
こ
っ
た
ド
イ
ツ
革
命
で
あ
り
、
そ
の
さ
な
か
フ
ェ
ー

リ
ク
ス
は
社
会
民
主
党
の
『
エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
』
を
知
る
。
こ
の
こ
と
が

き
っ
か
け
で
彼
は
社
会
主
義
に
目
覚
め
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時
代
か
ら
の
友

人
で
I 

f 

S
の
研
究
員
に
も
な
る
レ
オ
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
タ
ー
ル
と
学
生
グ

ル
ー
プ
を
結
成
し
た
。
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リ
ク
ス
自
身
も
ま
た
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
、
当
時
の
政
治
と

研
究
の
あ
い
だ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ー
リ
ク
ス
と
ポ
ロ
ッ
ク
が
実
質
的
に
運
営
し
て
い
た
初
期
I 

f 

S

の
代
表
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ダ
ヴ
ィ
ト
・
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
が
持
ち
か
け

た
マ
ル
ク
ス
＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
（
旧
M 

E 

G 

A
）
の
た
め
の
共
同
作
業

で
あ
っ
た
。
グ
リ
ュ
ン
ベ
ル
ク
と
旧
知
の
仲
で
あ
り
、
レ
ー
ニ
ン
に
認
め

ら
れ
て
マ
ル
ク
ス
＝

エ
ン
ゲ
ル
ス
研
究
所
所
長
と
な
っ
た
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ

は
、
そ
の
全
集
の
公
刊
に
強
い
意
欲
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
遺
稿
を

保
管
し
て
い
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
と
ロ
シ
ア
共
産
党
と
の
あ
い
だ
の
関

係
は
、
そ
の
実
現
を
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
あ
い
だ
を
取
り
持
っ

た
の
が
、
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
は
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ

に
頼
ま
れ
て
社
民
党
本
部
に
掛
け
合
い
、
遺
稿
類
を
借
り
受
け
、
四
年
間

に
わ
た
り
I 

f 

S
の
地
下
室
に
設
け
た
作
業
場
で
計
六
人
の
助
手
を
使
っ

て
複
写
す
る
こ
と
を
始
め
た
。
モ
ス
ク
ワ
と
の
交
渉
に
は
ゾ
ル
ゲ
も
関

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
複
写
を
ド
イ
ツ
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
モ
ス
ク
ワ

に
送
り
、
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
の
ス
タ
ッ
フ
と
協
力
し
て
編
集
し
、
ド
イ
ツ
語

版
の
た
め
に
ワ
イ
ル
は
出
版
社
ま
で
立
ち
上
げ
た
。

　

ワ
イ
ル
と
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
背
後
に
ド
イ
ツ
社
民

党
と
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
を
持
つ
二
者
の
あ
い
だ
の
関
係
は
、
モ
ス
ク
ワ
に
お

け
る
動
向
と
と
も
に
一
九
二
八
年
ま
で
に
怪
し
く
な
る
。
ま
ず
コ
ミ
ン
テ

ル
ン
と
ド
イ
ツ
社
民
党
の
あ
い
だ
の
関
係
は
悪
化
し
、
異
端
な
政
治
的
経

歴
を
持
つ
ス
タ
ッ
フ
と
外
国
人
専
門
家
が
出
入
り
す
る
モ
ス
ク
ワ
の
研
究

所
は
警
戒
の
対
象
と
な
っ
た
。
他
方
ド
イ
ツ
で
I 

f 

S
は
、
モ
ス
ク
ワ
と

の
関
係
を
理
由
に
ま
す
ま
す
治
安
当
局
と
、
元
来
保
守
的
で
あ
っ
た
大
学

設
し
て
教
授
を
採
用
し
、
I 

f 

S
の
所
長
と
兼
務
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

私
は
か
つ
て
こ
の
ポ
ス
ト
が
ド
イ
ツ
で
最
初
に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
研
究
す

る
こ
と
の
で
き
た
大
学
の
ポ
ス
ト
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
説
明
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
ワ
イ
ル
家
の
そ
れ
ま
で
の
経
済
的
貢
献
の
賜
物

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
八
木
は
こ
こ
で
い
く
つ
か
の
推
測
を
述
べ
て
い
る
が
、

特
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
研
究
す
る
独
立
し
た
研
究
所
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
は
ヘ
ル
マ
ン
を
説

得
し
た
と
し
て
い
る
。
ナ
チ
ス
の
台
頭
前
で
は
あ
っ
て
も
、
世
界
中
で
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
の
動
向
に
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
父
ヘ
ル
マ
ン
を
理
事
長
、
自
身
を
そ
の
総
代
理
と
し
て
、

I 

f 

S
の
財
政
基
盤
で
あ
る
「
社
会
研
究
協
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
初
代

所
長
に
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
経
済
史
家
で
あ
る
カ
ー
ル
・
グ
リ
ュ
ン
ベ
ル

ク
が
就
任
し
、
自
ら
の
実
証
的
・
歴
史
的
マ
ル
ク
ス
主
義
を
研
究
所
の
方

針
の
中
心
に
据
え
た
。
一
九
二
八
年
に
グ
リ
ュ
ン
ベ
ル
ク
は
健
康
を
害
し

て
所
長
を
辞
し
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
所
長
代
理
に
よ
る
主
導
を
経
て
、
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
が
二
代
目
所
長
に
就
任
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
の
台

頭
が
亡
命
や
別
離
を
含
め
て
I 

f 

S
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
し
か
し

そ
れ
に
先
が
け
て
、
ド
イ
ツ
国
内
外
の
政
治
的
事
情
が
I 

f 

S
と
個
々
の

研
究
者
の
運
命
に
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
本
書
で
は
は
っ
き
り
と

描
か
れ
て
い
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
所
長
に
就
任
し
た
こ
と
が
、
実
証

的
・
歴
史
的
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
批
判
理
論
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
へ

の
転
向
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
な
理
解
が
流
布
し
て
い
る
が
、
本
書

を
読
む
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
短
絡
的
で
、
社
会
的
、
歴
史
的
経
緯
を
と
ら
え

損
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。I 

f 

S
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
フ
ェ
ー
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み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
か
ら
、
グ
リ
ュ
ン
ベ
ル
ク

以
降
の
I 

f 

S
が
「
批
判
理
論
」
へ
と
舵
を
切
っ
た
こ
と
を
、
ホ
ル
ク
ハ

イ
マ
ー
と
彼
を
取
り
ま
く
メ
ン
バ
ー
の
自
己
保
存
ゆ
え
と
す
る
こ
と
も
早

計
で
あ
る
。
「
批
判
理
論
」
の
理
論
的
正
当
化
の
妥
当
性
を
理
論
内
在
的

に
読
み
解
き
、
検
証
す
る
作
業
は
こ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に

加
え
て
こ
の
方
針
転
換
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
妥
協
の
可
能
性
を
社
会
状

況
と
の
関
連
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
、
一
次
資
料
を
も
と
に
今
後
行
わ
れ

る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
課
題
は
、
本
書
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
社
会
研
究
所
の
歴
史
を

理
解
す
る
う
え
で
欠
け
て
い
た
部
分
を
埋
め
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
を
刷
新

し
た
が
た
め
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
本
書
が
可
能
と

な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
こ
数
年
来
の
う
ち
に
個
別
の
メ
ン
バ
ー
を
め
ぐ
る

研
究
が
徐
々
に
公
刊
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
を
踏
ま
え
た
八
木
の
著
作
も
ま
た
、
I 

f 

S
と
個
々
の
研
究
者
た
ち
の

理
解
を
広
げ
、
別
様
の
、
よ
り
包
括
的
な
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
」
の

継
承
の
可
能
性
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

 

（
み
や
も
と
・
し
ん
や
／
社
会
哲
学
）

中
央
か
ら
の
攻
撃
を
よ
り
強
く
受
け
始
め
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
変
化
が
、

二
つ
の
研
究
所
の
存
続
を
危
う
く
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
つ
の

研
究
所
の
共
同
事
業
は
解
消
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
で
は

旧
M 

E 
G 
A
が
世
に
出
た
も
の
の
未
完
に
終
わ
り
、
共
同
作
業
が
終
わ
っ

た
十
年
後
に
は
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た

文
献
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ュ
ク
レ
は
粛
正
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

で
は
ワ
イ
ル
は
研
究
所
存
続
の
た
め
に
経
済
的
支
援
以
外
か
ら
は
身
を
引

き
、
グ
リ
ュ
ン
ベ
ル
ク
路
線
を
継
承
す
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

制
度
と
し
て
の
I 

f 

S
を
襲
っ
た
変
化
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
、
グ
ロ
ス
マ
ン
、

ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
、
ゾ
ル
ゲ
た
ち
に
も
同
様
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。

彼
ら
が
独
自
に
取
り
組
ん
だ
研
究
の
あ
り
方
は
、
ソ
連
の
政
治
的
、
学
術

的
方
針
の
変
化
に
応
じ
て
こ
と
ご
と
く
、
逸
脱
、
な
い
し
は
異
端
の
誹
り

を
受
け
る
。
ゾ
ル
ゲ
が
赤
軍
に
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
て
、
周
知
の
よ
う
に
優

れ
た
諜
報
員
と
な
っ
た
の
は
例
外
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
最
期
は
悲
劇
的
で

あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
メ
ン
バ
ー
は
モ
ス
ク
ワ
と
は
異
な
る
マ
ル
ク
ス
主

義
を
目
指
し
た
が
、
ド
イ
ツ
の
保
守
勢
力
か
ら
も
、
ナ
チ
ス
か
ら
も
攻
撃

や
弾
圧
を
受
け
、
そ
し
て
亡
命
先
の
ア
メ
リ
カ
で
も
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
八
木
は
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
の
研
究
成
果
の
再
評
価
と
互

い
の
あ
い
だ
の
差
異
の
分
析
を
行
い
な
が
ら
、
他
方
で
彼
ら
と
政
治
の
動

向
と
の
あ
い
だ
の
軋
轢
を
周
到
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
当
時
の
I 

f 

S

と
そ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
、
極
め
て
複
雑
な
力
の
関
係
に
翻
弄
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
ま
か
ら
は
、
個
々
の
研
究
者
の
活
動
と
制
度
と
し

て
の
大
学
や
研
究
所
の
置
か
れ
て
い
る
現
代
の
政
治
的
状
況
を
透
か
し
て
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た
。
い
わ
ゆ
る
日
本
資
本
主
義
論
争
で
あ
る
。

　

日
本
資
本
主
義
論
争
に
お
け
る
共
通
の
参
照
軸
と
な
っ
た
の
が
、
マ
ル

ク
ス
の
史
的
唯
物
論
で
あ
る
。
封
建
主
義
か
ら
資
本
主
義
を
経
て
、
社
会

主
義
社
会
に
到
達
す
る
と
い
う
発
展
段
階
論
に
基
づ
き
、
日
本
が
ど
の
段

階
に
あ
る
の
か
が
議
論
さ
れ
た
。
講
座
派
は
日
本
の
資
本
主
義
が
封
建
的

主
従
関
係
に
あ
る
農
村
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
み
な
し
た
の
に
対
し
、

労
農
派
は
曲
が
り
な
り
に
資
本
主
義
と
し
て
自
立
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。

　

日
本
資
本
主
義
論
争
は
、
コ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ー
事
件
と
人
民
戦
線
事
件

で
多
く
の
論
者
が
検
挙
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
終
焉
を
迎
え
た
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
こ
れ
ら
の
論
者
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
復
帰
す
る
と
、
日
本

資
本
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
が
復
活
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
、
評
者
が
大
学

で
受
講
し
た
「
日
本
経
済
史
」
の
講
義
で
も
、
一
年
間
に
わ
た
り
労
農
派

の
立
場
か
ら
講
座
派
批
判
が
展
開
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
（
講
師
は
実

質
的
に
労
農
派
で
あ
っ
た
）
。
今
や
昔
日
の
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
日
本

資
本
主
義
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
が
、
切
実
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
経
済
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
隣
接
領
域
の
経
済
学
史
研
究
で

も
同
様
で
あ
っ
た
。
本
書
は
戦
後
を
代
表
す
る
経
済
学
史
家
た
ち
が
、
日

本
資
本
主
義
を
ど
う
と
ら
え
て
き
た
の
か
を
、
真
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。

　

本
書
は
書
き
下
ろ
し
で
、
本
論
が
全
六
章
か
ら
な
る
。
各
章
で
は
、
特

定
の
経
済
学
史
家
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
あ
て
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
第

一
章
か
ら
順
に
、
内
田
義
彦
、
大
河
内
一
男
、
高
島
善
哉
、
小
林
昇
、
水

田
洋
、
伊
東
光
晴
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

　

本
書
で
は
ま
た
、
各
経
済
学
史
家
の
名
著
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
や

そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
背
景
を
く
わ
し
く
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
名
著
と

　

書
評　

『
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

』

（
野
原
慎
司
著
、
白
水
社
、
二
〇
二
〇
年
）

武
藤
秀
太
郎

　

明
治
維
新
に
よ
り
成
立
し
た
日
本
国
家
は
、
天
皇
を
い
た
だ
く
絶
対
君

主
制
で
、
社
会
基
盤
で
あ
る
農
村
を
半
封
建
的
支
配
の
下
に
置
い
て
い
る

の
か
。
あ
る
い
は
、
封
建
的
要
素
を
残
し
な
が
ら
も
、
そ
の
社
会
的
本
質

は
資
本
主
義
で
律
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
か
つ
て
一
九
三
〇
年
代
、
こ
の

問
題
を
め
ぐ
り
、
経
済
史
家
の
間
で
は
げ
し
い
論
争
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
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た
の
が
、
大
塚
久
雄
で
あ
る
。

　

大
塚
は
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
依
拠
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
中
産
的
生
産
者
層
が
両
極
分
解
し
て
ゆ
き
、
近
代
資
本
主
義
の
エ
ー
ト

ス
を
も
っ
た
産
業
起
業
家
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
過
程
を
え
が
い
た
。
内
田

は
こ
の
大
塚
か
ら
、
生
産
力
視
点
に
た
ち
、
生
産
力
の
担
い
手
の
問
題
を

と
ら
え
る
重
要
性
を
学
ん
だ
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
に
、
大
塚
の

説
く
資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
執
筆
さ
れ
た
ス
ミ
ス
研
究
が
、
『
経
済
学
の
生
誕
』
で
あ
る
。

　

『
経
済
学
の
生
誕
』を
読
む
と
、
ス
ミ
ス
が
資
本
主
義
を
推
進
す
る
ホ
モ
・

エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
合
理
的
経
済
人
）
の
登
場
を
待
望
し
た
と
す
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
戦
後
日
本
の
資
本
主
義
が

目
指
す
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
野
原
氏
が
名
著
を
振
り
返
る
意
義
で

述
べ
た
よ
う
に
、
専
門
的
な
経
済
学
史
研
究
な
が
ら
、
日
本
資
本
主
義
の

課
題
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
示
し
た
著
作
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
章
の
大
河
内
一
男
は
、
経
済
学
史
の
ほ
か
、
社
会
政
策
研
究
で
知

ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
学
生
時
代
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
洗
礼
を
う
け
る
と

と
も
に
、
河
合
栄
治
郎
の
下
で
学
ん
だ
大
河
内
は
、
社
会
政
策
を
資
本
主

義
の
円
滑
な
運
用
に
不
可
欠
な
も
の
と
位
置
づ
け
、
労
働
者
の
待
遇
を
改

善
す
る
必
要
性
を
う
っ
た
え
た
。
現
体
制
を
前
提
と
し
て
、
労
働
力
の
保

全
を
は
か
る
。
大
河
内
は
、
こ
の
階
級
史
観
を
取
り
去
っ
た
生
産
力
重
視

の
社
会
政
策
論
を
、
戦
時
中
お
よ
び
戦
後
に
も
堅
持
し
た
。

　

戦
時
中
に
公
刊
さ
れ
た
『
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
』
も
、
社
会
政
策
論
と
同

様
に
、
生
産
力
の
向
上
を
射
程
に
置
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
家
・

政
府
の
側
か
ら
の
労
働
力
保
全
を
と
な
え
た
社
会
政
策
論
に
対
し
、
『
ス

は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
田
の
『
経
済
学
の
生
誕
』
（
一
九
五
三
）
、
大
河
内
『
ス

ミ
ス
と
リ
ス
ト
』
（
一
九
四
三
）
、
高
島
『
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
』
（
一

九
四
一
）
、
小
林
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』　

（
一
九
六
一
）
、
水
田
『
近
代

人
の
形
成
』
（
一
九
五
四
）
、
伊
東
『
ケ
イ
ン
ズ
』
（
一
九
六
二
）
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
式
を
採
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
著
者
の
野
原
慎
司
氏
は
「
戦

後
の
経
済
学
史
の
名
著
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
、
戦
後
を
ど
う

捉
え
て
い
た
の
か
、
ど
こ
に
課
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
を
知
る
上

で
有
益
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
頁
）
。

　

野
原
氏
は
、
こ
れ
ま
で
に
博
士
論
文
を
元
に
し
た
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

の
近
代
性
の
根
源
』
（
二
〇
一
三
）
を
公
刊
し
て
い
る
。
こ
の
『
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
の
近
代
性
の
根
源
』
で
は
、
お
も
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
前
の
思

想
家
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
ス
ミ
ス
の
経
済
社
会
観
を
み
ご
と
に
浮
き
上

が
ら
せ
て
い
た
。
ス
ミ
ス
の
思
想
を
直
接
に
論
じ
る
こ
と
な
く
、
関
連
す

る
思
想
家
を
通
じ
て
そ
の
輪
郭
を
え
が
い
て
ゆ
く
。
本
書
を
読
ん
で
も
、

全
体
に
わ
た
り
ス
ミ
ス
へ
の
問
題
関
心
が
底
流
に
流
れ
て
い
る
の
を
感
じ

る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
近
代
性
の
根
源
』
に

つ
づ
く
、
野
原
氏
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
の
一
環
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
下
、
各
章
の
概
要
を
み
て
ゆ
き
た
い
。

　

第
一
章
で
は
、
『
経
済
学
の
生
誕
』
に
集
約
さ
れ
る
内
田
義
彦
が
と
り

く
ん
だ
日
本
の
近
代
化
へ
の
思
索
が
剔
抉
さ
れ
て
い
る
。
内
田
は
学
生
時

代
、
河
上
肇
の
著
作
よ
り
マ
ル
ク
ス
主
義
を
学
び
、
日
本
資
本
主
義
論
争

に
強
い
関
心
を
よ
せ
た
。
講
座
派
の
立
場
に
た
ち
つ
つ
、
戦
後
日
本
の
資

本
主
義
が
封
建
制
の
残
存
を
ど
う
解
消
し
て
ゆ
く
べ
き
か
が
、
大
き
な
課

題
と
な
っ
た
。
内
田
が
こ
の
課
題
に
と
り
く
む
上
で
大
き
な
影
響
を
う
け
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革
の
原
理
と
認
識
し
た
高
島
は
、
市
民
社
会
派
の
先
駆
的
存
在
で
あ
っ
た
。

　

第
四
章
の
小
林
昇
は
、
内
田
義
彦
と
同
じ
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
大
塚

久
雄
か
ら
影
響
を
う
け
た
。
し
か
し
、
両
者
の
ス
ミ
ス
に
対
す
る
評
価
は

異
な
っ
た
。
重
商
主
義
解
体
に
は
た
し
た
ス
ミ
ス
の
役
割
を
積
極
的
に
評

価
し
た
内
田
に
対
し
、
小
林
は
タ
ッ
カ
ー
な
ど
と
の
対
比
で
、
ス
ミ
ス
を

相
対
的
に
位
置
づ
け
た
。
こ
う
し
た
タ
ッ
カ
ー
や
リ
ス
ト
の
学
説
を
重
視

す
る
小
林
の
姿
勢
に
は
、
戦
時
中
の
従
軍
経
験
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

小
林
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
従
軍
中
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
の
愛
国
心
に
強
く

打
た
れ
た
。
戦
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
も
、
あ
ら
た
め
て
同
様
の
認
識

を
も
っ
た
。
資
本
主
義
は
国
民
国
家
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
国
民

国
家
を
後
進
国
が
確
立
す
る
に
あ
た
り
、
重
商
主
義
が
固
有
の
意
義
を
も

つ
こ
と
と
な
る
。
そ
う
し
た
観
点
に
た
ち
つ
つ
、
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
ス
チ
ュ

ア
ー
ト
、
タ
ッ
カ
ー
、
ケ
ネ
ー
、
そ
し
て
ス
ミ
ス
へ
と
い
た
る
過
程
を
え

が
い
た
の
が
、
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』
で
あ
る
。

　

小
林
の
経
済
学
史
は
、
民
族
独
立
に
よ
る
国
民
国
家
を
ど
う
維
持
す
る

か
と
い
う
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
国
民
生
産
力
の

発
展
に
焦
点
が
す
え
ら
れ
た
。
他
方
で
、
高
度
経
済
成
長
期
後
の
小
林
が
、

マ
イ
ナ
ス
成
長
論
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。

　

内
田
、
小
林
と
な
ら
び
、
戦
後
日
本
の
ス
ミ
ス
研
究
の
ト
リ
オ
を
な
し

た
の
が
、
第
五
章
の
水
田
洋
で
あ
る
。
水
田
も
東
京
商
科
大
学
在
学
時
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
洗
礼
を
う
け
る
と
と
も
に
、
高
島
善
哉
の
ゼ
ミ
で
ス
ミ

ス
の
『
国
富
論
』
や
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
を
読
み
す
す
め
た
。

野
原
氏
は
、
水
田
の
思
想
史
研
究
の
源
流
と
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け

る
人
間
の
解
放
と
い
う
論
点
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
水
田
が
理

ミ
ス
と
リ
ス
ト
』
で
は
、
生
産
の
担
い
手
た
る
労
働
者
が
積
極
的
に
生
産

体
制
に
協
力
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
大
河
内
の
社
会
政
策
論
と

経
済
学
史
は
車
の
両
輪
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
、
東
京
大
学
総
長
と
な
っ
た
大
河
内
は
、
全
共
闘
運
動
の
拡
大
を

う
け
、
辞
任
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
。
学
生
ら
が
求
め
た
「
市
民
社
会
」
の

実
現
に
つ
い
て
、
大
河
内
が
理
解
を
示
し
た
様
子
は
み
ら
れ
な
い
。
野
原

氏
は
、
こ
の
「
市
民
社
会
へ
の
態
度
と
い
う
も
の
が
、
大
河
内
理
論
の
限

界
を
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（
六
九
頁
）
。

　

大
河
内
と
対
照
的
に
、
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
を
通
じ
、
市
民
社
会
を
戦
時

中
よ
り
模
索
し
た
の
が
、
第
三
章
の
高
島
善
哉
で
あ
る
。
高
島
は
、
師
の

福
田
徳
三
か
ら
近
代
経
済
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
河
上
肇
の
マ
ル
ク
ス
研

究
か
ら
影
響
を
う
け
た
。
マ
ル
ク
ス
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
高
島
を
、
福
田

は
こ
こ
ろ
よ
く
思
わ
ず
、
東
京
商
科
大
学
の
職
を
打
ち
切
ら
れ
た
。
共
産

党
シ
ン
パ
の
活
動
で
検
挙
さ
れ
る
な
ど
し
た
後
、
高
島
が
世
に
問
う
た
の

が
『
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
』
で
あ
る
。

　

高
島
は
『
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
』
で
、
近
代
経
済
学
で
も
マ
ル
ク

ス
主
義
で
も
な
い
「
経
済
社
会
学
」
を
提
唱
し
た
。
こ
の
経
済
社
会
学
は
、

ス
ミ
ス
の
い
う
市
民
社
会
の
危
機
を
自
覚
し
、
市
民
社
会
を
全
体
的
・
歴

史
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
企
図
す
る
。
全
体
主
義
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、

当
時
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
対
峙
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
の
高
島
は
、
市
民
社
会
を
克
服
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
重
要
性
を

強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
戦
前
日
本
の
資
本
主
義
に
お
け
る
問

題
点
を
個
人
の
軽
視
に
見
出
し
、
個
人
を
根
付
か
せ
る
要
素
と
し
て
愛
国

心
を
重
視
し
た
。
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
概
念
に
着
目
し
、
そ
れ
を
日
本
変
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の
変
容
』
（
二
〇
〇
〇
）
、
『
政
権
交
代
の
政
治
経
済
学
』
（
二
〇
一
〇
）
、
『
原

子
力
発
電
の
政
治
経
済
学
』
（
二
〇
一
三
）
、
『
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
批
判
』
（
二

〇
一
四
）
な
ど
、
近
年
の
衰
え
ぬ
執
筆
活
動
も
目
を
み
は
る
。

　

評
者
は
か
つ
て
、
大
内
兵
衛
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
論
じ
た
ロ
ー
ラ
・
ハ
イ

ン
『
理
性
あ
る
人
び
と 

力
あ
る
言
葉
（Reasonable M

en, Pow
erful W

ords

）
』（
二

〇
〇
七
）
を
書
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
戦
後
日
本
の
知
識
人
研

究
に
お
い
て
、
経
済
学
者
が
手
薄
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
か
ら
一

五
年
経
っ
た
現
在
も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
穴
を

埋
め
る
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
経
済
学
史
研
究
者
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
広
く
一
読
を
す
す
め
た
い
。

　

最
後
に
気
に
な
っ
た
点
を
一
つ
挙
げ
、
書
評
の
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

　

右
の
拙
く
ま
と
め
た
概
要
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
内
田
、
大
河
内
、

高
島
、
小
林
、
水
田
に
は
、
ス
ミ
ス
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
影
響
が
色
濃
く

認
め
ら
れ
る
。
さ
き
に
、
本
書
が
野
原
氏
に
と
っ
て
ス
ミ
ス
研
究
の
一
環

で
は
な
い
か
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
す

る
と
、
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
の
影
響
が
希
薄
な
伊
東
を
論
じ
た
第
六
章
が
、

い
さ
さ
か
浮
き
上
が
っ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
各
章
独
立
し
た
論
文
と

し
て
読
む
分
に
は
問
題
な
い
が
、
書
き
下
ろ
し
の
一
書
と
し
て
と
ら
え
た

際
に
若
干
ひ
っ
か
か
り
を
覚
え
た
次
第
で
あ
る
。

 

（
む
と
う
・
し
ゅ
う
た
ろ
う
／
経
済
思
想
史
）

想
と
す
る
自
由
で
平
等
な
市
民
社
会
へ
と
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
、
水
田
は
大
塚
史
学
を
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
異
な
っ
た
近
代

化
の
プ
ロ
セ
ス
を
探
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
水
田
が
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し

て
着
目
し
た
の
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
っ
た
。
『
近
代
人
の
形
成
』
は
、
ホ
ッ

ブ
ズ
に
よ
る
近
代
的
な
個
人
と
い
う
理
念
の
形
成
を
解
き
明
か
し
た
著
作

で
あ
る
。
そ
の
後
、
水
田
は
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ス
ミ
ス
に
い
た
る
道
筋
の
解

明
に
と
り
く
ん
だ
。

　

経
済
学
史
研
究
を
通
じ
、
市
民
社
会
を
析
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
出

現
を
は
ば
む
日
本
資
本
主
義
を
批
判
す
る
。
水
田
は
戦
後
、
市
民
運
動
に

も
積
極
的
に
関
わ
っ
た
。
東
大
闘
争
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
、
大
河
内
や

高
島
、
小
林
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
印
象
的
で
あ
る
。

　

第
六
章
の
伊
東
光
晴
は
、
こ
れ
ま
で
の
五
人
よ
り
も
若
く
、
戦
後
に
主

た
る
研
究
活
動
を
開
始
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
資
本
主
義
が
成
立
す

る
過
程
よ
り
も
、
世
界
情
勢
の
中
で
資
本
主
義
が
ど
う
変
容
し
て
ゆ
く
の

か
が
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
こ
の
課
題
に
と
り
く
む
上
で
、
伊
東
が

拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
が
、
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。

　

伊
東
に
よ
れ
ば
、
『
ケ
イ
ン
ズ
』
は
、
内
田
『
経
済
学
の
生
誕
』
の
ケ

イ
ン
ズ
版
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ケ
イ
ン
ズ
を
、
成
熟
期

資
本
主
義
を
と
ら
え
た
人
物
と
し
て
と
ら
え
、
時
代
背
景
を
お
さ
え
つ
つ
、

社
会
思
想
史
的
に
え
が
い
て
ゆ
く
。
『
ケ
イ
ン
ズ
』
は
、
高
度
経
済
成
長

に
突
入
し
た
日
本
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
を
元
に
、
修
正
資
本
主
義
の
分
析
に
精
力
的
に

と
り
く
ん
だ
。
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
台
頭
し
た
新
自
由
主
義
に
対

し
、
批
判
す
る
論
陣
を
張
っ
た
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
日
本
経
済
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の
特
徴
を
解
説
し
た
第
一
章
「
マ
ル
ク
ス
を
別
の
仕
方
で
相
続
す
る
こ
と
」
、

精
神
分
析
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
理
論
的
な
節
合
の
可
能
性
を
と
り
わ
け

ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
と
の
対
話
に
よ
っ
て
追
求
し
た
第
二
章
「
政
治
と
精

神
分
析
の
未
来
」
、
嫉
妬
の
感
情
が
平
等
論
や
平
等
主
義
的
な
政
策
決
定

に
も
た
ら
す
影
響
を
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
を
通
じ
て
検
討
し
た
第
三
章
「
嫉

妬
・
正
義
・
民
主
主
義
」
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が
公
共
性
論
（
公
共
哲
学
）

と
交
差
す
る
領
域
で
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
私
二
分
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る

第
四
章
「
来
た
る
べ
き
公
共
性
」
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
民
主
主

義
論
を
検
討
し
た
第
五
章
「
と
り
あ
え
ず
連
帯
す
る
こ
と
」
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
や
福
祉
国
家
の
凋
落
に
よ
る
社
会
的
紐
帯
の
消
失
を
承
け
て
浮
上
し

た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
、
政
治
的
紐
帯
の
再
建
の
機
能
を
担
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
の
関
係
を
問
う
た
第
六
章
「
ポ
ス
ト
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
政
治
的
紐

帯
の
た
め
に
」
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
り
わ
け
左
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
民
主

主
義
と
の
関
係
を
論
じ
た
第
七
章
「
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
あ
と
で
」
、

政
治
分
析
お
よ
び
政
治
展
望
に
お
け
る
「
ポ
ス
ト
基
礎
付
け
主
義
」
の
政

治
哲
学
と
民
主
主
義
と
の
関
連
を
探
る
第
八
章
「
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ズ
ム
再
考
」
、

こ
れ
に
「
は
じ
め
に
―
―
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ズ
ム
の
時
代
」
と
「
お
わ
り
に
」

が
つ
く
。

　

言
及
、
引
用
さ
れ
て
い
る
現
代
思
想
家
・
現
代
思
想
研
究
者
の
文
献
は

厖
大
で
あ
り
、
論
点
も
多
岐
に
わ
た
る
。
大
変
な
労
作
で
あ
る
。
こ
の
か

ん
雑
誌
な
ど
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
を
何
本
か
書
い
て
き
た
評
者

）
1
（

の
問
題
意

識
と
も
一
部
で
重
な
り
一
部
で
離
れ
る
本
書
の
論
述
を
読
む
こ
と
は
、
実

に
ス
リ
リ
ン
グ
な
体
験
で
あ
っ
た
。

　

一
部
重
な
る
の
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
成
立
す
る
背
景
と
し
て
、
フ
ァ

　

書
評　

『
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ズ
ム
ス 

 
 

―
―
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
〈
以
後
〉
の
民
主
主
義

』

（
山
本
圭
著
、
共
和
国
、
二
〇
二
〇
年
）

中
村
勝
己

　

本
書
所
収
の
論
考
は
二
〇
一
七
年
か
ら
一
九
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
刊

行
は
二
〇
二
〇
年
二
月
で
あ
る
。
こ
の
書
評
を
書
い
て
い
る
現
在
が
二
〇

二
二
年
の
春
な
の
で
、
本
書
は
二
年
前
の
著
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
と
呼
ば
れ
る
理
論
潮
流
の
う
ち
、
特
に
エ
ル

ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
と
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
に
焦
点
を
絞
り
、
こ
の
潮
流



社会思想史研究　No. 46　2022

●　230

の
諸
国
を
除
く
い
わ
ゆ
る
中
枢
圏
（
米
欧
日
な
ど
）
で
は
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

著
者
の
山
本
圭
は
、
解
体
し
た
社
会
的
紐
帯
を
補
う
も
の
と
し
て
政
治

的
紐
帯
を
位
置
づ
け
、
そ
の
役
割
を
担
う
の
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
だ
、
と
り

わ
け
左
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（
山
本
の
訳
語
で
は
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
）
だ
と

し
て
い
る
よ
う
だ
（
本
書
第
六
章
・
一
八
九
頁
）
。
そ
れ
も
一
つ
の
見
識
だ
が
、

評
者
の
見
立
て
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
評
者
は
、
新
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム

の
下
で
破
壊
さ
れ
た
り
解
体
し
た
社
会
的
紐
帯
は
、
新
た
な
社
会
的
紐
帯

を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
補
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

著
者
の
山
本
が
塩
田
潤
と
と
も
に
訳
し
た
『
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
た

め
に
』
（
邦
訳
は
明
石
書
店
。
読
み
や
す
い
訳
書
に
仕
上
が
っ
て
い
る
）
の
著

者
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
の
提
起
す
る
左
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
評
者
に
は

一
九
三
〇
年
代
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
人
民
戦
線
戦
術
の
二
番
煎
じ
の
よ
う

に
見
え
る
（
た
だ
し
二
番
煎
じ
だ
か
ら
駄
目
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
。
ム

フ
の
提
起
は
、
新
自
由
主
義
レ
ジ
ー
ム
の
下
で
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
各

国
政
治
を
席
巻
す
る
勢
い
が
あ
ま
り
に
激
し
い
の
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る

必
要
か
ら
唱
え
ら
れ
た
緊
急
避
難
的
な
「
戦
術
」
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。

そ
の
点
に
、
直
近
の
革
命
を
展
望
で
き
な
く
な
っ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
革

命
の
た
め
の
戦
略

0

0

を
先
送
り
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
跳
梁
跋
扈
を
阻
止
す
る

た
め
に
広
汎
な
自
由
主
義
・
民
主
主
義
・
社
会
主
義
諸
勢
力
を
結
集
さ
せ

る
た
め
の
戦
術

0

0

と
し
て
採
用
し
た
人
民
戦
線
戦
術
と
の
相
同
性
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
旧
い
マ
ル
ク
ス
主
義
用
語
と
し
て
今
で
は
振
り

返
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
「
戦
略
・
戦
術
」
だ
が
、
さ
す
が
に
『
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
と
社
会
主
義
戦
略
』
（
以
下
『
戦
略
』
と
略
す
）
の
共
著
者
ム
フ

シ
ズ
ム
成
立
の
機
序
を
社
会
的
紐
帯
の
解
体
に
求
め
る
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ト
の
全
体
主
義
論
に
注
目
す
る
点
で
あ
る
。
「
「
大
衆
」
と
い
う
表
現
は

―
―
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
―
―
人
数
が
多
す
ぎ
る
か
公
的
問
題
に
無
関

心
す
ぎ
る
か
の
た
め
に
、
人
々
が
と
も
に
経
験
し
と
も
に
管
理
す
る
世
界

に
対
す
る
共
通
の
利
害
を
基
盤
と
す
る
組
織
、
す
な
わ
ち
政
党
、
利
益
団

体
、
地
域
の
自
治
組
織
、
労
働
組
合
、
職
業
団
体
な
ど
に
自
ら
を
構
成
す

る
こ
と
を
し
な
い
人
々
の
集
団
に
も
当
て
は
ま
る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な

集
団
に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
」
（
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
』
三
、

邦
訳
一
〇
頁
）
。
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
大
衆
社
会
の
な
か
の
個
人
の
主

た
る
特
徴
は
残
酷
さ
で
も
愚
か
さ
で
も
無
教
養
で
も
な
く
、
他
人
と
の
繋

が
り
の
喪
失
と
根
無
し
草
的
性
格
で
あ
る
」
（
同
二
二
―
三
頁
）
と
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
安
易
に
同
一
視
し
て
は

な
ら
な
い
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
成
立
の
背
景
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
従
軍
し

た
兵
士
た
ち
の
塹
壕
戦
・
白
兵
戦
の
経
験
や
戦
後
復
員
し
て
か
ら
の
零
落

体
験
お
よ
び
反
戦
派
へ
の
怨
恨
な
ど
が
あ
り
、
二
十
一
世
紀
の
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
と
は
大
き
く
そ
の
発
生
機
序
を
異
に
す
る
か
ら
だ
（
と
は
言
え
、
現

在
進
行
中
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
＝

ロ
シ
ア
戦
争
が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
波
及
効
果
を
与

え
る
の
か
注
視
し
た
い
。
軍
事
力
を
政
治
の
極
め
て
重
要
な
契
機
と
見
な
す
議
論

が
今
後
は
ま
す
ま
す
力
を
持
つ
こ
と
が
確
実
で
あ
る
）
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
今

日
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
隆
盛
の
背
景
に
は
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
こ
の
三
〇
年
間
続
い
て
き
た
（
途
中
に
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る

新
自
由
主
義
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
失
墜
を
挟
み
な
が
ら
も
）
事
実
が
あ
る
。
し
か
も

「
成
功
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
中
南
米
と
南
欧
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に
お
け
る
「
国
家
の
補
助
機
構
」
論
の
継
承
で
あ
る
こ
と
を
ラ
ク
ラ
ウ
＝

ム
フ
は

軽
視
し
て
い
る
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
）
。

　

問
題
は
、
ラ
ク
ラ
ウ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
が
そ
の
後
に
ま
す
ま
す
グ
ラ
ム

シ
か
ら
離
れ
、
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
理
論
に
接
近
し
て
い
っ
た
こ
と
だ
。

著
者
の
山
本
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
ラ
ク
ラ
ウ
を
中
心
と
し
た
「
エ
セ
ッ
ク

ス
学
派
」
（
本
書
八
〇
頁
）
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ホ
ワ
ー
ス
は
「
ラ
ク
ラ
ウ

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
に
は
お
よ
そ
三
つ
の
モ
デ
ル
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
」（
本
書
一
九
五
頁
）
と
い
う
。
第
一
の
モ
デ
ル
は
一
九
七
〇
年
代
の
も
の
。

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
社
会
諸
階
級
が
人
民
＝
民
主
主
義
的
な
よ
び
か
け
を
通

し
て
社
会
を
変
革
す
る
実
践
の
意
味
で
理
解
さ
れ
た
。
第
二
の
モ
デ
ル
は

八
〇
年
代
の
も
の
。
「
社
会
空
間
は
言
説
的
構
築
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
節
合
は
、
結
節
点
を
中
心
に
し
て
、
不
安
定
な
諸
要
素
の

意
味
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
固
定
す
る
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
同

頁
）
と
さ
れ
た
。
第
三
の
モ
デ
ル
は
九
〇
年
代
以
降
の
も
の
。
「
ラ
カ
ン

派
精
神
分
析
理
論
の
影
響
が
明
確
に
前
景
化
し
て
い
る
」（
同
）
。
「
ジ
ジ
ェ

ク
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
で
、
主
体
位
置
で
は
な
く
「
欠
如
の
主
体
」
と

い
う
主
体
モ
デ
ル
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
、
多
様
な
諸
要
素
を
ま
と
め
る

特
権
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、
結
節
点
で
は
な
く
「
空
虚
な
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
い
う
語
が
採
用
さ
れ
る
。
空
虚
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
複

数
の
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
体
と
し
て
代
表
＝
表
象
す
る
普
遍
的
機

能
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ど
の
政
治

勢
力
が
こ
の
空
虚
な
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
問
題
と
な
る
」
（
一
九
五

―
六
頁
）
。

　

し
か
し
、
評
者
に
言
わ
せ
れ
ば
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
発
展
」
と
見
な
せ

は
こ
の
言
葉
の
使
い
分
け
に
敏
感
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で

本
書
に
散
見
さ
れ
る
「
左
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
戦
略
」（
例
え
ば
「
は
じ
め
に
」

二
二
頁
）
と
い
う
言
葉
遣
い
は
間
違
い
だ
と
評
者
は
思
う
。
こ
こ
に
も
「
ポ0

ス
ト

0

0

・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
ポ
ス
ト
・
マ
ル

0

0

ク
ス
主
義
者

0

0

0

0

0

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
が
あ
る
（
同
じ
こ
と
は
、

『
戦
略
』
の
第
二
版
を
『
民
主
主
義
の
革
命
』
と
い
う
邦
題
に
訳
し
た
二
人
の
訳

者
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
）
。

　

『
戦
略
』
の
も
う
一
人
の
共
著
者
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
論
は
、
ム
フ
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
と
著
者
の
山
本
は
言
う
。

ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
を
理
解
す
る
前
提
は
、
彼
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

論
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
だ
。
そ
の
変
遷
と
は
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
が
語
り

直
さ
れ
る
に
つ
れ
、
そ
れ
が
精
神
分
析
理
論
に
接
近
し
て
い
く
」
（
本
書

一
九
四
頁
）
こ
と
だ
。
『
戦
略
』
に
お
い
て
特
権
的
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど

高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
が
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
論
だ
っ
た
。
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
グ
ラ
ム
シ
研
究
者
と
し
て

キ
ャ
リ
ア
を
始
め
た
ム
フ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
戦
略
』
以
前
の
ラ
ク

ラ
ウ
も
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
「
政
治
的
再
節
合
の
た
め
の
闘
争
」

と
い
う
「
転
換
の
震
源
地
」
だ
と
見
な
し
て
い
た

）
2
（

。
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー

リ
ン
が
唱
え
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
は
、
労
働
者
階
級
が
農
民
階
級
に
対
し
て

発
揮
す
る
指
導
性
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
グ
ラ
ム
シ
は
、
教
会
、

組
合
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
市
民
社
会
に
お
い
て
作
動
す
る
民
間
諸
組
織
が
国

家
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
装
置
と
し
て
機
能
す
る
様
子
に
光
を
あ
て
た
点
で
、
確

か
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
に
お
け
る
「
転
換
の
震
源
地
」
だ
っ
た
（
と
は
言
え
、

グ
ラ
ム
シ
の
観
点
が
一
九
二
八
年
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
作
成
し
た
「
世
界
綱
領
」
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重
引
）
と
。
前
作
『
不
審
者
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
岩
波
書
店
）
で
は
い
ま

だ
解
明
さ
れ
切
れ
な
か
っ
た
論
点
が
本
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
、

評
者
の
よ
う
な
門
外
漢
に
は
極
め
て
有
益
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
ラ
ク
ラ

ウ
に
お
け
る
グ
ラ
ム
シ
か
ら
ラ
カ
ン
へ
の
架
橋
は
ど
こ
ま
で
成
功
し
て
い

る
の
か
。
グ
ラ
ム
シ
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
再
構
成
を
志
向
す
る
評
者
に
と

り
、
ま
た
晩
年
の
ラ
ク
ラ
ウ
の
思
想
的
到
達
点
を
検
証
す
る
う
え
で
も
、

こ
の
論
点
は
は
ず
せ
な
い
。
著
者
の
さ
ら
な
る
解
明
を
期
待
し
た
い
。

 

（
な
か
む
ら
・
か
つ
み
／
イ
タ
リ
ア
政
治
思
想
史
）

注（
1
） 

以
下
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
中
村
勝
己
「
新
型
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
お
け

る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
い
か
に
考
え
る
か
？
―
―
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
の
ポ
ス

ト
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
を
め
ぐ
っ
て
」
エ
ン
ツ
ォ
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
『
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
―
―
二
一
世
紀
の
全
体
主
義
の
ゆ
く
え
』
湯
川
順

夫
訳
、
作
品
社
、
二
〇
二
一
年
所
収
。

（
2
） “R

ecasting M
arxism

. H
egem

ony and N
ew

 Political M
ovem

ents 
(1982). Interview

 w
ith Ernesto Laclau and C

hantal M
ouffe ”, in 

U
nfinished Business: Tw

enty Years of Socialist Review
, edited by the 

Socialist review
 collectives, 1991, p. 61. 

に
お
け
る
ラ
ク
ラ
ウ
の
発
言
。

る
の
は
右
の
第
二
の
モ
デ
ル
ま
で
で
あ
っ
て
、
第
三
の
モ
デ
ル
へ
の
移
行

は
、
明
ら
か
に
グ
ラ
ム
シ
理
論
か
ら
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
理
論
へ
の
飛
躍

な
い
し
逸
脱
で
あ
ろ
う
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
言
う
、
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
つ
ね

に
私
た
ち
か
ら
逃
れ
去
る
十
全
性
の
、
部
分
対
象
に
お
け
る
備
給
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
」
、
「
対
象
a
の
論
理
と
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
論
理
は
単
に
似

て
い
る
の
で
は
な
い
。
端
的
に
同
一
な
の
で
あ
る
」
（
ラ
ク
ラ
ウ
『
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
の
理
性
』
、
た
だ
し
本
書
七
八
頁
か
ら
の
重
引
）
と
。
評
者
に
は
ラ
ク

ラ
ウ
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
こ
う
し
た
軌
跡
が
内
的
な
必
然
を
持
っ
た
展
開

だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
飛
躍
が
生
じ
た
の
か
。

ジ
ジ
ェ
ク
か
ら
の
影
響
が
一
番
の
理
由
な
の
か
。
さ
ら
に
ラ
ク
ラ
ウ
自
身

は
自
ら
の
変
貌
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
労
働
者
階
級
を
人
民
の
中
核

と
す
る
グ
ラ
ム
シ
理
論
に
お
け
る
「
本
質
主
義
の
最
後
の
残
滓
」
を
除
去

す
る
こ
と
で
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
は
「
空
虚
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」

＝
「
対
象
a
」
の
論
理
へ
と
旋
回
す
る
と
ラ
ク
ラ
ウ
は
言
う
（
『
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
の
理
性
』
一
七
四
―
五
頁
）
が
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
歩
の
踏
み
込
み
が
欲
し
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
右
で
見
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
第
三
の
モ
デ
ル
は
、
著

者
の
山
本
に
よ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
ラ
ク
ラ
ウ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
論
の
到
達

点
を
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ラ
ク
ラ
ウ
に
と
っ
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
実
践
と

は
、
異
質
な
諸
要
素
を
節
合
し
人
民
と
い
う
勢
力
を
形
成
す
る
た
め
の
も

の
だ
っ
た
（
第
一
お
よ
び
第
二
の
モ
デ
ル
）
。
そ
し
て
二
〇
〇
五
年
の
主
著
『
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
理
性
』
に
お
い
て
は
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
一
般
的
な
定
式

と
な
る
。
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
、
き
わ
め
て
単
純
に
言
え
ば
、
政
治
的

な
も
の
を
構
築
す
る
一
つ
の
仕
方
な
の
で
あ
る
」
（
本
書
二
〇
八
頁
か
ら
の
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意
味
も
持
っ
た
。
こ
の
巨
大
な
政
治
＝
文
化
運
動
は
「
目
覚
め
」
を
意
味

す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
る
「
ナ
フ
ダ
」
と
い
う
言
葉
で
総
称
さ
れ
る
。

　

一
七
九
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
侵
攻
を
受
け
帝
国
の
秩
序
か
ら
離
脱
し
た

エ
ジ
プ
ト
で
は
、
世
紀
前
半
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
の
開
発
独
裁
期
を

経
て
、
一
八
八
〇
年
代
初
頭
に
は
専
制
政
治
の
革
命
的
転
覆
が
企
て
ら
れ

た
（
ウ
ラ
ー
ビ
ー
革
命
）
。
そ
の
挫
折
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
占
領
が

始
ま
る
こ
の
帝
国
主
義
の
時
代
に
、
エ
ジ
プ
ト
人
だ
け
で
な
く
亡
命
シ
リ

ア
人
知
識
人
も
、
専
制
の
原
因
を
究
明
し
、
ア
ラ
ブ
に
と
っ
て
近
代
と
は

何
か
を
問
う
白
熱
し
た
言
論
活
動
に
参
加
し
た
。

　

そ
の
う
ち
の
一
人
、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
（
一

八
五
四
―
一
九
〇
二
）
の
『
専
制
の
性
質
と
奴
隷
化
の
痛
手
』
（
一
九
〇
二
、

以
下
『
専
制
の
性
質
』
と
略
記
）
の
考
察
で
始
ま
る
本
書
は
、
終
章
で
ふ
た

た
び
同
書
を
取
り
上
げ
て
再
検
討
を
試
み
る
。
『
専
制
の
性
質
』
に
つ
い

て
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
本
書
で
分
析
さ
れ
る
他
の
思
想
家
の
著
作
に
つ

い
て
も
妥
当
し
、
こ
の
研
究
自
体
の
座
標
軸
を
示
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

『
専
制
の
性
質
』
は
、
一
九
世
紀
末
の
ア
ラ
ブ
地
域
が
置
か
れ
た

歴
史
的
、
思
想
的
文
脈
の
中
で
縦
糸
と
横
糸
に
よ
っ
て
編
み
込
ま
れ

た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
縦
糸
と
は
、

西
欧
近
代
思
想
の
影
響
で
あ
る
。
「
相
互
の
恐
怖
」や
「
虚
偽
の
名
誉
」

と
い
っ
た
議
論
は
そ
も
そ
も
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
以
前
の
ア
ラ
ブ
人
論
者

に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
『
専

制
の
性
質
』
が
『
法
の
精
神
』
や
『
圧
政
論
』
に
感
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
横
糸
と
し
て
カ
ワ
ー

　

書
評　

『
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

』

（
岡
崎
弘
樹
著
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）

鵜
飼 

哲

　

本
書
で
検
討
さ
れ
る
思
想
家
た
ち
が
活
躍
し
た
の
は
一
八
七
〇
年
代
か

ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
の
中
東
世
界
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国

の
末
期
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
の
三
〇
年
に
及
ん
だ
治
世
に
、
ス
ル

タ
ン
の
専
制
政
治
に
対
す
る
知
識
人
の
批
判
が
活
発
に
な
る
。
当
時
の
ア

ラ
ブ
人
に
と
っ
て
ト
ル
コ
の
支
配
か
ら
の
解
放
は
ア
ラ
ブ
の
復
興
と
い
う
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利
主
義
と
い
う
近
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
認
め
る
。
彼
の
師
で
あ
る
ジ
ャ

マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
フ
ガ
ー
ニ
ー
（
一
八
三
八
／
九
―
九
七
）
は
君
主

の
恣
意
的
な
権
力
行
使
を
批
判
し
つ
つ
開
明
的
な
指
導
者
を
待
望
す
る
と

い
う
二
律
背
反
を
抱
え
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
西
欧
の
植
民
地
権
力

に
も
「
暴
政
」
批
判
を
向
け
る
こ
と
で
、
専
制
を
オ
リ
エ
ン
ト
に
固
有
の

現
象
と
み
な
す
固
定
観
念
を
揺
る
が
し
た
。
「
専
制
主
義
」と
「
狂
信
主
義
」

の
不
可
分
性
を
強
調
し
法
治
主
義
の
導
入
に
よ
る
権
力
の
統
制
を
提
唱
し

た
ハ
リ
ー
ル
・
ガ
ー
ニ
ム
（
一
八
四
七
？
―
一
九
〇
三
）
は
、
そ
の
一
方
で
、

西
洋
の
帝
国
主
義
が
東
洋
の
専
制
主
義
を
「
活
用
し
、
保
護
し
、
強
化
す

る
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
す
で
に
認
識
し
て
い
た
。

　

ア
ラ
ブ
知
識
人
の
専
制
批
判
の
対
抗
軸
が
「
公
正
」
か
ら
「
自
由
」
に

シ
フ
ト
す
る
の
は
ウ
ラ
ー
ビ
ー
革
命
期
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
転
換
に
貢

献
し
た
シ
リ
ア
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
デ
ィ
ー
ブ
・
イ
ス
ハ
ー
ク
（
一

八
五
六
―
八
五
）
は
、
逆
説
的
に
も
こ
の
激
動
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
。

革
命
勢
力
は
や
が
て
軍
人
支
配
に
堕
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
衝
突
し
て
植
民
地

支
配
を
呼
び
込
む
結
果
と
な
る
。
こ
の
過
程
を
冷
静
に
分
析
し
た
イ
ス

ハ
ー
ク
は
、
「
自
由
」
は
自
然
的
、
市
民
的
、
政
治
的
等
、
諸
次
元
の
改

革
を
経
て
段
階
的
、
漸
進
的
に
定
着
し
て
い
く
と
考
え
た
。
そ
れ
と
と
も

に
、
専
制
的
支
配
者
と
自
由
の
希
求
者
の
あ
い
だ
に
、「
敵
対
主
義
の
連
鎖
」

を
生
み
出
す
「
内
的
原
理
」
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
。

　

著
者
は
イ
ス
ハ
ー
ク
が
こ
の
着
想
を
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
得
た
と
い

う
仮
説
に
立
つ
。
『
ロ
ー
マ
盛
衰
原
因
論
』
と
『
法
の
精
神
』
の
著
者
は

専
制
の
原
因
と
し
て
「
恐
怖
」
を
強
調
し
た
。
圧
政
と
は
異
な
り
専
制
に

は
そ
れ
を
持
続
、
再
生
、
反
復
さ
せ
る
「
あ
る
種
の
シ
ス
テ
ム
」
が
、「
習

キ
ビ
ー
の
見
解
が
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
思
想
的
伝
統
や
特

に
同
時
代
人
の
認
識
と
共
有
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
専
制
支
配
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
性
や
中
間
権
力
に
関
す
る
理

解
、
民
衆
の
位
置
づ
け
、
宗
教
的
伝
統
に
基
づ
く
固
有
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
基
盤
か
ら
の
政
治
改
革
、
男
性
に
よ
る
女
性
へ
の
支
配
と
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
な
ど
は
、
と
り
わ
け
同
時
代
の
〈
共
通
の
精
神
〉
の
産

物
で
あ
っ
た
。 

（
二
六
四
―
二
六
五
頁
）

　

こ
の
「
横
糸
」
に
は
し
た
が
っ
て
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
的

伝
統
と
い
う
通
時
性
と
、
歴
史
状
況
に
規
定
さ
れ
た
同
時
代
の
〈
共
通
の

精
神
〉
と
い
う
共
時
性
の
二
本
の
糸
が
縒
り
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
政
治
哲
学
は
九
世
紀
の
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
以
来
、
プ

ラ
ト
ン
的
哲
学
王
に
君
主
の
模
範
を
見
て
き
た
。
ま
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

の
流
出
論
が
ク
ル
ア
ー
ン
の
教
義
と
親
和
的
と
解
釈
さ
れ
、
〈
至
高
の
一

点
〉
の
性
質
が
共
同
体
全
体
を
規
定
す
る
こ
と
が
自
明
視
さ
れ
た
。
こ
の

伝
統
の
な
か
で
の
専
制
批
判
は
「
公
正
な
専
制
者
」
を
求
め
る
帝
王
学
的

枠
組
み
に
限
定
さ
れ
る
。
「
ナ
フ
ダ
」
第
二
世
代
の
知
識
人
は
こ
の
拘
束

を
次
第
に
脱
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
徒
共
同
体
や
ア
ラ
ブ
社
会
の
現
状
を

客
観
的
、
総
体
的
、
批
判
的
に
吟
味
し
う
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
索
し
て
い

く
。

　

ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
（
一
八
四
九
―
一
九
〇
五
）
が
「
公
正
な
専
制

者
」
に
つ
い
て
「
一
五
世
紀
に
わ
た
っ
て
国
民
の
知
性
を
も
っ
て
実
現
不

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
わ
ず
か
一
五
年
で
為
し
う
る
」
と
述
べ
る
と
き
、

著
者
は
そ
こ
に
、
伝
統
的
発
想
と
と
も
に
、
西
欧
由
来
の
行
動
主
義
と
功
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ラ
ブ
文
化
圏
で
は
、
言
文
一
致
の
国
語
改
革
は
固
有
の
困
難
を
抱
え
ざ
る

を
え
な
い
。
著
者
は
こ
う
し
た
問
題
を
詳
説
し
つ
つ
ナ
デ
ィ
ー
ム
の
戯
曲

『
ワ
タ
ン
（
祖
国
）
』
を
取
り
上
げ
、
人
物
間
の
関
係
の
な
か
に
抑
圧
の
本

質
を
把
握
す
る
、
彼
の
専
制
批
判
の
稀
有
な
特
質
を
描
き
出
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
章
は
歴
史
的
個
性
を
備
え
た
個
々
の
思
想
家
の
業
績
、
足

跡
の
検
討
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
専
制
の
性
質
』
を
新
た
な
水
準
で
再
考

す
る
た
め
の
準
備
作
業
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
古
典
の
著
者
に

よ
る
読
み
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
名
望
家
の

役
割
に
つ
い
て
の
分
析
の
み
に
限
定
す
る
。
本
書
で
展
開
さ
れ
て
き
た
議

論
の
多
く
が
、
こ
の
論
点
の
な
か
で
交
差
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

『
法
の
精
神
』
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
貴
族
階
級
に
固
有
の
「
名
誉
」

の
観
念
に
支
配
権
力
を
制
限
す
る
役
割
を
期
待
し
、
君
主
制
の
専
制
へ
の

変
質
を
阻
止
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
こ
の
角
度
か
ら
考
察
し
た
。
一
方
、「
ナ

フ
ダ
」
期
の
ア
ラ
ブ
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
『
圧
政
論
』
の

ア
ル
フ
ィ
エ
ー
リ
は
、
「
虚
偽
の
名
誉
」
が
専
制
を
支
え
る
構
造
を
批
判

し
た
。
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
は
こ
の
両
方
の
観
点
を
ア
ラ
ブ
＝

イ
ス
ラ
ー
ム
社

会
の
分
析
に
組
み
込
み
、
名
望
家
と
い
う
特
権
的
階
層
の
「
名
誉
」
の
観

念
が
、
こ
の
社
会
の
変
革
に
有
効
に
作
用
し
う
る
た
め
の
条
件
を
探
究
す

る
。

　

カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
は
名
望
家
を
知
識
階
級
、
経
済
階
級
、
政
治
・
軍
事
階

級
に
分
類
し
、
専
制
は
主
と
し
て
政
治
・
軍
事
階
級
に
支
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
と
は
い
え
、
知
識
階
級
も
専
制
の
圧
力
に
屈
し
て
そ

の
共
犯
と
な
る
危
険
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
論
点
を
深
め
る
う
え
で

彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
注
釈
の
長
い
歴
史
を
持
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史

慣
的
な
思
考
」
や
「
生
活
様
式
」
と
一
体
と
な
っ
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。

支
配
者
と
被
支
配
者
を
同
時
に
腐
敗
さ
せ
る
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
考
察
は
、

著
者
に
よ
れ
ば
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
イ
ス
ハ
ー
ク
の
議
論
を
も
っ
て
嚆
矢
と

す
る
。
彼
の
著
作
に
は
ア
ラ
ブ
社
会
に
お
け
る
「
服
従
と
専
制
の
〈
連
な

り
〉
」
に
関
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
福
沢
諭
吉
を
慨
嘆
さ
せ
た
日
本
民
衆

の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
そ
の
分
析
は
丸
山
真
男
の
「
抑
圧

の
委
譲
」
論
と
比
較
し
う
る
。
イ
ス
ハ
ー
ク
は
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
家
父

長
制
的
な
女
性
の
奴
隷
化
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
も
見
抜
い
て
い
た
。

　

日
本
の
政
治
的
、
思
想
的
経
験
と
重
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
は
、
社

会
進
化
論
が
あ
る
時
期
の
専
制
批
判
に
果
た
し
た
役
割
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ

世
界
に
お
け
る
そ
の
代
表
的
論
客
は
、
レ
バ
ノ
ン
出
身
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
知
識
人
シ
ブ
リ
ー
・
シ
ュ
マ
イ
イ
ル
（
一
八
五
〇
―
一
九
一
七
）
だ
っ
た
。

彼
は
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
が
『
歴
史
序
説
』
で
提
示
し
た
文
明
発
展

の
原
理
と
し
て
の
「
歯
止
め
の
権
威
」
論
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
の
社
会
有
機

体
説
と
結
合
し
、
さ
ら
に
ハ
ク
ス
リ
ー
や
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
に

接
続
す
る
。
「
歯
止
め
の
権
威
」
は
い
ま
や
啓
蒙
専
制
君
主
で
は
な
く
、

民
衆
教
育
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
「
一
般
原
理
」
そ
の
も
の
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
思
想
は
馬
場
辰
猪
な
ど
、
自
由
民
権
運
動
を
支
え
た
同
時
代
の
日

本
の
知
識
人
の
主
張
と
響
き
合
う
も
の
だ
っ
た
。

　

「
ナ
フ
ダ
」
期
の
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
う
ち
、
民
衆
の
啓
蒙
活
動
に
も
っ

と
も
深
く
関
与
し
た
人
物
は
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ナ
デ
ィ
ー
ム
（
一
八
四

三
―
九
六
）
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
文
語
と
各
地
方
固
有
の
口
語
の
ダ

イ
グ
ロ
シ
ア
的
構
造
は
、
ナ
デ
ィ
ー
ム
の
前
に
と
り
わ
け
深
刻
な
課
題
と

し
て
現
れ
た
。
ク
ル
ア
ー
ン
の
ア
ラ
ビ
ア
語
が
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
ア
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わ
ず

0

0

ア
ラ
ブ
人
論
者
が
共
有
し
て
い
る
と
い
う
側
面
」（
著
者
に
よ
る
強
調
）

を
照
射
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
表
現
で
あ
る
。

　

ア
ラ
ブ
＝

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
知
識
人
と
西
洋
の
知
識
人
の
対
話
が
不
毛

な
擦
れ
違
い
を
繰
り
返
す
構
造
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
す
で
に
問
題
化

さ
れ
て
い
た
。
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
（
一
九
七
八
）
は
こ

の
構
造
の
諸
側
面
に
斬
新
な
光
を
投
げ
か
け
た
が
、
問
題
そ
の
も
の
は
世

界
情
勢
の
激
変
と
と
も
に
さ
ら
に
深
刻
化
し
た
と
も
言
え
る
。
湾
岸
戦
争
、

中
東
和
平
の
破
綻
、〈
九
・
一
一
〉
、
イ
ラ
ク
戦
争
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
ア

ラ
ブ
の
春
」
と
そ
れ
に
続
い
た
事
態
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
の
解
放
へ
の
希
望

が
残
酷
に
崩
壊
し
て
い
く
姿
を
露
呈
し
た
。
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
、
イ
ス
ラ
ー

ム
復
興
主
義
は
、
い
ず
れ
も
専
制
的
構
造
を
再
生
産
し
、
不
毛
な
暴
力
を

蔓
延
さ
せ
、
ア
ラ
ブ
の
文
化
的
、
社
会
的
伝
統
を
荒
廃
さ
せ
た
。
著
者
が

長
く
研
鑽
を
積
ん
だ
シ
リ
ア
の
惨
状
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
一
世
紀
半
の
苦
闘

が
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
袋
小
路
の
闇
の
深
さ
を
証
し
て
あ
ま
り
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
だ
か
ら
こ
そ
、
民
族
主
義
、
社
会
主
義
、
宗
教
純
化
主

義
が
支
配
的
に
な
る
以
前
の
、
「
ナ
フ
ダ
」
期
の
ア
ラ
ブ
思
想
の
多
様
な

展
開
が
再
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
史
と
社
会
史
の
あ
い
だ

で
一
時
代
の
思
想
家
群
像
を
見
事
に
描
き
出
し
た
本
書
の
達
成
は
、
私
た

ち
に
そ
の
豊
か
な
可
能
性
を
開
示
し
て
く
れ
る
。

 

（
う
か
い
・
さ
と
し
／
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
、
ポ
ス
ト
植
民
地
文
化
論
）

に
お
け
る
中
間
権
力
論
を
参
照
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
伝
統
が
有
意
義
に

生
か
さ
れ
る
た
め
に
は
、
名
望
家
に
出
自
を
持
つ
者
自
身
の
真
摯
な
自
己

批
判
が
欠
か
せ
な
い
。
ウ
ラ
マ
ー
系
の
一
族
に
生
ま
れ
た
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー

に
著
者
が
認
め
る
の
は
、
こ
の
課
題
を
担
う
べ
く
全
力
を
尽
く
し
た
範
例

的
な
知
識
人
の
姿
だ
っ
た
。

　

当
然
な
が
ら
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
者
の
一

翼
を
担
っ
た
以
上
、
宗
教
的
立
場
に
つ
い
て
は
護
教
的
立
場
を
維
持

し
て
き
た
。
と
は
い
え
、
思
想
の
軸
足
を
護
教
的
な
立
場
に
置
き
な

が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
マ
キ
ャ
ベ
リ
や
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
如

く
政
治
固
有
の
論
理
を
導
き
出
し
、
そ
の
固
有
の
論
理
に
お
い
て
改

革
を
志
向
し
た
。
〔
…
…
〕
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
し
、
自
ら
の
共
同

体
の
可
能
性
に
賭
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
自
ら
の
共

同
体
に
最
も
厳
し
い
批
判
の
目
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
そ
の
ま
な
ざ

し
に
こ
そ
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
も
な
く
、
〈
裏
返
し
の
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
〉
で
も
な
い
、
よ
り
開
け
た
普
遍
主
義
的
な
思
想
的
展

望
へ
の
道
筋
を
見
出
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。 

（
二
六
五
頁
）

　

〈
裏
返
し
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の

反
応
と
し
て
東
洋
の
側
が
構
築
す
る
西
洋
の
固
定
的
表
象
を
指
す
。
著
者

が
「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
理
由
は
、
エ
ド

ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
歴
史
的
関
係
が
あ
く
ま

で
非
対
称
だ
か
ら
で
あ
る
。
〈
裏
返
し
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
は
、
「
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
同
じ
思
考
パ
タ
ー
ン
を
、
宗
教
的
か
世
俗
的
か
を
問

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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有
徳
な
市
民
的
精
神
に
支
え
ら
れ
た
公
共
的
自
由
に
、
つ
ま
り
は
コ
モ
ン

ウ
ェ
ル
ス
の
自
由
に
鼓
舞
さ
れ
た
。
そ
れ
は
共
和
主
義
の
研
究
が
も
た
ら

し
た
発
見
で
あ
り
、
日
本
語
で
は
誰
よ
り
も
、
田
中
秀
夫
が
『
共
和
主
義

と
啓
蒙
』
（
一
九
九
八
年
）
や
『
共
和
主
義
の
思
想
空
間
』
（
二
〇
〇
六
年
、

共
編
著
）
、
ホ
ン
ト
／
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
の
編
著
や
ポ
ー
コ
ッ
ク
単
著
の

翻
訳
な
ど
、
数
々
の
著
作
と
訳
業
に
よ
り
普
及
さ
せ
て
き
た
知
見
で
あ
る
。

　

そ
の
田
中
が
「
座
右
の
書
と
し
て
ず
っ
と
親
し
ん
で
き
た
イ
ギ
リ
ス
共

和
主
義
思
想
史
研
究
の
金
字
塔
」
（
四
九
五
頁
）
で
あ
る
本
書
、
ロ
ビ
ン
ズ

著
『
イ
ギ
リ
ス
一
八
世
紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
』
は
、
初
版
か
ら
半

世
紀
以
上
を
へ
て
、
田
中
自
身
の
手
に
よ
り
、
つ
い
に
訳
出
さ
れ
た
。
ビ
ッ

グ
ネ
ー
ム
も
知
名
度
の
低
い
書
き
手
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
自
由
を
求
め

る
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
た
ち
の
一
大
潮
流
を
描
い
て
見
せ
た
本
書
は
、

た
し
か
に
共
和
主
義
思
想
史
の
「
金
字
塔
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
典
拠
の
著
者
た
ち
の
経
歴
や
交
友
関
係
、
そ
し

て
テ
ク
ス
ト
が
置
か
れ
て
い
た
同
時
代
的
論
争
の
文
脈
に
か
ん
す
る
、
豊

富
な
歴
史
的
情
報
。
テ
ク
ス
ト
の
考
察
と
そ
の
歴
史
的
背
景
の
提
示
と
の

バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
配
置
。
そ
し
て
思
想
そ
れ
自
体
だ
け
で
な
く
思
想
の
伝

播
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
構
成
と
典
拠
の
選
択
―
―
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
非
国
教
徒
に
つ
い
て
の
独
立
し
た
章
を
設
け
て

い
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
「
伝
播
」
の
諸
経
路
を
示
す
た
め
、
単
行
本
や
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
定
期
刊
行
物
の
み
な
ら
ず
、
手
紙
、
講
義
、
ク
ラ
ブ
で
の

会
話
、
説
教
、
歴
史
書
な
ど
、
多
種
多
様
な
媒
体
を
視
野
に
入
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
本
書
は
啓
発
的
で
あ
る
（
た
だ
し

訳
文
は
、
訳
者
の
よ
う
な
英
語
の
熟
練
者
が
読
め
ば
原
文
が
透
け
て
見
え
て
く
る

　

書
評　

『
イ
ギ
リ
ス
一
八
世
紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン  

 

―
―
自
由
主
義
思
想
の
伝
播
と
発
展

』

（
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ロ
ビ
ン
ズ
著
、
田
中
秀
夫
訳
、 

 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）

柏
崎
正
憲

　

い
ま
や
思
想
史
の
常
識
で
あ
ろ
う
が
、
近
代
の
自
由
思
想
の
主
た
る
源

泉
は
、
私
的
な
自
由
と
諸
権
利
に
至
上
権
を
与
え
よ
と
い
う
要
求
で
は
な

か
っ
た
。
初
期
近
代
に
お
い
て
専
制
や
宗
教
的
紛
争
の
克
服
を
追
求
し
た

物
書
き
た
ち
は
、
権
力
と
財
産
の
均
衡
に
よ
る
自
由
な
国
制
の
理
想
に
、
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六
九
四
年
）
を
書
い
た
政
治
家
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
、
一
七
二
〇
年
代
に
『
独

立
派
ウ
ィ
ッ
グ
』
と
『
カ
ト
ー
の
手
紙
』
で
宮
廷
に
た
い
す
る
地
方
の
大

義
を
掲
げ
た
ト
レ
ン
チ
ャ
ー
ド
と
ゴ
ー
ド
ン
、
前
世
紀
の
共
和
主
義
的
テ

ク
ス
ト
を
保
存
し
た
理
神
論
者
ト
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

公
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
非
国
教
徒
た
ち
も
ま
た
、
か
つ
て
の
自
由
の
擁

護
者
た
ち
を
共
感
と
と
も
に
回
顧
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ

ム
の
歴
史
を
書
い
た
ニ
ー
ル
、『
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
』
誌
の
寄
稿
者
グ
ロ
ー

ヴ
、
非
国
教
徒
ア
カ
デ
ミ
ー
の
著
名
な
教
師
ド
ッ
ド
リ
ッ
ジ
、
そ
れ
に
ト

ム
ス
ン
や
エ
イ
ケ
ン
サ
イ
ド
の
よ
う
な
詩
人
、
等
で
あ
る
（
第
七
章
）
。

　

自
由
の
理
念
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
境
界
を
こ
え
て
拡
が
る
。
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
で
は
、
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
や
、
古
来
の
国
制
の
歴
史
的
探
究
を
ロ
ッ

ク
流
の
自
由
な
統
治
の
擁
護
に
結
び
つ
け
た
モ
リ
ニ
ュ
ー
に
く
わ
え
て
、

知
名
度
の
低
い
マ
ッ
デ
ン
や
プ
ラ
イ
ア
、
や
や
意
外
な
人
物
バ
ー
ク
リ
ー

ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
の
名
を
ロ
ビ
ン
ズ
は
挙
げ
る

（
第
五
章
）
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
、
十
六
世
紀
に
圧
制
か
ら
の
自
由
を

説
い
た
ブ
キ
ャ
ナ
ン
の
遺
産
が
、
常
備
軍
に
反
対
し
つ
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

と
の
合
邦
を
支
持
し
た
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
。
他
方
に

は
、
そ
の
哲
学
に
よ
り
功
利
主
義
者
、
議
会
改
革
者
、
反
奴
隷
制
論
者
や

ア
メ
リ
カ
革
命
支
持
者
を
感
化
す
る
こ
と
に
な
る
ハ
チ
ス
ン
が
お
り
、
ス

ミ
ス
、
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
、
ミ
ラ
ー
等
々
の
名
が
続
く
（
第
六
章
）
。

　

世
紀
中
葉
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
第
二
世
代
が
登
場
す
る
が
、
才
能
で

も
現
実
政
治
と
の
距
離
に
お
い
て
も
第
一
世
代
よ
り
後
退
し
て
い
る
。
し

か
し
『
政
治
体
の
原
理
』
（
一
七
五
二
年
）
の
著
者
パ
ウ
ナ
ル
は
と
く
に
重

要
で
あ
る
（
第
八
章
）
。
よ
り
活
発
に
言
論
を
展
開
し
た
の
は
、
ア
メ
リ

よ
う
な
文
体
で
あ
る
。
い
ま
だ
モ
リ
ニ
ュ
ー
が
「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
点
な
ど
、
と
き
お
り
訳
語
の
選
択
に
も
違
和
感
を
覚
え
る
。
評
者
の
よ
う

な
未
熟
な
読
者
の
た
め
に
、
も
う
少
し
読
み
や
す
い
訳
に
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
な

お
あ
り
が
た
か
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
訳
者
が
満
を
持
し
て
翻
訳
し
た
「
座
右

の
書
」
を
、
研
究
者
が
利
用
し
な
い
手
は
な
い
）
。

　

ロ
ビ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ッ
グ
や
オ
ネ
ス
ト
・
ウ
ィ
ッ
グ

な
ど
と
称
す
る
者
た
ち
が
世
代
を
こ
え
て
共
有
し
た
自
由
の
大
義
は
、
決

し
て
一
義
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
は
、
古
来
の
秩

序
の
保
存
者
を
自
負
し
な
が
ら
、
同
時
に
革
命
の
精
神
の
保
存
、
解
釈
お

よ
び
伝
達
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
理
論
は
、
自
然
権
の
学

説
、
古
来
の
国
制
に
か
ん
す
る
誤
解
も
含
ん
だ
歴
史
的
省
察
、
そ
し
て
古

典
的
共
和
主
義
の
「
ア
マ
ル
ガ
ム
」
（
三
頁
）
で
あ
っ
た
。
多
義
性
を
内

に
抱
え
る
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
自
由
思
想
は
、
一
六
九
〇
年
代
か
ら

ジ
ョ
ー
ジ
一
世
時
代
が
終
わ
る
一
七
二
七
年
ま
で
、
十
八
世
紀
中
葉
、
そ

し
て
ア
メ
リ
カ
革
命
期
と
、
三
つ
の
世
代
に
区
分
さ
れ
る
。

　

最
初
期
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
は
、
十
七
世
紀
の
空
位
期
か
ら
復
古

期
に
現
れ
た
、
ハ
リ
ン
ト
ン
、
ニ
ー
ダ
ム
、
ミ
ル
ト
ン
、
ラ
ド
ロ
ー
や
、

シ
ド
ニ
ー
、
ネ
ヴ
ィ
ル
と
い
っ
た
著
者
た
ち
で
あ
る
（
第
二
章
）
。
し
か

し
彼
ら
を
「
結
果
的
に
尊
敬
す
べ
き
も
の
に
し
た
」
の
は
、
ロ
ッ
ク
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
、
テ
ィ
レ
ル
、
サ
マ
ー
ズ
、
ホ
ー
ド
リ
ー
な
ど
が
一
六
八
八
年
の
革

命
に
与
え
た
「
ウ
ィ
ッ
グ
的
合
理
化
」
で
あ
っ
た
（
六
三
頁
）
。
と
こ
ろ

が
ウ
ィ
ッ
グ
は
、
サ
ッ
シ
ェ
ヴ
ェ
レ
ル
の
神
授
権
説
に
譲
歩
す
る
穏
健
派

と
（
第
三
章
）
、
さ
ら
な
る
改
革
を
求
め
る
よ
り
大
胆
な
少
数
派
と
に
分

岐
し
て
い
く
（
第
四
章
）
。
後
者
の
主
要
人
物
は
『
デ
ン
マ
ー
ク
事
情
』（
一
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は
許
容
す
る
の
で
は
な
い
か
。
二
つ
の
可
能
性
を
提
案
し
て
み
た
い
。

　

第
一
に
、
啓
蒙
と
の
並
行
性
を
考
慮
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
自
由
思
想

は
読
ま
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ビ
ン
ズ
の
い
う
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

マ
ン
は
、
自
由
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
国
制
の
た
め
に
、
世
俗
的
お
よ
び
宗

教
的
統
治
の
改
革
を
求
め
た
。
そ
れ
と
似
た
改
革
は
、
大
陸
の
同
時
代
人

が
、
異
な
る
統
治
形
態
や
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、lum

ières

や

Aufklärung

と
い
っ
た
異
な
る
標
語
を
用
い
な
が
ら
、
提
唱
し
要
求
し
た

こ
と
の
一
部
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
思
想
は
、

大
陸
の
啓
蒙
に
相
応
す
る
一
つ
の
知
的
運
動
と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
い

か
。
ブ
リ
テ
ン
の
啓
蒙
を
、
ポ
ー
コ
ッ
ク
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
古
代
派

で
あ
る
か
ぎ
り
で
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
少
数
派
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
に

対
し
て
名
誉
革
命
体
制
を
保
守
す
る
立
場
で
あ
る
が
ゆ
え
に
近
代
派
で

あ
っ
た
コ
ー
ト
・
ウ
ィ
ッ
グ
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、

大
陸
の
思
想
運
動
と
は
対
照
的
な
保
守
性
が
際
立
つ
。
し
か
し
ロ
ビ
ン
ズ

が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
名
誉
革
命
直
後
の
リ
ア
ル
・
ウ
ィ
ッ
グ
か
ら
十
八

世
紀
後
半
の
急
進
派
ま
で
、
数
世
代
に
わ
た
る
自
由
思
想
の
変
転
を
含
ん

だ
発
展
を
描
き
う
る
と
す
れ
ば
、
ブ
リ
テ
ン
啓
蒙
の
も
う
一
つ
の
特
徴
的

な
、
よ
り
進
歩
的
な
潮
流
も
ま
た
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し

そ
の
場
合
に
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
の
標
語
と
し
て
の
自
由
を
、
共

和
主
義
と
い
う
要
素
ま
た
は
言
語
と
排
他
的
に
は
結
び
つ
け
ず
、
他
の
諸

要
素
を
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
考
慮
し
な
が
ら
扱
う
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
の
読
み
方
と
し
て
、
共
和
主
義
の
思
想
史
に
、
い
か
に
し
て
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
観
点
を
導
入
し
う
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
本
書
を
読
ん
で
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
。
本
書
が
提
示
し
た
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
の
物
語
は
、

カ
革
命
に
共
鳴
す
る
急
進
的
気
運
に
後
押
し
さ
れ
た
第
三
世
代
で
あ
る
。

こ
の
世
代
を
ロ
ビ
ン
ズ
は
、
非
国
教
徒
の
排
除
へ
の
反
対
者
ブ
ラ
ッ
ク

バ
ー
ン
に
、
自
己
決
定
の
名
の
も
と
に
植
民
地
の
連
邦
制
を
支
持
し
た
プ

ラ
イ
ス
や
プ
リ
ー
ス
ト
リ
ー
に
、
ま
た
急
進
的
改
革
を
提
唱
し
た
マ
コ
ー

リ
ー
や
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
な
ど
の
共
和
主
義
者
た
ち
に
代
表
さ
せ
る
（
第
九

章
）
。

　

十
八
世
紀
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
は
、
そ
の
政
治
目
標
を
達
成
で
き

た
験
し
の
な
い
少
数
派
だ
っ
た
。
だ
が
彼
ら
に
よ
る
「
自
由
の
概
念
の
絶

え
る
こ
と
の
な
い
再
表
明
」
こ
そ
、
革
命
の
「
偉
大
な
伝
統
」
を
後
世
に

伝
え
た
の
だ
と
ロ
ビ
ン
ズ
は
力
説
す
る
（
四
七
三
頁
）
。
自
由
の
大
義
を
復

唱
す
る
こ
と
自
体
の
意
義
を
、
わ
れ
わ
れ
は
直
観
し
に
く
い
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
の
名
が

死
に
す
ら
値
す
る
時
代
は
、
遠
い
過
去
で
は
な
か
っ
た
。
『
国
事
犯
裁
判

State-Trials

全
集
』
第
四
巻
（
一
七
三
〇
年
、
一
九
六
頁
左
列
）
が
記
録
し

て
い
る
よ
う
に
、
あ
の
シ
ド
ニ
ー
も
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
の
見
解
の

も
と
で
死
罪
を
告
げ
ら
れ
た
」
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
真
の
ウ
ィ
ッ

グ
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
な
る
名
称
を
恐
れ
な
い
」
と
い
う
モ
ー
ル
ズ

ワ
ー
ス
の
宣
言
（
オ
ト
マ
ン
『
フ
ラ
ン
コ
・
ガ
リ
ア
』
英
訳
序
文
よ
り
、
本
書

一
頁
に
引
用
）
は
、
た
だ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
実
感
の
こ
も
っ
た

真
剣
な
決
意
表
明
と
し
て
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
内
容
を
も
つ
本
書
を
、
そ
し
て
十
七
・
十
八
世
紀
のEnglish 

liberal thought

を
、
現
在
い
か
に
読
む
べ
き
か
。
も
ち
ろ
ん
共
和
主
義

思
想
史
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
の
た
め
に
、
本
書
は
い
ま
な
お
多
く
を
教

え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
っ
と
多
様
な
読
者
の
関
心
を
も
、
本
書
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そ
の
著
者
が
女
性
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
登
場
人
物
の
な
か
に
女
性
が
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
（
マ
コ
ー
リ
ー
）
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
男
の
物
語
で

あ
る
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
自
由
を
支
え
る
有
徳
な
市
民
と
は
男
で
あ
り
、

女
は
ご
く
ま
れ
な
場
合
を
除
い
て
私
的
領
域
に
留
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
を
再
確
認
す
る
だ
け
で
は
研
究
は
進
歩
し
な
い
。
公
共
的

自
由
の
概
念
は
、
本
質
的
に
女
性
を
排
除
す
る
の
か
、
ま
た
は
そ
う
で
は

な
い
の
か
。
そ
う
い
う
問
い
か
け
を
も
っ
て
共
和
主
義
の
観
念
史
を
検
証

し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
政
治
理
論
（
C
・
ペ
イ
ト
マ
ン
や

S
・
M
・
オ
ー
キ
ン
）
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
従
属
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民

像
を
構
成
す
る
私
的
個
人
の
抽
象
性
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、

公
的
領
域
へ
の
参
加
を
理
想
化
す
る
共
和
主
義
的
な
市
民
像
に
お
い
て
は

あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
三
百
年
前
、
メ
ア
リ
・
ア
ス
テ
ル
は
逆

に
、
公
的
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
た
隷
属
が
、
ひ
き
つ
づ
き
私
的
領
域
に
お

け
る
女
性
の
隷
属
と
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
称
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題

と
し
た
の
だ
っ
た
（
『
結
婚
の
考
察
』
一
七
〇
〇
年
）
。
彼
女
が
わ
れ
わ
れ
に

示
唆
す
る
の
は
、
当
時
に
お
い
て
公
共
的
自
由
が
、
女
性
の
解
放
を
提
唱

す
る
た
め
の
標
語
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
考
察
の
手
が
か
り
で
あ
り
え

た
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
、
ロ
ビ
ン
ズ
の
著
作
そ
の
も
の
か
ら

は
読
み
取
れ
な
い
が
、
初
期
近
代
女
性
史
の
研
究
成
果
を
頼
り
に
、
ロ
ビ

ン
ズ
が
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
マ
ン
と
し
て
数
え
な
か
っ
た
著
者
た
ち
（
と
く

に
女
性
の
書
き
手
）
を
も
視
野
に
収
め
る
こ
と
で
、
見
え
て
く
る
よ
う
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
か
し
わ
ざ
き
・
ま
さ
の
り
／
社
会
思
想
史
・
政
治
思
想
史
）
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ル
な
レ
ベ
ル
に
は
踏
み
出
さ
ず
、
ま
さ
に
字
義
通
り
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク

ス
の
領
域
内
に
徹
頭
徹
尾
引
き
籠
も
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
「
性
別
」
と
「
身

体
」
は
、
生
殖
と
い
う
生
成
の
相
に
お
け
る
「
身
体
」
で
は
な
く
、
「
私
」

の
領
域
内
の
身ボ

デ

ィ

リ

ィ
・
エ

ゴ

体
的
自
我
と
し
て
の
「
身
体
」
で
あ
り
、
「
性
別
」
と
は

こ
の
身
体
的
自
我
に
つ
い
て
の
規
定
な
の
で
あ
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
は
「
生
殖
せ
よ
と
い
う
命
令
に
対
す
る
身
体
化
さ
れ
た
立
場

の
多
様
性
を
考
え
れ
ば
、
性
化
さ
れ
た
身
体
を
生
殖
の
諸
関
係
の
外
部
で

考
え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
倫
理
的
義
務
で
さ
え
あ
る
、
と
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
性
的
再
生
産
は
、
身
体

の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
組
織
し
理
解
す
る
一
つ
の
方
法
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
」
（
viii
、
以
下
括
弧
内
の
数
字
は
す
べ
て
本
書
頁
数
）
と
述
べ
、
日
本
語

版
序
文
で
は
「
生
殖
機
能
が
概
念
的
に
拘
束
す
る
よ
う
な
概
念
的
枠
組
み

の
外
で
」
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
性
化
さ
れ
た
身
体
の
物
質
性
を
考
え
る
、

と
言
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
で
問
題
と
な
る
身
体
は
、
生
殖
と

切
り
離
さ
れ
た
身
体
で
あ
り
、
な
か
で
も
こ
の
身
体
の
性
別
化
と
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
こ
そ
が
焦
点
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
多
く
の

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
き
た
は
ず
の
身
体
、
つ
ま
り
人

工
妊
娠
中
絶
や
生
殖
技
術
に
関
わ
る
生
殖
す
る
身
体
は
蚊
帳
の
外
に
置
か

れ
る
。
刑
法
二
一
二
条
堕
胎
罪
が
存
在
し
、
一
方
で
他
に
為
す
術
な
く
死

産
し
た
子
の
遺
体
を
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
女
性
が
死
体
遺
棄
罪
と
な
る

日
本
で
、
果
た
し
て
「
性
化
さ
れ
た
身
体
を
生
殖
の
諸
関
係
の
外
部
で
考

え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
倫
理
的
義
務
で
さ
え
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
。
堕
胎
罪
は
身
体
の
主
で
あ
る
女
性
を
消
去

す
る
一
方
で
、
出
産
の
瞬
間
か
ら
今
度
は
死
体
遺
棄
罪
が
女
性
を
責
任
者

　

書
評　

『
問マ

タ

ー

題
＝
物
質
と
な
る
身
体 

 
 

―
―
「
セ
ッ
ク
ス
」
の
言
説
的
境
界
に
つ
い
て

』

（
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
著
、
佐
藤
嘉
幸
監
訳
、 

 

竹
村
和
子
・
越
智
博
美
ほ
か
訳
、
以
文
社
、
二
〇
二
一
年
）

後
藤
浩
子

　

表
看
板
に
偽
り
あ
り
。
敢
え
て
副
題
か
ら
バ
ト
ラ
ー
の
意
図
を
推
し
量

れ
ば
、
本
書
で
「
問
題
に
し
た
い
身
体
」
と
い
う
の
は
、
「
性
別
の
言
説

的
境
界
」
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
「
身
体
的
自
我
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ト
ラ
ー
は
一
歩
た
り
と
も
フ
ィ
ジ
カ
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し
ま
う
。
「
意
味
作
用
の
発
生
に
お
け
る
母
の
身
体
の
原
初
性
と
い
う
仮

定
に
は
、
明
ら
か
に
疑
問
が
残
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
身
体
か
ら

の
差
異
化
こ
そ
が
言
語
と
の
関
係
を
原
初
的
か
つ
排
他
的
に
創
始
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
」
（
95
）
。
バ
ト
ラ
ー
は
、

ラ
カ
ン
の
「
鏡
像
段
階
」
で
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
関
係
に
依
拠
し
て
原
初

的
同
一
化
を
捉
え
、
母
の
身
体
を
追
放
す
る
が
、
こ
の
結
果
、
イ
リ
ガ
ラ

イ
の
論
理
の
肝
心
の
部
分
が
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た
ま
ま
に
な
る
。

　

例
え
ば
、
第
一
章
に
お
い
て
バ
ト
ラ
ー
は
、
イ
リ
ガ
ラ
イ
が
指
摘
し
て

い
る
の
は
、
女
性
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
能
力
＝
受
胎
力
が
排
除
さ
れ
た

う
え
で
の
「
物
質
」
概
念
と
形
相
と
の
二
項
対
立
、
そ
し
て
物
質
的
隣
接

性
の
切
断
と
「
母
と
幼
児
の
原
初
的
近
接
性
の
言
語
的
残
余
と
思
わ
れ
る

密
接
性
や
近
接
性
」
の
隠
蔽
で
あ
る
、
と
明
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
最
後
に
「
イ
リ
ガ
ラ
イ
は
、
必
ず
し
も
こ
の
マ
タ
ー
に
と
っ
て
助
け

に
は
な
ら
な
い
」
と
切
り
捨
て
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
、
「
女
性
的
な

も
の
」
は
「
常
に
外
部
で
」
あ
り
、
外
部
は
「
常
に
」
女
性
的
な
も
の
だ
、

と
す
る
論
法
は
、
「
女
性
的
な
も
の
」
を
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
同
一
化
し
、

「
非
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
性
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
、
「
男
性
的
理
性
を
脱
身
体
化
し
た
身
体
と
し
て
形
象
化
す
る
」

際
に
排
除
さ
れ
る
領
域
に
は
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
奴
隷
や
子
供
や
動
物

も
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
領
域
を
女
性
的
な
も
の
に
独
占
さ
せ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。
「
女
性
的
な
も
の
」
を
バ
ト
ラ
ー

の
よ
う
に
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
見
な
し
た
く
は
な
い
が
、
仮
に
カ
テ
ゴ
リ
ー

だ
と
し
て
も
、
「
女
性
」
は
奴
隷
や
子
供
や
動
物
と
並
立
す
る
も
の
だ
ろ

う
か
。
上
記
の
よ
う
な
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
月
並
み
な
結
論
を
導
く
た
め
に

と
し
て
呼
び
出
す
。
だ
が
、
こ
れ
は
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
「
問
題
と
な
る

身
体
」
で
は
な
い
。

　

「
身
体
と
は
、
投
影
さ
れ
た
現
象
と
し
て
、
単
に
投
影
が
現
れ
る
源
泉

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
常
に
世
界
内
の
現
象
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
身
体

を
我
が
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
「
私
」
そ
の
も
の
か
ら
の
疎
外
な
の
で

あ
る
」
（
27
）
。
こ
こ
に
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
の
問
題
の
所
在
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
象
徴
界
に
お
い
て
私
と
し
て
輪
郭
を
獲
得
す
る
身
体
、

私
と
し
て
鏡
像
が
内
面
化
さ
れ
た
身
体
を
、
端
か
ら
「
男
性
的
他
者
」
と

見
な
す
若
き
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
よ
う
な
解
法
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
「
主
体

と
は
、
大
文
字
の
〈
他
者
〉
―
―
象
徴
的
秩
序
―
―
が
発
し
た
問
い
に
対

す
る
、
〈
現
実
界
〉
か
ら
の
応
答
で
あ
る
」
と
ラ
カ
ン
派
の
立
場
を
説
明

す
る
ジ
ジ
ェ
ク
も
そ
の
口
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う

）
1
（

。
だ
が
、
バ
ト

ラ
ー
は
違
う
。
バ
ト
ラ
ー
は
、「
身
体
の
理
解
可
能
性
の
た
め
に
機
能
す
る
」

異
性
愛
や
人
種
な
ど
の
社
会
的
規
範
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
投
影
、
性
と

い
う
あ
る
種
の
輪
郭
を
与
え
ら
れ
た
物
質
性
の
想
定
が
身
体
の
輪
郭
を
生

み
出
し
、
そ
れ
と
「
私
」
が
同
一
化
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
。

　

ま
ず
、
第
一
～
三
章
に
つ
い
て
。
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
「
女
性
的
な
も
の
」

が
含
意
す
る
「
女
性
」
は
「
母
娘
」
（
白
い
血
に
対
す
る
赤
い
血
の
系
譜
）

で
あ
り
、
こ
の
関
係
が
同
性
愛
の
禁
止
に
よ
る
娘
の
欲
望
の
象
徴
界
か
ら

の
締
め
出
し
と
、
残
存
す
る
母
と
の
隣
接
性
の
換
喩
的
侵
入
を
引
き
起
こ

す
の
だ
が
、
バ
ト
ラ
ー
は
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
論
旨
を
非
常
に
精
緻
に
追
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
コ
ー
ラ
」
と
「
言
語
の
物
質
性
」
の
二
箇
所

で
母
の
身
体
を
持
ち
出
し
た
咎
で
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
抹
消
線
を
引
い
た
際

に
、
た
ら
い
の
水
と
一
緒
に
赤
子
を
流
す
勢
い
で
「
母
」
を
も
追
放
し
て
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れ
ば
、
残
る
可
能
性
は
男
・
能
動
／
女
・
受
動
か
、
女
・
能
動
／
男
・
受

動
で
あ
る
。
な
ぜ
後
者
が
棄
却
さ
れ
る
の
か
を
、
バ
ト
ラ
ー
は
ラ
カ
ン
の

「
去
勢
と
い
う
処
罰
へ
の
恐
怖
」
を
用
い
て
説
明
す
る
。
「
去
勢
と
は
処
罰

の
形
象
で
あ
り
、
去
勢
の
恐
怖
は
男
性
の
セ
ッ
ク
ス
を
引
き
受
け
る
よ
う

動
機
付
け
、
去
勢
さ
れ
な
い
こ
と
の
恐
怖
は
女
性
の
セ
ッ
ク
ス
を
引
き
受

け
る
よ
う
動
機
付
け
る
」
が
、
去
勢
の
形
象
と
し
て
こ
の
処
罰
の
強
制
力

を
構
成
し
て
い
る
の
が
、「
女
性
化
さ
れ
た
フ
ァ
グ
」
＝
男
・
受
動
と
「
フ
ァ

ル
ス
化
さ
れ
た
ダ
イ
ク
」
＝
女
・
能
動
で
あ
る
。
「
ラ
カ
ン
の
図
式
は
、

こ
れ
ら
の
位
置
の
い
ず
れ
か
を
占
め
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
、
言
語
の
内
部

で
性
化
さ
れ
た
位
置
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
強
制
す
る
、
と
想
定
し
て
い

る
。
そ
の
性
化
さ
れ
た
位
置
は
、
〔
…
…
〕
ゲ
イ
・
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
可
能

性
を
排
除
し
、
棄
却
す
る
運
動
を
通
じ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

（
130
）
。
バ
ト
ラ
ー
は
象
徴
界
の
中
に
見
出
し
た
こ
の
構
造
を
「
異
性
愛
的

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ぶ
が
、
も
し
フ
ァ
グ
と
ダ
イ
ク
を
引
き
受
け
る

行エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

為
能
力
―
―
棄
却
の
裏
に
そ
れ
ら
は
存
在
し
続
け
る
―
―
が
生
じ
る
な

ら
ば
、
こ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
秩
序
は
崩
壊
す
る
。
バ
ト
ラ
ー
は
こ
こ
に

「
象
徴
界
の
構
成
要
素
を
再
形
象
化
、
再
分
配
、
再
意
味
化
し
〔
…
…
〕

そ
の
象
徴
界
を
壊
乱
す
る
」
（
147
）
急
所
を
見
出
し
、「
レ
ズ
ビ
ア
ン
・
フ
ァ

ル
ス
」
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
置
く
の
で
あ
る
。

　

バ
ト
ラ
ー
が
望
む
よ
う
に
、
生
殖
と
関
わ
り
な
い
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
～
三
章
の
よ
う
に
、
ラ
カ
ン
を
援
用
し
て

「
性
化
」
さ
れ
た
身
体
を
前
提
し
、
そ
こ
か
ら
苦
労
し
て
抜
け
穴
を
探
る

必
要
、
つ
ま
り
「
エ
デ
ィ
プ
ス
的
シ
ナ
リ
オ
を
再
分
節
化
す
る
」
（
268
）

必
要
が
な
ぜ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
多
分
そ
の
理
由

イ
リ
ガ
ラ
イ
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

イ
リ
ガ
ラ
イ
を
解
任
し
た
後
に
、
バ
ト
ラ
ー
は
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
的
類
似

の
亡
霊
を
不
法
と
す
る
禁
止
」
を
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
中
に
読
む
の
だ

が
、
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
身
体
が
性
別
化
さ
れ
た
の
か
が
不
明

な
ま
ま
、
与
件
と
し
て
「
彼
女
」
で
あ
る
身
体
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
「
彼
」

は
貫
通
さ
れ
え
な
い
貫
通
者
で
あ
り
、
「
彼
女
」
は
常
に
貫
通
さ
れ
る
者

で
あ
る
と
い
う
互
い
に
排
他
的
で
あ
り
か
つ
補
完
的
な
関
係
が
、
「
彼
／

彼
女
」
と
「
す
る
／
さ
れ
る
」
の
二
択
か
ら
同
じ
も
の
二
つ
を
組
み
合
わ

せ
る
の
を
禁
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
バ
ト
ラ
ー
は
指
摘
し

た
う
え
で
、「
も
し
彼
女
が
代
わ
り
に
貫
通
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、〔
…
…
〕

彼
女
が
「
彼
女
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、〔
…
…
〕

不
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
〔
…
…
〕
こ
れ
ら
す
べ
て
の
位
置
の
可
逆
性
が

公
認
さ
れ
れ
ば
何
が
起
き
得
る
の
か
」
（
70
）
と
問
い
、
こ
の
女
性
が
貫

通
す
る
位
置
に
た
つ
こ
と
を
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
フ
ァ
ル
ス
化
と
名
づ
け
る
。

こ
こ
で
、
何
が
最
初
に
「
彼
女
」
で
あ
る
の
を
決
定
し
て
い
る
の
か
と
い

う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
バ
ト
ラ
ー
は
「
見オ

ス
テ
ン
シ
ブ
リ
ィ

か
け
上
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
で

あ
る
と
後
述
し
て
い
る
（
71
）
。
本
書
で
「
解
剖
学
的
部
位
」
と
名
指
さ

れ
て
い
る
こ
の
「
見
か
け
」
の
身
体
に
無
意
識
に
「
女
性
」
を
読
み
込
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
の
は
他
で
も
な
い
バ
ト
ラ
ー
自
身
で
あ
り
、
こ
の
執
拗

な
幻
影
の
否
認
が
、
彼
女
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
ス
と
で
も
言
う
べ
き

本
質
主
義
批
判
に
駆
り
立
て
る
の
だ
ろ
う
。

　

「
見
か
け
の
身
体
」
で
の
男
／
女
の
二
別
、
能
動
／
受
動
の
立
場
の
二

別
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
場
合
、
「
同
じ
も
の
」
、
つ

ま
り
、
男
男
や
女
女
を
禁
じ
、
能
動
・
能
動
と
受
動
・
受
動
が
禁
止
さ
れ
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主
義
の
象
徴
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
も
の
を
現
実
界
や
想
像
界
の
中
に
「
女

性
的
な
も
の
」
と
し
て
指
し
示
す
営
み
は
、
「
虚
し
い
抵
抗
の
試
み
」
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
女
性
」
と
融
合
さ
れ
る
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
存

在
論
的
本
質
主
義
と
同
じ
く
ら
い
有
害
」
（
298
）
で
あ
る
と
バ
ト
ラ
ー
は

断
じ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
脱
構
築
と
い
う
戦
法
に
賭
け
る
。
主
体
の
位
置
に

何
某
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
据
え
ら
れ
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
述
語

づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
「
私
」
が
主
体
化
す
る
と
い
う
構
図
を
想
定
す
る
こ

と
自
体
、
か
な
り
本
質
主
義
的
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
バ
ト
ラ
ー
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
自
己
の
定
義
」
を
満
た
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
容
の
包
括
的
記
述
が

不
可
能
で
あ
る
ゆ
え
に
必
然
的
に
「
党
派
分
裂
的
な
論
争
に
逢
着
」
す
る

と
展
望
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
包
括
的
記
述
の
不
可
能
性

こ
そ
が
「
そ
の
政
治
的
有
効
条
件
そ
の
も
の
で
あ
り
」
、
論
争
も
「
恒
久

的
な
異
議
申
し
立
て
の
場
と
し
て
理
解
す
る
」
こ
と
が
で
き
、
「
開
か
れ

た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
す
る
潜
勢
力
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
」
と
見
る
。
訳
者

解
説
の
い
う
「
少

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

数
派
性
へ
の
生
成
変
化
」
も
、
個
物
た
る
私
の
定
義
に

適
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
容
規
定
＝
本
質
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
こ
の
よ
う
な

分
裂
運
動
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
」

と
見
る
か
「
虚
し
い
抵
抗
の
試
み
」
と
見
る
か
は
お
好
み
次
第
だ
。

 

（
ご
と
う
・
ひ
ろ
こ
／
社
会
思
想
史
）

注（
1
） 

ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
』
鈴
木
晶

訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
〇
頁
。

（
2
） 
同
上
書
、
二
五
八
頁
。

は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
服
の
よ
う
に
個
々
の
主
体
が
「
意
志
的
に
着
脱
」

し
た
り
、
選
択
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
構
造
、
つ
ま
り

「
自
ら
の
名
指
す
も
の
を
成
立
さ
せ
る
言
説
の
力
」
（
256
）
を
畏
れ
よ
と
主

張
し
た
い
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
な
欲
望
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

第
七
章
で
バ
ト
ラ
ー
が
見
せ
る
ジ
ジ
ェ
ク
へ
の
絡
み
は
、
構
造
に
対
す

る
両
者
の
戦
法
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
「
象
徴
化
と
は
、
生
き
て

い
る
身
体
と
い
う
〈
現
実
界
〉
の
充
溢
を
克
服
し
、
干
上
が
ら
せ
、
空
っ

ぽ
に
し
、
切
り
刻
む
過
程
で
あ
る

）
2
（

」
と
い
う
ラ
カ
ン
の
モ
チ
ー
フ
を
土
台

に
し
て
「
現
実
界
」
概
念
を
位
置
づ
け
直
し
た
ジ
ジ
ェ
ク
を
、
逆
に
象
徴

界
と
の
関
係
を
固
定
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
バ
ト
ラ
ー
は
批
判
す
る
。
た

だ
こ
の
批
判
で
鮮
明
に
な
る
の
は
、
「
現
実
界
と
象
徴
化
」
の
含
意
が
両

者
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
の
現
実
界
は
必
ず
し
も

排
除
、
言
い
換
え
れ
ば
「
文
化
的
不
可
能
性
」
に
よ
っ
て
言
語
の
外
に
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
が
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
「
枠
組
み
の
中
で
は
、

言
語
と
現
実
界
の
関
係
を
政
治
化
す
る
い
か
な
る
方
法
も
存
在
し
な
い
、

〔
…
…
〕
必
要
な
の
は
、
政
治
的
領
野
を
統
制
す
る
た
め
に
、
い
か
に
し

て
文
化
的
な
理
解
不
可
能
性
の
生
産
が
可
変
的
な
仕
方
で
動
員
さ
れ
る
か

を
、
す
な
わ
ち
、
誰
が
「
主
体
」
と
み
な
さ
れ
、
誰
が
「
主
体
」
と
見
な

さ
れ
な
い
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
、
政
治
的
に
評
価
す
る
方
法
で
あ

る
」
（
283
）
と
批
判
す
る
時
、
ジ
ジ
ェ
ク
と
の
理
解
の
ず
れ
と
と
も
に
バ

ト
ラ
ー
の
戦
法
が
明
ら
か
と
な
る
。
バ
ト
ラ
ー
の
方
法
と
は
、
つ
ま
り
、
主

体
を
可
視
化
す
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
伴
う
排
除
の
作
用
を
見
極
め
る
こ
と

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
排
除
を
見
極
め
る
と
い
っ
て
も
、
フ
ァ
ル
ス
＝

ロ
ゴ
ス
中
心
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よ
り
、
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
哲
学
科
正
教
授
）
。
先

立
つ
二
〇
一
一
年
に
大
著
『
自
由
の
権
利
』
を
公
刊
し
て
お
り
、
本
書
で

は
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
社
会
的
自
由
の
観
点
か
ら
、
社
会
主
義
が
捉
え

直
さ
れ
、
現
実
化
へ
の
新
た
な
方
途
が
模
索
さ
れ
る

）
1
（

。

　

本
書
の
目
的
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
た
現
状
、
す

な
わ
ち
「
誰
も
、
望
ま
な
い
も
の
や
現
状
の
社
会
関
係
の
な
か
に
怒
り
の

対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
正
確
に
知
っ
て
は
い
て
も
、
現

状
の
意
識
的
な
変
革
が
向
か
う
べ
き
先
に
つ
い
て
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
イ

メ
ー
ジ
す
ら
持
て
な
い
」
（
八
頁
）
状
況
を
、
打
破
す
る
こ
と
に
あ
る
。

か
つ
て
社
会
主
義
は
、
一
見
避
け
え
な
い
も
の
も
よ
り
よ
い
も
の
に
変
え

ら
れ
る
と
い
う
確
信
を
、
当
事
者
に
与
え
て
い
た
。
本
書
で
ホ
ネ
ッ
ト
は
、

そ
う
し
た
力
が
回
復
の
余
地
な
く
失
わ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
理
由
を
突
き

止
め
、
必
要
な
概
念
的
変
更
を
加
え
る
こ
と
で
、
社
会
主
義
を
再
び
追
求

に
値
す
る
理
念
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

初
め
の
二
章
で
は
、
社
会
主
義
の
初
発
の
理
念
を
再
構
成
し
、
そ
れ
が

古
び
て
し
ま
っ
た
理
由
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、
社
会
主
義
が
、
近
代
の

社
会
秩
序
の
基
礎
に
あ
る
自
由
、
平
等
、
友
愛
を
受
け
入
れ
た
上
で
の
内

在
的
批
判
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

）
2
（

。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、

自
由
、
平
等
、
友
愛
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
公
正
な
社
会
秩
序
の
た
め
の

道
徳
的
要
求
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
理
念
の
拡
張
と
し
て
社
会

主
義
は
理
解
さ
れ
る
。
初
期
社
会
主
義
は
、
市
場
経
済
を
支
え
る
、
自
由

を
純
粋
な
私
的
利
害
の
追
求
に
局
限
す
る
理
解
を
批
判
し
、
「
自
由
を
新

た
な
形
態
の
強
制
な
き
協
働
に
お
い
て
友
愛
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
革
命

の
約
束
と
一
致
さ
せ
る
」
（
二
六
頁
）
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

　

書
評　

『
社
会
主
義
の
理
念
―
―
現
代
化
の
試
み

』

（
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
著
、
日
暮
雅
夫
・
三
崎
和
志
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
一
年
）

田
畑
真
一

　

本

書

は
、Axel H

onneth, D
ie Idee des Sozialiasm

us: Versuch einer 

Aktualisierung, Erw
eiterte Ausgabe, Suhrkam

p Verlag Berlin, 2015, 
2017 

の
全
訳
で
あ
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
長
く
ゲ
ー
テ
大
学
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
で
哲
学
・
歴
史
学
科
教
授
を
務
め
た
批
判
理
論
の
代
表
者
で
、
『
承

認
を
め
ぐ
る
闘
争
』
で
の
承
認
論
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
一
八
年
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加
え
る
こ
と
で
、
社
会
的
自
由
を
実
現
す
る
社
会
主
義
が
提
示
さ
れ
る
。

第
一
に
、
近
代
に
お
け
る
機
能
分
化
の
増
大
が
注
目
さ
れ
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
、

そ
れ
を
近
代
に
お
け
る
規
範
的
事
実
と
見
な
す
。
経
済
的
領
域
と
し
て
の

市
場
だ
け
で
な
く
、
万
人
が
意
見
を
相
互
に
補
い
合
い
な
が
ら
協
議
す
る

政
治
的
意
志
決
定
の
領
域
と
、
感
情
に
も
と
づ
く
社
会
関
係
を
調
整
し
、

各
自
の
人
生
設
計
が
強
制
な
く
補
わ
れ
る
個
人
的
領
域
が
、
自
律
し
た
行

為
領
域
と
し
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
的
自
由
は
、
三

つ
の
領
域
そ
れ
ぞ
れ
で
特
殊
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
J
・
デ
ュ
ー
イ
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
歴
史
的
法
則
性
に
根

ざ
し
た
進
歩
の
理
解
が
修
正
さ
れ
る
。
デ
ュ
ー
イ
に
従
え
ば
、
「
人
間
社

会
と
い
う
現
実
領
域
の
内
部
で
、
そ
の
な
か
に
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能

性
が
完
全
に
実
現
化
さ
れ
る
の
は
、
社
会
の
構
成
員
す
べ
て
が
で
き
る
だ

け
妨
害
と
強
制
な
し
に
、
自
分
た
ち
特
有
の
意
味
媒
介
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
参
加
し
う
る
場
合
に
限
ら
れ
る
」
（
一
〇
〇
頁
）
。
強
制
の
な
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
む
障
壁
の
除
去
こ
そ
、
社
会
的
自
由
の
実
現

に
繋
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
相
互
に
関
係
し
あ
う
諸
主
体
が
、
隷
従
状
態
、

も
し
く
は
外
部
か
ら
の
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
否
か
が
、
進
歩
の
尺
度

と
な
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
こ
に
歴
史
の
法
則
性
に
代
わ
る
進
歩
の
理
解

を
見
出
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
が
こ
れ
ま
で
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
要

求
に
注
目
を
集
め
る
べ
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
障
壁
を
取
り
払
い
、

社
会
的
自
由
を
拡
張
し
て
き
た
。
社
会
主
義
は
、
そ
れ
に
連
な
る
「
承
認

を
め
ぐ
る
闘
争
の
プ
ロ
セ
ス
」
な
の
で
あ
る
（
一
〇
五
頁
）
。

　

以
上
の
修
正
か
ら
、
社
会
主
義
と
は
、
強
制
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
阻
む
障
壁
の
除
去
を
通
じ
て
、
経
済
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
そ
し
て

　

個
人
的
自
由
と
友
愛
と
を
結
び
つ
け
る
具
体
的
構
想
は
、
初
期
マ
ル
ク

ス
の
、
一
定
の
分
業
を
通
じ
て
ニ
ー
ズ
を
充
足
し
合
う
「
自
由
な
生
産
者

た
ち
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
で
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
個
々
人
は
、
追

求
す
る
目
的
を
同
時
に
他
者
の
目
的
の
実
現
の
条
件
と
し
て
把
握
す
る
。

こ
う
し
た
連
帯
的
共
同
生
活
の
内
で
達
成
さ
れ
る
の
が
、
社
会
的
自
由
で

あ
る
。
そ
の
核
心
に
は
、
人
は
、
自
ら
の
自
由
を
一
人
で
は
実
現
で
き
ず
、

他
者
と
の
協
働
的
関
係
、
す
な
わ
ち
互
い
に
関
心
を
寄
せ
合
い
、
一
人
ひ

と
り
が
他
者
の
た
め
に
、
正
統
な
欲
求
の
実
現
に
向
け
て
相
互
に
助
け
合

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

　

他
者
と
の
協
働
的
関
係
を
支
え
と
す
る
社
会
的
自
由
は
、
一
定
の
行
動

様
式
が
確
立
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
る
「
新
た
な
共
同

体
的
な
生
活
形
式
」
を
要
請
す
る
。
生
活
形
式
に
ま
で
要
求
が
及
ぶ
の
は
、

社
会
的
自
由
の
実
現
に
は
、
市
場
の
よ
う
に
重
な
り
合
う
目
的
を
通
じ
て

「
一
緒
に
」
活
動
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
直
接
「
互
い
の
た
め
に
」

活
動
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
（
三
五
―
三
六
頁
）
。

　

し
か
し
、
初
期
社
会
主
義
は
、
社
会
的
自
由
の
理
念
を
十
分
に
は
展
開

で
き
て
い
な
か
っ
た
。
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
の
原
因
を
、
初
期
社
会
主
義
が
、

資
本
主
義
的
近
代
化
の
初
期
状
況
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
見
出
す
。
初

期
資
本
主
義
は
、
産
業
革
命
の
精
神
と
社
会
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
三
つ

の
誤
っ
た
想
定
を
し
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
社
会
的
自
由
の
領
域

を
経
済
領
域
に
限
定
し
、
②
社
会
の
内
に
「
労
働
者
」
と
い
う
す
で
に
理

念
を
実
現
す
る
変
革
主
体
が
存
在
す
る
と
想
定
し
た
上
で
、
③
そ
の
変
革

を
歴
史
的
必
然
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。

　

後
半
の
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
誤
っ
た
想
定
を
正
し
、
概
念
的
変
更
を
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か
し
、
こ
の
理
念
が
、
変
革
を
行
う
上
で
の
確
信
を
与
え
る
も
の
足
り
得

て
い
る
か
は
、
検
討
を
要
す
る
。
ホ
ネ
ッ
ト
自
身
、
社
会
主
義
へ
の
変
革

は
、「
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
諸
特
徴
が
変
革
可
能
で
あ
り
、

さ
ら
に
破
棄
可
能
で
す
ら
あ
る
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
説
得
的
に
示
せ
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
」
（
一
〇
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
の
点
で
十
分

な
議
論
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
点
を
扱
い
た
い
。

　

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
社
会
主
義
の
天
敵
と
さ
れ
る
、
経
済
的
行
動
を
調
整
す

る
唯
一
の
効
率
的
手
段
と
し
て
資
本
主
義
的
市
場
を
正
当
化
す
る
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
経
済
理
論
へ
の
批
判
を
、
議
論
の
基
点
と
す
る
。
そ
こ
で
、
経

済
効
率
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
い
い
加
減
さ
や
想
定
さ
れ
て
い
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
構
造
の
不
確
か
さ
が
指
摘
さ
れ
、
市
場
を
所
与
と
す
る
こ
と
な

く
、
そ
の
果
た
し
て
い
る
役
割
が
経
済
行
為
を
協
働
的
形
態
で
調
整
す
る

の
に
適
し
て
い
る
か
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
指
摘

は
も
っ
と
も
だ
が
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
を
破
棄
し
、
別
の
シ
ス

テ
ム
に
移
行
可
能
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
示
せ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ホ

ネ
ッ
ト
が
、
具
体
的
方
向
性
を
提
示
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
J
・
ロ
ー

ル
ズ
に
よ
る
財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
主
義
の
区
別

を
参
照
し
つ
つ
、
市
場
社
会
主
義
と
、
基
礎
所
得
と
民
主
的
な
統
制
機
関

を
備
え
た
下
か
ら
の
市
場
の
「
社
会
化
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が
等
価

で
あ
り
、
あ
と
は
社
会
的
実
験
に
委
ね
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
一
一
三
―

一
一
五
頁
）
。

　

し
か
し
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
与
す
る
ロ
ー
ル
ズ
へ
の
参
照
が
示
す
よ
う

に
、
こ
う
し
た
構
想
が
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
と
ど
の
程
度
異
な
る

の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
変
革
可
能
性
は
担
保
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

個
人
の
領
域
で
も
社
会
的
自
由
の
実
現
を
目
指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
変
革
の
主
体
も
経
済
領
域
に
お
け
る
労
働

者
に
限
定
さ
れ
ず
、
す
べ
て
の
市
民
が
当
事
者
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

政
治
、
経
済
、
個
人
と
い
う
三
つ
の
領
域
そ
れ
ぞ
れ
で
社
会
的
自
由
を
実

現
し
つ
つ
、
全
体
の
統
合
と
い
う
課
題
を
引
き
受
け
る
審
級
が
、
公
共
圏

だ
か
ら
で
あ
る
。
公
共
圏
は
、
「
社
会
的
共
同
生
活
の
ど
の
よ
う
な
不
具

合
も
万
人
が
知
覚
で
き
る
よ
う
に
表
明
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
協
働
し
て
克
服

す
べ
き
課
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
唯
一
の
領
域
」
で
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た

民
主
的
な
意
思
形
成
の
領
域
は
、
「
第
一
者
」
と
し
て
、
経
済
や
個
人
の

領
域
に
対
し
て
格
別
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
（
一
五
四
頁
）
。

　

や
や
詳
細
に
本
書
の
内
容
を
確
認
し
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
近
代
の
機
能
分
化
と
い
う
規
範
的
事
実
に
基
づ
き
、
社
会

的
自
由
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
社
会
主
義
を
定
式
化
し
、
そ
の
理
念
を

改
め
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
が
自
認
し
て
い

る
よ
う
に
、
「
遅
れ
ば
せ
の
革
命
」
で
の
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
『
社
会

主
義
か
野
蛮
か
』
で
の
C
・
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
の
議
論
を
引
き
継
ぐ
一

方
、
た
ん
な
る
社
会
正
義
の
構
想
に
留
ま
る
と
さ
れ
る
分
析
的
マ
ル
ク
ス

主
義
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
明
確
に
異
な
る
（
八
六
―
八
七
頁
）
。
鍵
と
な

る
の
が
、
生
活
形
式
で
あ
る
。
社
会
的
自
由
が
「
新
た
な
共
同
体
的
な
生

活
形
式
」を
要
請
す
る
こ
と
か
ら
、
社
会
主
義
は
、
制
度
だ
け
で
な
く
、
個
々

人
の
生
活
形
式
の
変
革
ま
で
要
求
す
る
。

　

生
活
形
式
の
変
革
ま
で
も
視
野
に
収
め
た
社
会
主
義
は
、
確
か
に
現
状

と
は
異
な
る
社
会
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
確
認
し
た

「
現
状
の
意
識
的
な
変
革
が
向
か
う
べ
き
先
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
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つ
い
て
は
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
欠
い
て
い
た

）
4
（

。
し
か
し
、
今
社
会
主
義

を
理
念
と
し
て
提
起
す
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
専
ら
経
済
領
域
に
特
化
し
た

こ
と
へ
の
反
省
と
批
判
に
加
え
て
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム
に
代
わ

る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
提
示
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
疑
問
の
提
示
は
容
易
く
、
異
な
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
提
示
に
は

困
難
が
伴
う
。
デ
ュ
ー
イ
に
よ
る
歴
史
的
実
験
主
義
に
従
い
、
一
定
の
範

囲
で
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
試
し
て
い
く
と
い
う
ホ
ネ
ッ
ト
の
方
向
性
に

肯
け
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
歴
史
主
義
へ
の
反
省
が
、
具
体
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
に
囚
わ
れ
な
い
社
会
主
義
へ
と
思
考
を
促
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
書

は
、
実
験
主
義
の
評
価
を
含
め
、
社
会
主
義
の
新
た
な
可
能
性
を
問
う
こ

と
に
、
読
者
を
誘
う
の
で
あ
る
。

 

（
た
ば
た
・
し
ん
い
ち
／
政
治
理
論
）

注（
1
） 

『
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、
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he Idea of 

Socialism
, ” European Journal of Political Th

eory, 19(3), 375-395.

（
2
） 

ホ
ネ
ッ
ト
自
身
が
内
在
的
批
判
の
手
法
を
用
い
て
、
初
期
社
会
主
義
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理
念
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再
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も
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成
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。

（
4
） Fraser, N

ancy, Jaeggi, R
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Th
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成
田
前
掲
は
、本
書
と
比
較
検
討
も
し
て
い
る
。

が
、
今
度
は
十
分
に
社
会
的
自
由
を
保
障
し
う
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
な
の
か
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
本
書
で
強
調
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
社
会
主
義

と
の
違
い
か
ら
し
て
も
、
そ
の
違
い
が
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
帰
結
す
る
の
か
は
重
要
な
論
点
と
な
る
は
ず
だ
が
、
本
書
で
明
確
に

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
の
点
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の
関
係
で
も
重
要
と
な
る
。
先
の
「
遅

れ
ば
せ
の
革
命
」
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
と
同
じ
く
、
初
期

社
会
主
義
に
お
け
る
歴
史
思
考
、
政
治
領
域
の
軽
視
、
そ
し
て
マ
ク
ロ
な

主
体
の
想
定
を
そ
れ
ぞ
れ
批
判
し
、
「
排
除
の
な
い
意
見
形
成
お
よ
び
民

主
的
意
思
形
成
の
た
め
の
制
度
化
さ
れ
た
手
続
き
」
に
注
目
し
て
い
た

）
3
（

。

両
者
の
違
い
は
、
経
済
領
域
に
対
す
る
理
解
に
あ
る
。
経
済
領
域
を
規
範

的
に
自
由
な
シ
ス
テ
ム
と
理
解
し
、
法
を
通
じ
た
間
接
的
な
統
御
を
目
指

す
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
対
し
て
、
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
間
接
的
統
御
だ
け
で
な
く
、

経
済
領
域
を
直
接
「
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」
が
行
わ
れ
る
規
範
的
空
間
と

捉
え
る
。
こ
う
し
た
対
比
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
ロ
ー
ル
ズ
を
参
照
し
た
構

想
が
、
規
範
的
空
間
と
し
て
の
経
済
領
域
を
適
切
に
捉
え
て
い
る
の
か
は
、

一
層
疑
問
で
あ
る
。
共
同
体
的
な
生
活
形
式
に
従
い
、
規
範
に
根
差
し
た

行
為
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
経
済
領
域
は
、
資
本
主
義
的
経
済
シ
ス
テ
ム

と
は
相
当
程
度
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
の
二
分
法

を
乗
り
越
え
る
と
い
う
、
現
在
の
批
判
理
論
に
共
通
す
る
課
題
が
横
た

わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
N
・
フ
レ
イ
ザ
ー
と
R
・
イ
ェ
ッ
ギ
に

よ
る
資
本
主
義
を
め
ぐ
る
近
年
の
対
話
で
も
、
シ
ス
テ
ム
と
生
活
世
界
の

二
分
法
を
乗
り
越
え
る
点
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
先
に
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書
評　

『
ア
メ
リ
カ
批
判
理
論
―
―
新
自
由
主
義
へ
の
応
答

』

（
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
、
日
暮
雅
夫
共
編
、
晃
洋
書
房
、

二
〇
二
一
年
）

大
村
一
真

　

本
書
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
と
日
暮
雅
夫
の
共
同
編
纂
に
よ
る
ア

メ
リ
カ
の
批
判
理
論
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
学
派
第
一
世
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
思
想
的
綱

領
と
し
て
展
開
し
た
「
批
判
理
論
」
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
き
わ
め
て
多
様
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
国
内
で
は
一
九
六
〇
年
代
末
以
来
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代

の
思
想
的
受
容
が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
受
容
に
一
役
買
っ
て
い
る

の
が
、
ジ
ェ
イ
の
『
弁
証
法
的
想
像
力
』
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
一
九
七

〇
年
代
以
降
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
二
世
代
と
し
て
知
ら
れ
る
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
や
、
フ
ー
コ
ー
を
初
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
思
想
も
輸
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
批
判
理
論
は
、
こ

れ
ら
複
数
の
思
想
の
影
響
下
で
、
依
然
と
し
て
独
自
の
発
展
を
遂
げ
続
け

て
い
る
。
本
論
集
は
、
こ
の
発
展
し
続
け
る
ア
メ
リ
カ
批
判
理
論
の
近
年

の
動
向
を
指
し
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
論
集
を
読
む
際
に
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
こ
に
収
め
ら

れ
た
七
本
の
論
文
は
、
こ
の
論
集
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
だ
。
ま
ず
、
第
一
章
の
プ
リ
ュ
シ
ッ
ク
論
文
「
新
自
由
主
義
」
は
、

二
〇
一
八
年
の
『
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
批
判
理
論
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

に
初
出
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
章
の
フ
レ
イ
ザ
ー
論
文
「
進
歩
的
新

自
由
主
義
か
ら
ト
ラ
ン
プ
へ
」
お
よ
び
第
三
章
の
ジ
ェ
イ
論
文
「
新
自
由

主
義
的
想
像
力
と
理
由
の
空
間
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌

に
投
稿
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
第
四
章
の
「
新
自
由
主
義
の
フ
ラ
ン
ケ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」（
ブ
ラ
ウ
ン
）
、
第
五
章
の
「
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

再
訪
」
（
ゴ
ー
ド
ン
）
、
第
六
章
の
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
と
遅
れ
て
き
た

認
識
論
」
（
ペ
ン
ス
キ
ー
）
は
、
『
権
威
主
義
―
―
批
判
理
論
に
お
け
る
三

つ
の
探
究
』
と
し
て
二
〇
一
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
小
冊
子
に
収
録
さ
れ
て

い
た
論
文
で
あ
る
。
最
後
に
、
第
七
章
の
カ
ウ
フ
マ
ン
論
文
「
ア
ド
ル
ノ

の
社
会
的
抒
情
詩
と
今
日
の
文
学
批
評
」
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
コ
ン
パ

ニ
オ
ン
の
ア
ド
ル
ノ
に
関
す
る
論
集
に
所
収
さ
れ
て
い
た
。



社会思想史研究　No. 46　2022

●　250

こ
の
市
場
と
い
う
「
第
二
の
自
然
」
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
リ
ュ

シ
ッ
ク
は
、
あ
る
種
の
市
場
の
政
治
性
、
つ
ま
り
市
場
自
体
が
誰
も
そ
こ

か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
と
し
て
自
ら
を
現
象
さ
せ
る
力
を
有

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
二
章
の
フ
レ
イ
ザ
ー
論
文
は
、
新
自
由
主
義
に
対
す
る
抵
抗

が
成
立
し
得
な
い
事
情
を
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
左
派
の
動
向
か
ら
分
析

し
て
い
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
左
派
と
し
て
一
九

八
〇
年
代
後
半
か
ら
主
流
で
あ
り
続
け
た
の
は
、
「
進
歩
的
新
自
由
主
義
」

で
あ
っ
た
。
民
主
党
の
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
に
象
徴
さ
れ
る
こ
の
立
場
は
、

思
想
的
に
は
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
、
資
源
の
分
配
と
人
間
と
し
て

の
承
認
の
双
方
を
、
自
分
自
身
の
報
酬
が
自
ら
の
メ
リ
ッ
ト
（
功
績
・
実
力
・

努
力
）
に
値
す
る
も
の
と
把
握
す
る
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
に
結
び
つ
け
る
陣

営
で
あ
る
。
こ
の
陣
営
は
、
少
数
者
の
権
利
を
う
た
い
な
が
ら
も
、メ
リ
ッ

ト
を
持
つ
た
め
の
分
配
を
志
向
し
、
メ
リ
ッ
ト
を
持
つ
人
間
を
承
認
し
て

き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
立
場
に
よ
る
「
分
配
と
承
認
に
関
す
る
独
特

の
結
合
」
は
、
分
配
と
承
認
を
新
自
由
主
義
に
資
す
る
手
段
へ
と
位
置
づ

け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
に
と
っ
て
、
新
自
由
主
義
の
台
頭
は
、

分
配
と
承
認
が
左
派
に
お
い
て
で
さ
え
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
言
説
に
結

合
し
て
き
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
第
三
章
の
ジ
ェ
イ
論
文
で
は
、
新
自
由
主
義
を
特
徴
づ
け
る

三
つ
の
合
理
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
自
己
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
選
択
す
る
「
道
具
的
合
理
性
」
、
シ
ス
テ

ム
自
ら
が
シ
ス
テ
ム
外
の
情
報
を
統
御
・
縮
減
し
な
が
ら
シ
ス
テ
ム
そ
の

も
の
を
存
続
さ
せ
る
「
機
能
主
義
的
理
性
」
、
シ
ス
テ
ム
の
命
令
か
ら
逃

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
集
は
、
互
い
に
異
な
る
文
脈
の
中
で
発
生
し
た

テ
ク
ス
ト
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
、
別

の
論
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
見
を
個
々
に
抱
い
て
い
る
の
か
が
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
成
立
上
の
事
情
が
あ

る
に
せ
よ
、
本
論
集
が
首
尾
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
は

強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
本
論
集
は
全
体
と
し
て
、
新
自

由
主
義
と
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主
義
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
を
密
接

に
関
係
づ
け
、
新
自
由
主
義
の
強
固
さ
の
諸
要
因
を
挙
げ
、
そ
の
一
要
因

と
し
て
ト
ラ
ン
プ
の
台
頭
を
論
じ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
こ
の
論
集
は
新
自
由
主
義
が
い
か
に
底
堅
い
も
の
な
の
か
を
示

す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
新
自
由
主
義
が
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
市
場
の
優

位
を
保
ち
、
富
の
一
極
集
中
と
格
差
の
拡
大
を
引
き
起
こ
す
現
象
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
格
差
の
是
正
を
要
求
す
る
諸
勢
力
が
台
頭
す
る
こ

と
が
な
い
の
か
。
批
判
理
論
の
綱
領
を
展
開
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

第
一
世
代
は
、
な
ぜ
革
命
が
、
労
働
者
の
悲
惨
な
境
遇
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

成
立
し
え
な
い
の
か
と
い
う
「
問
い
」
を
出
発
点
に
し
て
い
た
。
同
じ
よ

う
に
、
こ
の
論
集
は
、
こ
の
抵
抗
の
不
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
い
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
自
由
主
義
の
文
脈
か
ら
応
答
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
第
一
章
の
プ
リ
ュ
シ
ッ
ク
論
文
は
、
新
自
由
主
義
が
、
ど
の

よ
う
に
人
々
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
へ
と
変
貌
す
る
の
か
を
ハ
イ
エ
ク

の
市
場
論
を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
プ
リ
ュ
シ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

市
場
は
、
分
散
し
た
情
報
を
処
理
し
組
織
化
す
る
「
自
己
調
節
的
」
な
装

置
で
あ
り
、
人
々
の
目
に
は
最
も
「
合
理
的
な
も
の
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、

こ
の
点
に
お
い
て
、「
自
然
な
も
の
」
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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選
挙
民
に
対
し
て
何
ら
実
質
的
な
政
治
的
政
策
を
実
施
し
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
し
な
が
ら
、
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主
義
を
私
的
な
怒
り
を
発
散
す
る

た
め
の
一
種
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
第
五
章
の
ゴ
ー
ド
ン
論
文
は
、
こ
の
娯
楽
と
し
て
の
ト
ラ
ン
プ

現
象
が
、
S 

N 

S
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
の
流
れ
に
掉
さ
す
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
『
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』
を
紐

解
く
ゴ
ー
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
の
台
頭
の
理
由
は
、
服
従
を
求
め

る
権
威
主
義
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

こ
の
台
頭
と
関
連
し
て
い
る
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
を
即
座
に
伝
達
し
、

そ
の
伝
達
内
容
に
対
し
て
す
ぐ
さ
ま
応
答
す
る
こ
と
を
人
々
に
要
請
す
る

言
論
を
め
ぐ
る
形
式
で
あ
る
。
こ
の
言
論
形
式
は
、
「
な
ま
」
の
コ
メ
ン

ト
こ
そ
取
り
上
げ
る
に
値
す
る
も
の
だ
と
す
る
状
況
を
生
み
出
し
、
時
間

を
か
け
て
作
り
出
さ
れ
る
言
論
を
不
要
な
も
の
に
さ
せ
る
。
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
発
言
を
め
ぐ
る
様
々
な
怒
り
の
み
が
言
論
に

押
し
寄
せ
て
い
き
、
言
論
を
怒
り
の
発
散
の
場
所
と
し
て
同
定
す
る
状
況

で
あ
る
。
こ
の
事
情
か
ら
、
ゴ
ー
ド
ン
は
「
ト
ラ
ン
プ
主
義
は
文
化
産
業

の
別
名
で
あ
る
」
と
述
べ
、
言
論
そ
の
も
の
を
消
費
物
へ
と
変
容
さ
せ
る

電
子
メ
デ
ィ
ア
空
間
を
ト
ラ
ン
プ
現
象
の
土
壌
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
論
集
は
、
新
自
由
主
義
と
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主

義
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
複
数
の
論
理
を
究
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同

時
に
、
こ
の
状
況
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
と
抵
抗
を
企
て
る
の
か
に

つ
い
て
の
様
々
な
提
案
も
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ジ
ェ
イ
と
フ
レ
イ
ザ
ー

は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
」
に
想
を
得

れ
出
よ
う
と
す
る
因
子
を
統
制
し
な
が
ら
シ
ス
テ
ム
の
秩
序
を
管
理
す
る

「
統
治
的
合
理
性
」
で
あ
る
。
新
自
由
主
義
は
、
道
具
的
合
理
性
を
働
か

せ
る
個
人
、
「
機
能
主
義
的
理
性
」
を
担
う
市
場
、
個
人
と
市
場
を
結
合

す
る
「
統
治
的
合
理
性
」
を
司
る
国
家
か
ら
織
り
成
さ
れ
る
た
め
、
強
力

な
の
だ
。

　

次
に
、
こ
の
論
集
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主

義
を
新
自
由
主
義
の
延
命
手
段
と
し
て
解
剖
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ

く
あ
る
見
解
に
従
え
ば
、
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主
義
、
あ
る
い
は
世
界
各
地

で
広
が
る
右
派
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
新
自
由
主
義
に
対
す
る
跳
ね
返
り
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
権
威
主
義
の
勢
い
を
突
き
上
げ
て
き
た
の

は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
い
て
、
勢
い
を
増
す
大
企
業

に
対
す
る
危
機
感
、
あ
る
い
は
低
賃
金
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
憎
悪

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
集
は
ト
ラ
ン
プ
の
権
威

主
義
を
、
新
自
由
主
義
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
た
人
々
の
「
私
的
」
な
怒

り
が
発
散
さ
れ
る
「
非
政
治
的
」
な
状
況
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
ト
ラ
ン
プ
の
台
頭
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
自
由
主

義
の
勢
い
を
堰
き
止
め
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
勢
い
に
耐
え
し

の
ぶ
た
め
の
現
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
第
四
章
の
ブ
ラ
ウ
ン
論
文
で
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主
義
が

代
弁
し
て
い
る
の
は
、
新
自
由
主
義
に
対
す
る
変
革
へ
の
祈
り
と
い
う
よ

り
も
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
感
情
と
い
う
歪
め
ら
れ
た
攻
撃
性
の
発
散
欲
求
で

あ
る
こ
と
を
、
ニ
ー
チ
ェ
や
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
情
動
論
を
参
照
し
な
が
ら
論

じ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
ト
ラ
ン
プ
自
身
が
、
自
ら
の
共
同
体
に
住
ま

う
成
員
の
同
質
性
を
強
調
す
る
「
家
族
化
」
の
論
理
を
駆
使
し
な
が
ら
も
、
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的
な
コ
ン
テ
ス
ト
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
望
ま
し
い
社
会
的
お
よ
び
政

治
的
な
規
範
構
造
を
描
き
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
論
集
の
著
者
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
規
範
理
論
に
対
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
決
定
的
な
こ
と
は
、
ト
ラ
ン
プ
の
権
威
主
義
を
フ
ァ
シ
ズ
ム

と
は
異
な
る
も
の
と
評
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
論
集
の
著
者
ゴ
ー
ド
ン

は
、
『
デ
ィ
ー
ル
の
術
』
は
『
わ
が
闘
争
』
で
は
な
い
と
述
べ
、
ト
ラ
ン

プ
の
権
威
主
義
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
独
裁
を
兼
ね
備
え
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
に

は
程
遠
い
も
の
と
論
じ
て
い
る
。
事
実
、
ト
ラ
ン
プ
は
移
民
を
す
で
に
家

族
と
し
て
迎
え
入
れ
な
が
ら
移
民
に
反
対
し
、
二
〇
二
〇
年
に
「
民
主
的

な
選
挙
」
に
よ
っ
て
敗
北
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、ト
ラ
ン
プ
は
フ
ァ

シ
ス
ト
で
は
な
い
と
判
断
す
る
場
合
に
、
そ
こ
に
は
何
か
決
定
的
な
も
の

が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ト
ラ
ン
プ
と
ヒ
ト
ラ
ー
は
似
て
非

な
る
も
の
で
あ
れ
、
両
者
は
同
じ
く
、
政
治
に
よ
っ
て
大
衆
が
掌
握
さ
れ

る
危
険
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
気
に
な
る
点
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
も
の
の
、
本
論
集
が
、

ア
メ
リ
カ
の
文
脈
か
ら
批
判
理
論
の
「
課
題
」
を
満
た
す
こ
と
を
模
索
し

て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
批
判
理
論
が
、
現
状
の
社
会
的
お
よ
び
政

治
的
状
況
を
維
持
し
て
い
る
背
景
を
露
わ
に
し
、
こ
の
状
況
に
関
与
す
る

実
践
を
内
包
す
る
学
問
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
集
は
、
ア
メ
リ
カ
は

勿
論
の
こ
と
、
世
界
中
で
新
自
由
主
義
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
進
行
す
る
状

況
に
「
関
わ
る
」
た
め
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
い
る
。

 

（
お
お
む
ら
・
か
ず
ま
／
政
治
思
想
史
）

な
が
ら
時
間
を
か
け
て
熟
議
す
る
こ
と
（
ジ
ェ
イ
）
、
お
よ
び
新
自
由
主

義
に
対
抗
す
る
か
た
ち
で
承
認
と
再
配
分
を
結
合
す
る
「
進
歩
的
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
」
（
フ
レ
イ
ザ
ー
）
を
重
要
視
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
六
章
の
ペ

ン
ス
キ
ー
論
文
と
第
七
章
の
カ
ウ
フ
マ
ン
論
文
は
こ
の
批
判
と
抵
抗
の
問

題
に
と
り
わ
け
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
同
時
代
と
の
隔
絶
に
よ
っ
て
そ
の

時
代
に
反
省
的
な
省
察
を
為
す
「
遅
れ
て
き
た
認
識
論
」
（
ペ
ン
ス
キ
ー
）
、

あ
る
い
は
、
思
考
の
「
他
者
性
」
を
省
み
な
が
ら
、
硬
化
し
た
思
考
を
打

ち
砕
く
美
的
実
践
（
カ
ウ
フ
マ
ン
）
を
擁
護
し
て
い
る
。

　

本
書
評
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
い
く
つ
か
問
題
と
な
る
点
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代
の
資
本
主
義
を

め
ぐ
る
議
論
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
本
論
集
の
序
文
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
は
、

市
場
経
済
に
対
す
る
国
家
の
介
入
の
役
割
を
強
調
し
、
「
経
済
に
対
す
る

政
治
の
優
位
」
を
説
く
ポ
ロ
ッ
ク
の
「
国
家
資
本
主
義
」
が
、
も
は
や
新

自
由
主
義
を
分
析
す
る
に
際
し
て
有
効
な
議
論
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
資
本
主
義
論
に
対
し
て
以

前
か
ら
反
証
を
試
み
て
い
た
ノ
イ
マ
ン
や
キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
お
よ
び
ガ
ー

ラ
ン
ト
の
資
本
主
義
論
に
関
し
て
こ
の
論
集
は
ど
う
応
じ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

次
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
あ
る
い
は
ロ
ー
ル
ズ
の
擁
護
す
る
規
範
理
論
と

の
関
連
性
で
あ
る
。
こ
の
論
集
で
は
、
ジ
ェ
イ
は
、
熟
議
を
試
み
る
時
間

を
、
ま
た
フ
レ
イ
ザ
ー
も
、
承
認
と
分
配
の
あ
る
べ
き
姿
を
取
り
戻
そ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
望
ま
し
い
規
範
や
抵
抗
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
内
在
す
る
規
範
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
参
照

す
る
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ロ
ー
ル
ズ
が
こ
の
規
範
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二
〇
二
一
年
会
員
新
著
一
覧（
五
十
音
順
）

【
著
書
】

上
田
悠
久
『
〈
助
言
者
〉
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
風
行
社

宇
野
田
尚
哉
ほ
か
編
『
対
抗
文
化
史
―
―
冷
戦
期
日
本
の
表
現
と
運
動
』
大
阪
大

学
出
版
会

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

岡
崎
龍
（O

kazaki, Ryu

）Zur kritischen Funktion des absoluten G
eistes in H

egels 

Phänom
enologie des G

eistes, D
uncker &

 H
um

blot (D
eutschland)

乙
部
延
剛
（O

tobe, N
obutaka

）Stupidity in Politics: its U
navoidability and 

Potential, Routledge (U
K

)

上
村
剛
『
権
力
分
立
論
の
誕
生
―
―
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
『
法
の
精
神
』
受
容
』
岩

波
書
店

小
井
沼
広
嗣
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲
学
構
想
―
―
精
神
の
生
成
と
自
律
の
実
現
』

法
政
大
学
出
版
局

小
峯
敦
『
経
済
学
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

小
峯
敦
編
『
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
か
ら
読
み
解
く
経
済
学
史
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出

版

桜
井
智
恵
子
『
教
育
は
社
会
を
ど
う
変
え
た
の
か
―
―
個
人
化
を
も
た
ら
す
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
暴
力
』
明
石
書
店

崎
山
政
毅
ほ
か
『
マ
ル
ク
ス
と
《
価
値
の
目
印
》
と
い
う
誤
謬
』
社
会
評
論
社

定
森
亮
『
共
和
主
義
者
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
―
―
古
代
ロ
ー
マ
を
め
ぐ
る
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
と
の
交
錯
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会

下
川
潔
（Shim

okaw
a, K

iyoshi

）

ほ

か

編Locke on Know
ledge, Politics and 

Religion: N
ew

 Interpretations from
 Japan, London: Bloom

sbury Academ
ic 

(U
K

)

高
橋
良
輔
・
山
崎
望 

編
『
時
政
学
へ
の
挑
戦
―
―
政
治
研
究
の
時
間
論
的
転
回
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

田
中
ひ
か
る
編
『
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
読
む
―
―
〈
自
由
〉
を
生
き
る
た
め
の
ブ
ッ
ク

ガ
イ
ド
』
皓
星
社

鳴
子
博
子
、
飯
田
賢
穂
、
橋
詰
か
す
み
、
関
口
佐
紀
ほ
か
『
ル
ソ
ー
論
集
―
―
ル

ソ
ー
を
知
る
、
ル
ソ
ー
か
ら
知
る
』
中
央
大
学
出
版
部
（
中
央
大
学
人
文

科
学
研
究
所
研
究
叢
書75

）

新
村
聡
ほ
か
編
『
平
等
の
哲
学
入
門
』
社
会
評
論
社

西
角
純
志 

『
元
職
員
に
よ
る
徹
底
検
証　

相
模
原
障
害
者
殺
傷
事
件
―
―
裁
判
の

記
録
・
被
告
と
の
対
話
・
関
係
者
の
証
言
』
明
石
書
店

馬
路
智
仁
（Baji, Tom

ohito

）T
he International T

hought of Alfred Zim
m

ern : 

C
lassicism

, Zionism
 and the Shadow

 of C
om

m
onw

ealth, Palgrave M
acm

illan 

(U
K

)

日
暮
雅
夫
ほ
か
編
『
ア
メ
リ
カ
批
判
理
論
―
―
新
自
由
主
義
へ
の
応
答
』
晃
洋
書

房

蛭
田
圭
（H

iruta, K
ei

）H
annah Arendt and Isaiah Berlin: Freedom

, Politics and 

H
um

anity, Princeton U
niversity Press (U

S)

廣
瀬
陽
一
『
中
野
重
治
と
朝
鮮
問
題
―
―
連
帯
の
神
話
を
超
え
て
』
青
弓
社

細
見
和
之
ほ
か
『
消
え
た
ヤ
マ
と
在
日
コ
リ
ア
ン
―
―
丹
波
篠
山
か
ら
考
え
る
』
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岩
波
書
店

守
中
高
明
『
浄
土
の
哲
学
―
―
念
仏
・
衆
生
・
大
慈
悲
心
』
河
出
書
房
新
社

山
本
圭
『
現
代
民
主
主
義
―
―
指
導
者
論
か
ら
熟
議
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
ま
で
』
中

央
公
論
新
社
（
中
公
新
書
）

【
翻
訳
】

ア
ー
モ
ン
ド(Alm

ond, Philip C
.)

、
奥
山
倫
明
訳
『
英
国
の
仏
教
発
見
』
法
藏

館

シ
ロ
ー
ネ(Silone, Ignazio)

、
齋
藤
ゆ
か
り
訳
『
フ
ォ
ン
タ
マ
ー
ラ
』
光
文
社
（
光

文
社
古
典
新
訳
文
庫
）

バ
ト
ラ
ー(Butler, Judith)

、
佐
藤
嘉
幸 

監
訳
『
問マ

タ

ー

題
＝
物
質
と
な
る
身
体
―
―

「
セ
ッ
ク
ス
」
の
言
説
的
境
界
に
つ
い
て
』
以
文
社

ホ
ー
ソ
ン(H

aw
thorn, G

eoffrey)

編
、
セ
ン(Sen, Am

artya)

ほ
か
、
児
島
博
紀
・

玉
手
慎
太
郎
訳
『
生
活
の
豊
か
さ
を
ど
う
捉
え
る
か
―
―
生
活
水
準
を
め

ぐ
る
経
済
学
と
哲
学
の
対
話
』
晃
洋
書
房

ホ
ネ
ッ
ト(H

onneth, Axel)

、
日
暮
雅
夫
ほ
か
訳
『
社
会
主
義
の
理
念
―
―
現
代

化
の
試
み
』
法
政
大
学
出
版
局

マ
ル
ム(M

alm
, Andreas)

、
箱
田
徹
訳
『
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
爆
破
法
―
―
燃
え
る

地
球
で
い
か
に
闘
う
か
』
月
曜
社

　
　
　

〈
備
考
〉

　
　
　
　

・
本
の
形
を
と
っ
て
い
る
会
員
の
仕
事
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

・ 

共
著
、
共
編
、
共
訳
に
つ
い
て
は
、
奥
付
（
執
筆
者
一
覧
・
訳
者
一

覧
で
は
な
い
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
前
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　

・
寄
稿
論
文
、
分
担
執
筆
、
分
担
訳
に
つ
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。

　
　
　
　

・
非
会
員
の
共
著
者
、
共
編
者
、
共
訳
者
の
名
前
は
「
ほ
か
」
と
す
る
。
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The Cost-Effectiveness of Democracy: 
From Participation to Representation

Akito YAMAGUCHI

　　In recent years, there has been concern about the dysfunction of representative 
democracy. Many democrats have argued that the dysfunction of representative 
democracy should be addressed by strengthening participation, such as increasing 
turnout and participation in demonstrations. However, the participation approach 
is not appropriate, as it disregards the costs involved. This paper argues that instead 
of the participation approach, we should adopt the representation approach. The 
representative approach introduces two types of lottocratic chambers, one with a 
proposal function and the other with a decision function, in addition to the existing 
elected chamber. The representative approach is not only an effective response to the 
dysfunction of representative democracy. It is also less expensive than the 
participatory approach. The representative approach is therefore superior to the 
participatory approach in terms of cost-effectiveness. The representative approach is 
promising for improving the political decision-making system and is worth 
considering.

Keywords:  cost-effectiveness, democracy, lottocracy, participation, representation
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Žižek’s Turn: Desire and Drive

Wakagi TAKAHASHI

　　The purpose of this paper is to elucidate and defend Žižek’s turn from the 
ethics of desire sustaining the empty place of democratic power to the subject of 
drive. The latter enables a transition to communism from the vantage point of what 
Žižek calls the proletarian position, which is the position of such people as the 
inhabitants of slums who are structurally excluded from global capitalism. The 
second section of this paper identifies the theoretical weaknesses of early Žižek’s 
democratic subject of desire which heavily draws upon the radical democratic 
theory of hegemony provided by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. The third 
section provides an in-depth account of the logic of drive in Tarrying with the 

Negative (1999) in order to counter the claim made by his critics that the subject of 

the Lacanian drive in Žižek is a Romantic Subject devoid of social and economic 
specificity. The fourth section delineates the contour of Žižek’s communism by 
analyzing his discussion into three main points: communism of commons, the 
proletarian position and the will of intervention including the use of state power in 
a “non-statal mode.” In the final section, I will explicate Žižek’s mature theory since 
Less than Nothing (2012) with particular attention to the ways in which the focus on 

the concept of drive has led Žižek to articulate the philosophical differences with 
Hegel. 

Keywords: Žižek, desire, democracy, drive, communism
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The Theories of Kojève and Fessard regarding Authority 
based on its Relations to the Common Good

Reimon SAKAI

　　This article investigates the theories about authority of Alexandre Kojève 
(1902-1968) and Gaston Fessard (1897-1978) who both dealt with political 
philosophy in France before and after joining the Resistance. 
　　After defining authority according to Kojève and Fessard in the first section, I 
clarify the essence of authority, based on their theories, in the second section. Next, 
I discuss what the common good generally means in the third section, and also 
elucidate the meaning of the common good as considered by Fessard, in the fourth 
section. Then in the fifth section, I examine whether there was any idea equivalent 
to the common good in Kojève’s writings. Finally in the sixth section, after 
developing an argument on the relationship between the common good and 
authority, I refer to the concept of the “Universal Common Good”.
　　Kojève and Fessard share the idea of world citizens despite the decisive 
difference between them, namely that one is an atheist and the other a Christian. In 
this way, the characteristics of the arguments proposed by Kojève and Fessard can 
be seen in the fact that they defined the existential mode of the Universal State and 
the “Universal Common Good”, supported by authority. 

Keywords:  Kojève, Fessard, authority, universal common good, Universal and　 
homogenous state
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Laughing Adorno: On the Ambivalence of Serious Mocking

Shuichi NYUYA

　　This paper examines the role of laughter and parody in Adorno’s thought. 
Parody has the characteristic of imitating a subject so closely that it becomes more 
“likely” than the subject itself, naturally, with certain changes. This exaggerated 

performance exposes the violence and logical flaws inherent in the original subject. 
Adorno actively adopts this “mimetic” behavior, which can be compared to the 
strategy unique to assimilated Jews who were forced to behave more German than 
actual Germans. Specifically, criticisms of ideologies such as indigeneity or 
“Eigentlichkeit” (authenticity) can be found through the self-mocking laughter of 

those who perform authenticity. Herein lies the significance of such performance of 
Odysseus depicted in Dialectic of Enlightenment, or of Adorno himself. 
　　Parody, on the other hand, leads to the illusion that one knows more about the 
“real” subject than the subject itself, as is the case with anti-Semites who hate Jews 

but are obsessed with caricatures of them. Adorno not only revealed this dangerous 
ambiguity of parody, but also practiced it himself, perhaps intentionally to a certain 
extent. Therein lies the limits of Adorno’s acting, and of acting itself. Moreover, this 
also provides context for his aversion to the “fake” culture of jazz.

Keywords:  Adorno, laughter, mimesis, Dialectic of Enlightenment, antisemitism
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The Third Society in Hajime TANABE and Iwao KOYAMA

Yoko IWAI

　　The Kyoto School has carried a negative legacy because it was said to have 
promoted the Pacific War.  The purpose of this paper is to review the political 
philosophy of the Kyoto School by focusing on Tönnies’ concepts of Gemeinschaft 
and Gesellschaft.
　　Before the War, Hajime Tanabe argued that ‘the third society’ which sublate 
Gemeinschaft and Gesellschaft would be the nation-state as ‘absolute negative 

synthese’, where conflicting theories, such as individualism and totalism as well as 
capitalism and socialism, were to be unified in a state of dynamic equilibrium.  He 
believed that such an equilibrium state would restrain the capitalism.
　　For Iwao Koyama, ‘the third society’ was Genossenschaft, an organization that 
was supposed to unify the opposing sides of Gemeinschaft and Gesellschaft and to 
harmonize the conflicting elements in a society as peacefully as possible.  Gesellschaft 
has to be transformed into Genossenschaft which would enable the realization of a new 
system that would overcome the capitalism.
　　Although Tanabe and Koyama use different terms, nation-state and 
Genossenschaft, they shared the purpose of correcting harmful effects of capitalist 
Gesellschaft and trying to overcome the crisis.

Keywords:  Hajime TANABE, Iwao KOYAMA , Gemeinschaft, Gesellschaft
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Developing the Democracy for the “Right to Life” in China: 
Shiraki TACHIBANA in the 1920s

Xueni GU

　　Shiraki Tachibana was a journalist on Chinese issues, known as the ideologue 
for Manchukuo. This paper analyzes the development of his theory on democracy 
from the 1920s to the Manchurian Incident and illuminates the relevance of 
Japanese social thought in the 1920s and 1930s.
　　Tachibana was conscious of the failure of the classical liberalism and 
representative politics. He absorbed the discourse of “the right to life” that was 
popular in interwar Japan, and developed his version of democracy based on it. 
During the National Revolution Period in China, he highly appreciated Sun Yat-
sen’s Three Principles of the People, considering it as a gradual “middle course” to 
realize socialism in China. Moreover, inspired by Sun’s theory of the Kingly Way, 
Tachibana developed his own version of it, which was in resemblance to the 
fundamental theory of the “welfare state”, claiming that the legitimacy of 
governance lies on the guarantee of the people’s “right to life”. Later he used the 
very same argument that the legitimacy of the governance lies on the guarantee of 
welfare, to denounce Chiang Kai-shek’s seize of power, and to legitimize the 
foundation of Manchukuo.

Keywords:  the right to life, welfare, democracy, the Kingly Way (Wang Dao)
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“Education for Sustainable Democracy”, and  
“Education against Crisis of Democracy”: 

Rethinking John Dewey’s Conceptions of Democracy and Education

Masaki ISHIDA

　　This paper clarifies the relationship between democracy and education in John 
Dewey’s work by examining the transformation of his concept of democracy.
　　First, this paper focuses on the discussions in Dewey’s Democracy and Education 
(1916) and reveals his characterization of their relationship as “education for 
sustainable democracy.” I will show that Dewey takes the democratization of society 
as self-evident, and positions schooling as a means to maintain and sustain it. I will 
also show that Dewey tried to overcome the social divisions of the time by 
proposing an integration between civic and vocational education.
　　Secondly, I will focus on the transformation of Dewey’s theory of democracy 
in the 1930s and show that it was transformed into an “education against the crisis 
of democracy.” In other words, I argue that Dewey’s democracy turned into a 
“socialist democracy” to fight the Great Depression, on the one hand, and, on the 

other hand, it became more and more a “militant democracy” fighting against 
totalitarianism. This paper clarifies the transformation of Dewey’s concept of 
democracy and education and discusses its possibilities and limitations.

Keywords:  John Dewey, democracy, progressive education, Soviet Russia, socialism
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The Covid-19 Pandemic as a Political Disaster

Tatsushi FUJIHARA

　　The Covid-19 pandemic was not only a medical disaster but also a political 
disaster. In Japan, for example, national leaders made policy decisions seemingly 
without thought or coordination, and people paid the price for this political disaster. 
Moreover, as Adam Tooze and others have pointed out, the neoliberal conditions 
already in place made it difficult for national and local governments to respond 
flexibly to Covid-19. Considering this background, this paper discusses how people 
have been disrupted in daily life, and in hospitals and how, in spite of this, they 
restored order and relationships through constant adjustments. In the analysis, I will
make reference to and compare the history of the Spanish flu, which caused at least 
four million deaths worldwide 100 years ago. In the case of the Spanish flu, the First 
World War caused ordinary people, such as soldiers and medical personnel, to be 
affected by irresponsible political decisions, with makeshifts through unofficial 
coordination.

Keywords: responsibility, Spanish flu, neoliberalism, political disaster
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‘Epidemios’ and the Perception of Community: 
Perspectives on the History of Medicine

Yuriko TANAKA

　　This article is based on a manuscript read at the 2021 Symposium of the 
Society for the History of Social Thought, with additions and revisions made in the 
spring of 2022, where many countries move increasingly toward “the end of the 
Covid-19 pandemic.” The pandemic since 2020 has given us experiences in which 
a sense of discomfort repeatedly arises with questions involving “the difficulty of 
understanding,” that H. Arendt once mentioned. The Covid-19 pandemic took the 
world by surprise, but the way we perceived the surprise was not completely novel: 
the perception that could have turned the death toll of the pandemic into a 
necessary recurrence and just said “sorry, some will die,” as has Brazil’s President J. 
Bolsonaro.
　　In this article we trace some typical examples of the recurrence of panic, 
confusion, or fear, vis-à-vis the spread of the Covid-19 among societies, where the 
tumult often went too far and caused harm and sufferings in its turn. Those 
sufferings, apparently quasi-traditional to the human experience called ‘pandemic,’ 
must be taken very a novel and unexpected one unique to our own time. With 
numerous scientific developments given to us since the last century regarding the 
infectious disease, the “surprise” and suffering we saw this time with Covid-19 must 
be a testimony to the practical impossibility of the new knowledge and 
understanding, that we believe we have acquired.

Keywords:  pandemic, recurrence, knowledge, community



社会思想史研究　No. 46　2022

●　264

At the Interstice between Gifts and Exchange: 
An Investigation on Social Scientific Thinking 

about Blood and Infection

Chikako NAKAYAMA

　　This article investigates the idea around infection in social science, focusing on 
a treatise on blood transfusion by Richard Titmuss, “Gift Relationship” in 1970. 
According to Titumuss, blood had been an important theme for human beings and 
thus for anthropology, but it could be treated in a more scientific way. Around 
1960s, efficient blood supply was of urgent necessity, owing to its serious shortage 
in hospitals. Blood banks with and without profit had been established, and some 
economic theorists extended their research into the area of health and welfare. But 
more fundamentally, it had already been indicated that the idea of welfare to 
exterminate by sanitization the infection as a sign of poverty, parallel to market 
mechanism, had limit and contradiction.
　　Titmuss emphasized the superiority of given blood without profit to that with 
profit. He collected data of blood donors in the UK, USA, and some other 
countries, and analyzed that blood was supplied in many cases by those who 
belonged to lower income class and that the blood supplied without profit was 
much less infected than that supplied with profit. Though his conclusion was 
refuted by Kenneth Arrow who scrutinized it, Titmuss’ elaboration on infection 
through blood transfusion gave considerable influence both on theory and on 
practice.

Keywords:  Titmuss, Arrow, gift, blood transfusion, infection
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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

　

一
般
に
「
学
会
」
の
英
語
表
記
と
し
て

はsociety

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

社
会
思
想
史
学
会
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。

association

やconference
を
用
い
て
い

る
学
会
も
あ
り
、
前
者
は
「
結
社
」
、
後

者
は
「
協
議
」
の
含
意
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

society

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
こ
に
「
社

交
」
の
含
意
を
見
て
取
る
の
も
そ
れ
ほ
ど

見
当
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
「
社
交
」
は
思
い
の
ほ
か
難

し
い
。
一
方
で
何
ら
か
の
求
心
力
が
な
け

れ
ば
、
都
市
の
雑
踏
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
と
は
い
え
、
Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の

い
うcouncil

（
評
議
会
）
の
よ
う
な
高
い

凝
集
力
を
学
会
に
期
待
す
る
の
も
、
さ
す

が
に
現
実
的
と
は
い
え
な
い
。
要
す
る
に

「
付
か
ず
離
れ
ず
」
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ

の
塩
梅
が
な
か
な
か
難
し
い
。
文
字
通
り

「
社
会
」
の
縮
図
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
年
に
一
度
開
か
れ
る

年
次
大
会
の
役
割
は
や
は
り
小
さ
く
な
い
。

報
告
内
容
そ
の
も
の
は
文
字
資
料
で
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
集
ま

る
の
は
、
そ
の
時
間
と
空
間
そ
れ
自
体
を

求
心
力
と
す
る
「
社
交
」
の
場
を
求
め
て

の
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
こ
れ
こ
そ
が

ア
ー
レ
ン
ト
の
い
う
「
現
わ
れ
」
の
空
間

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

大
会
開
催
が
続
く
な
か
で
、
対
面
開
催
を

待
ち
望
む
声
が
根
強
く
あ
る
の
も
頷
け
る
。

　

そ
れ
で
は
、
学
会
誌
の
役
割
は
ど
う
か
。

大
会
が
年
に
一
度
の
「
活
動
」
な
の
だ
と

す
れ
ば
、
年
報
こ
そ
が
学
会
の
求
心
力
の

核
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
社
会

思
想
史
研
究
の
現
在
を
知
る
に
は
、
本
誌

が
最
良
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
間
違
い

な
い
。
論
考
間
の
「
付
か
ず
離
れ
ず
」
の

距
離
感
に
「
社
会
思
想
史
」
の
拡
が
り
を

読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

（
編
集
主
任　

上
野
成
利
）
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ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
経
済 

二
八
六
〇
円

山
田
鋭
夫　
「
ゆ
た
か
な
生
（
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
）
」
を
め
ざ
し
て
！

戦
争
と
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム 

五
二
八
〇
円

【
戦
間
期
日
本
の
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
】

竹
村
民
郎　

太
平
洋
戦
争
は
、
な
ぜ
敗
北
に
到
っ
た
の
か
？

「
ハ
イ
テ
ク
専
制
」国
家
・
中
国 

二
四
二
〇
円

【
内
側
か
ら
の
警
告
】�

王
力
雄
＋

王
柯

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
Ｓ
Ｆ
『
セ
レ
モ
ニ
ー
』
に
接
近
し
つ
つ

あ
る
中
国
の
「
今
」
を
激
論
し
た
往
復
書
簡
。

旅
館
お
か
み
の
誕
生 

四
一
八
〇
円

後
藤
知
美　

民
俗
学
・
観
光
学
・
女
性
学
を
横
断
す
る
野
心
作
。

別
冊『
環
』�　

高
群
逸
枝 1894-1964

 

三
五
二
〇
円

【
女
性
史
の
開
拓
者
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
】�

芹
沢
俊
介�

服
藤
早
苗�

山
下
悦
子�

編

詩
人
に
し
て
女
性
史
の
パ
イ
オ
ニ

ア
、
高
群
逸
枝
の
全
貌
を
描
く
！

地
中
海
と
人
間
（
全
２
分
冊
） 

各
四
八
四
〇
円

【
原
始
・
古
代
か
ら
現
代
ま
で
】　
「
海
に
お
け
る
人
間
の
歴
史
」の
決
定
版
！

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ア
ブ
ラ
フ
ィ
ア 

�

高
山
博�
監
訳　

佐
藤
昇
・
藤
崎
衛
・
田
瀬
望�

訳�

カ
ラ
ー
口
絵
計
32
頁

既 刊

見
え
な
い
も
の
を
見
る
力

【「
潜
在
自
然
植
生
」
の
思
想
と
実
践
】�

二
八
六
〇
円

宮
脇 

昭　
〝
い
の
ち
の
森
づ
く
り
〞に
生
涯
を
賭
け
る
宮
脇
昭
の
エ
ッ
セ
ン
ス
！

　

 〝
宮
脇
メ
ソ
ッ
ド
〟の
森
づ
く
り
を
世
界
に
！

九
千
年
の
森
を
つ
く
ろ
う
！

【
日
本
か
ら
世
界
へ
】　

宮
脇
方
式
の
森
を
発
展
さ
せ
る
会�
編

植
物
生
態
学
者
で
森
づ
く
り
の
パ
イ
オ
ニ
ア
、
宮

脇
昭
さ
ん
（
一
九
二
八
―
二
〇
二
一
）
。
土
地
に

し
っ
か
り
根
づ
い
た
、
管
理
不
要
の
、
本
物
の
森

を
つ
く
る
〝
宮
脇
メ
ソ
ッ
ド
〞
の
森
づ
く
り
！ 

 
 

六
八
二
〇
円

　

 

現
代
の「
世
界
史
」が
生
ま
れ
る
瞬
間
の
記
録
！

パ
リ
日
記【

特
派
員
が
見
た�

　

現
代
史
記
録1990-2021

】�（
全
５
巻
）

山
口
昌
子　

ボ
ー
ン
・
上
田
記
念
国
際
記
者
賞
受
賞
の
女
性
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
は
「
世
界
」
を
ど
う
見
て
き
た
の
か
。
政
治
・
外
交
・
経
済
か
ら

文
化
・
生
活
ま
で
全
て
カ
バ
ー
す
る
特
派
員
な
ら
で
は
の
、
ミ
ク
ロ
と
マ

ク
ロ
が
交
錯
す
る
生
々
し
い
現
代
史
ク
ロ
ニ
ク
ル
！ 

各
五
二
八
〇
円

　

 

ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
時
代 1

9
9
0.5

-
1
9
9
5.4

　

 

シ
ラ
ク
の
時
代
1 

1
9
9
5.5

-
2
0
0
2.5

　

 

シ
ラ
ク
の
時
代
2 

2
0
0
2.5

-
2
0
0
7.4

　

 

サ
ル
コ
ジ
の
時
代 

2
0
0
7.5

-
2
0
1
1.9

　

 

オ
ラ
ン
ド
、
マ
ク
ロ
ン
の
時
代 

 
 

2
0
1
1.1

0
-
2
0
2
1.5

 

＊
白
抜
き
数
字
は
既
刊

ⅠⅡⅢ

ⅣⅤ

好 評

世
界
の
多
様
性
【
家
族
構
造
と
近
代
性
】�

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド　

荻
野
文
隆�

訳 

五
〇
六
〇
円

13
刷

好評新刊


