
講

演

公
共
哲
学
と
は
何
か

活
私
開
公
の
思
想

山

脇

直

司

ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
山
脇
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
こ
の
よ
う
な
会
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
大
変

光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
お
話
す
る
テ
ー
マ
は
「
公
共
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
手
元
に
あ
る

レ
ジ
ュ
メ
に
沿
い
ま
し
て
、
黒
板
を
使
い
な
が
ら
、
現
在
進
行
中
の
新
し
い
学
問
、
し
か
し
全
く
新
し
い
か
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
く
、
西
洋
で
あ
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
ア
ジ
ア
で
あ
れ
ば
儒
教
の
伝
統
、
そ
う
い
っ
た
知
の
伝
統

と
マ
ッ
チ
し
合
う
よ
う
な
、
二
十
一
世
紀
版
の
学
問
と
し
て
の
公
共
哲
学
と
は
何
か
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
で
副
題
に
見
慣
れ
な
い
「
活
私
開
公
」（
か
っ
し
か
い
こ
う
）
と
い
う
漢
字
が
四
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
私
の
友
人
で
金
泰
昌
と
い
う
韓
国
人
の
方
が
最
初
に
使
わ
れ
、
私
も
こ
れ
を
多
用
し
て
い
る
概
念
で
す
。
私
た
ち

一
人
一
人
を
エ
ン
パ
ワ
ー
し
、
勇
気
づ
け
な
が
ら
、
活
か
し
な
が
ら
公
共
性
と
い
う
も
の
を
開
い
て
い
く
、
そ
う
い
う

意
味
で
皆
様
に
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
漢
字
で
す
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
二
つ
の
言
葉
と
の
対
比
で
用
い
て
お
り
ま
す
。
一
つ
は
み
な
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
「
滅
私
奉
公
」

と
い
う
言
葉
が
日
本
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
ち
い
ち
ご
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
す
が
、
私
を
犠
牲
に
し
な
が

ら
、
公
の
た
め
、
あ
る
い
は
国
家
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
の
「
公
」
と
い
う
の
は
必
ず
し
も



国
家
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
会
社
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
組
織
も
含
め
て
、
組
織
の
た
め
に
自
分
を
殺
し
て
犠
牲

に
な
る
と
い
う
考
え
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
自
爆
テ
ロ
の
論
理
ま
で
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
滅
私
奉
公
と
対
比
的
な
意
味
で
、
活
私
開
公
を
ま
ず
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、「
滅
公
奉
私
（
め
っ
こ
う
ほ
う
し
）」
と
い
う
言
葉
と
の
対
比
で
す
。
こ
れ
は
あ
ま
り
聞
き
慣

れ
な
い
言
葉
で
す
け
れ
ど
、
最
初
に
日
高
六
郎
と
い
う
東
大
の
新
聞
研
究
所
に
お
ら
れ
た
先
生
が
、
一
九
八
〇
年
に
、

岩
波
新
書
『
戦
後
思
想
を
考
え
る
』
の
中
で
使
っ
た
の
が
最
初
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
公
共
的

な
こ
と
は
考
え
ず
、
自
分
さ
え
幸
せ
で
あ
れ
ば
い
い
、
と
い
う
私
生
活
中
心
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
意
味
し
ま
す
。
自

分
の
身
内
以
外
の
他
人
は
、
自
分
に
と
っ
て
ど
う
で
も
い
い
し
、
公
共
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な

い
、
そ
う
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
指
し
ま
す
。
昔
、
流
行
っ
た
佐
良
直
美
さ
ん
の
歌
に
、「
世
界
は
二
人
の
た
め
に
」

と
歌
が
あ
り
ま
し
た
が
、
当
時
の
福
田
幹
事
長
が
、「
二
人
は
世
界
の
た
め
と
考
え
な
け
れ
ば
だ
め
だ
」
と
批
判
し
た

そ
う
で
す
が
、
前
者
は
滅
公
奉
私
、
後
者
が
滅
私
奉
公
の
典
型
で
、
ど
ち
ら
も
極
端
な
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

二
つ
と
は
反
対
に
、「
活
私
開
公
」
と
は
、
逆
に
一
人
一
人
を
活
か
し
な
が
ら
、
人
格
と
し
て
活
か
し
な
が
ら
、
活
性

化
さ
せ
な
が
ら
、
人
々
の
公
共
性
と
い
う
も
の
を
開
花
さ
せ
て
、
そ
し
て
政
府
と
い
う
も
の
も
、
で
き
る
だ
け
開
い
た

も
の
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
詳
し
く
お
話
す
る
こ
と
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、「
活
私
開
公
」
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
そ
う
い
う
意
味
だ
と
い
う
こ
と
を
頭
の
中
に
お
い
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

一
、
公
共
哲
学
の
現
状

公
共
哲
学
の
現
状
に
つ
い
て
で
す
が
、
詳
し
く
は
東
京
大
学
出
版
会
か
ら
出
て
い
る
『
Ｕ
Ｐ
』
の
二
〇
〇
六
年
八
月

号
に
書
い
た
「
公
共
哲
学
の
現
状
と
将
来
」
と
い
う
短
い
論
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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さ
て
「
公
共
哲
学
」
に
つ
い
て
、『
イ
ミ
ダ
ス
』
と
か
『
現
代
用
語
の
基
礎
知
識
』
な
ど
に
は
全
く
書
か
れ
て
お
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
グ
ー
グ
ル
な
ど
で
検
索
す
る
と
か
な
り
の
項
目
が
出
て
き
ま
す
。
中
国
語
の
サ

イ
ト
で
も
か
な
り
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
色
々
な
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
ミ
ニ
マ
ム
な

定
義
を
、「
政
治
と
か
経
済
と
か
、
そ
の
他
の
社
会
現
象
を
公
共
性
と
い
う
観
点
か
ら
色
々
考
え
、
議
論
す
る
学
問
」

と
し
て
い
ま
す
。

東
京
大
学
出
版
会
か
ら
『
公
共
哲
学
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
今
の
と
こ
ろ
全
二
十
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
二
十
巻
の
う
ち
十
巻
ま
で
は
北
京
大
学
出
版
会
か
ら
翻
訳
で
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
、
そ
の
翻
訳
作
業
が
進
ん
で
お
り

ま
す
。
私
が
ち
く
ま
新
書
で
『
公
共
哲
学
と
は
何
か
』
と
い
う
本
を
、
こ
の
十
巻
が
出
た
後
の
、
二
〇
〇
四
年
五
月
に

出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
論
じ
ら
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
を
自
分
な
り
の
観
点
か
ら
発
展
さ
せ
た
本
で
す
。
こ
の
公

共
哲
学
シ
リ
ー
ズ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
議
論
し
て
い
ま
す
。
公
共
哲
学
は
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
思
想

運
動
で
は
な
く
て
、
色
々
な
観
点
か
ら
公
共
性
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
、
論
争
や
討
議

を
通
し
て
考
え
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
講
座
と
い
う
も
の
と
は
違
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
テ

ー
マ
も
、
政
治
、
経
済
、
思
想
史
、
環
境
、
科
学
技
術
、
自
治
、
法
律
、
都
市
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
芸
能
、
医
療
、

宗
教
、
組
織
、
知
識
人
、
世
代
間
継
承
な
ど
様
々
な
分
野
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。

公
共
哲
学
の
シ
リ
ー
ズ
が
全
二
十
巻
ま
で
出
た
と
い
う
こ
と
と
か
、
入
門
書
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
現
状

と
し
て
、
千
葉
大
学
の
法
経
学
部
と
か
、
早
稲
田
の
政
経
と
か
、
学
習
院
の
法
学
部
と
か
、
法
政
の
法
学
部
と
か
、
中

央
の
公
共
政
策
大
学
院
と
か
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
先
生
に
よ
っ
て
教
え
る
内
容
が
多
少
変
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
公

共
哲
学
の
科
目
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
タ
コ
ツ
ボ
化
さ
れ
た
、
大
学
の
学
問
状
況
を
な
ん
と
か
突
破
し

て
、
特
に
政
治
と
経
済
と
哲
学
を
必
修
と
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
あ
り
方
を
公
共
哲
学
は
め
ざ

し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
日
本
社
会
は
良
く
な
る
と
思
う
の
で
す
。
日
本
社
会
は
い

ろ
ん
な
意
味
で
行
き
詰
ま
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
。
公
共
哲
学
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
、
か
つ
て
は
一
緒
に
論
じ
ら
れ

公共哲学とは何か



た
よ
う
な
、
社
会
研
究
と
哲
学
、
政
策
と
理
念
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
よ
う
な
新
し
い
学
問
運
動
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

公
共
哲
学
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
背
景
と
し
て
は
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
の
中
頃
あ
た
り
か
ら
、
日
本

で
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
か
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
っ
た
非
政
府
組
織
や
民
間
非
営
利
組
織
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
ど
ん
ど
ん
つ
く
ら
れ
て

発
展
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
社
会
的
背
景
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
、「
政
府
や
官

の
公
」（
英
語
で
言
う
とo

fficia
l

と
かg

o
v
ern

m
en
ta
l

と
か
に
相
当
し
ま
す
が
）
と
は
違
う
意
味
の
「
人
々
な
い

し
民
の
公
共
」（p

u
b
lic co

m
m
o
n o
f p
eo
p
le

）
と
い
っ
た
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
。
つ
ま
り
「
官
か
民
か
」
だ
け
で

は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
「
人
々
（
民
）
の
公
共
」
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
「
公
共
的
な
組
織
」
と
い
う
の
を
ど
う
考

え
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
学
問
的
に
い
ろ
ん
な
分
野
を
横
断
す
る
仕
方
で
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
知
の
関

心
が
、
公
共
哲
学
を
後
押
し
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

公
共
性
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
も
同
じ
『
広
辞
苑
』
で
微
妙
に
変
化
し
て
お
り
ま
す
。
今
、
電
子
辞
書
に
は
『
広

辞
苑
』
の
第
五
版
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
公
共
と
は
「
広
く
社
会
に
利
害
や
正
義
を
有
す
る
性
質
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
第
四
版
に
は
「
正
義
」
と
い
う
言
葉
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、「
公
共

性
」
の
言
葉
の
定
義
も
時
と
と
も
に
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
す
。
曖
昧
な
ま
ま
使
わ
れ
が
ち
な
言
葉
で
す
け
れ
ど

も
、
少
な
く
と
も
「
公
開
性
」
と
か
「
公
平
性
」
と
か
「
公
正
性
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
兼
ね
備
え
た
言
葉
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
す
。

さ
ら
に
、
英
語
で
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
す
。
皆
さ
ん
ご
存
知
の
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
と
い

う
と
ア
メ
リ
カ
で
は
公
立
の
学
校
を
指
す
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
名
門
私
立
学
校
を
意
味
し
ま
す
。

英
英
辞
典
で
調
べ
ま
す
と
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
（p

u
b
lic

）
に
は
三
つ
く
ら
い
の
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
番
目
に

は
、n

o
t h

id
d
en

、「
公
開
の
」、「
オ
ー
プ
ン
」
と
い
う
意
味
で
す
。
二
番
目
にg

o
v
ern

m
en
ta
l

、「
政
府
の
」
と
い

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
特
に
経
済
学
でp

u
b
lic

と
い
う
と
か
な
り
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。p

u
b
lic secto

r

（
公
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共
部
門
）
と
かp

u
b
lic p

o
licy

（
公
共
政
策
）
と
か
い
う
場
合
は
、
政
府
が
担
当
す
る
部
門
や
政
策
を
意
味
す
る
こ

と
が
多
い
で
す
し
、p

u
b
lic eco

n
o
m
ics

（
公
共
経
済
学
）
と
い
う
学
問
は
、
政
府
が
市
場
の
不
備
を
補
う
よ
う
な
経

済
学
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
三
番
目
はo

rd
in
a
ry
 
p
eo
p
le

と
か
、fo

r a
n
y
o
n
e

、「
普
通
の

人
々
の
」、
あ
る
い
は
「
人
々
に
関
わ
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
す
。p
u
b
lic p

h
ilo
so
p
h
y

で
い
うp

u
b
lic

は
ま
さ
に

こ
の
意
味
で
「
誰
に
と
っ
て
も
開
か
れ
た
」
哲
学
と
い
う
意
味
で
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
英

語
で
も
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
つ
き
つ
め
て
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト

に
応
じ
て
解
釈
し
た
り
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
日
本
語
で
公
共
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
でp

u
b
lic co

m
m
o
n

と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

由
来
か
ら
言
え
ば
、p

u
b
lic p

h
ilo
so
p
h
y

と
い
う
言
葉
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
広
く
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ウ
ォ
ル
タ

ー
・
リ
ッ
プ
マ
ン
と
か
ロ
バ
ー
ト
・
べ
ラ
ー
と
か
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
と
か
、
最
近
で
は
マ
ー
サ

ヌ
ス
バ
ウ
ム
と

か
、
そ
う
い
っ
た
人
達
がp

u
b
lic p

h
ilo
so
p
h
y

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
人
々

が
主
体
と
な
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
問
、
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

二
、
公
共
哲
学
の
社
会
観

公
（
政
府
や
官
）・
公
共
・
私

公
共
哲
学
の
社
会
観
」
と
い
っ
た
場
合
、
日
本
の
「
公
」
と
い
う
の
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
場

合
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
公
」（
お
お
や
け
）
は
、
公
家
社
会
と
か
天
皇
家
と
か
の
関
連
で
使
わ
れ
て
き
た
経
緯
が

あ
り
ま
す
。
日
本
政
治
思
想
史
が
ご
専
門
の
渡
辺
浩
と
い
う
東
京
大
学
の
先
生
が
、
公
共
哲
学
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
巻
の

『
公
と
私
の
思
想
史
』
の
中
に
収
め
ら
れ
た
論
文
で
色
々
分
析
さ
れ
、「
公
は
元
来
お
上
を
指
す
日
本
語
だ
」
と
い
う
考

え
方
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
、「
公
」
で
は
な
く
、「
公
共
」
と
い
う
日
本
語
を
英
語
のp

u
b
-

lic

に
当
て
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
「
公
」
と
い
う
言
葉
でp

u
b
lic

を
指
す
人
も

公共哲学とは何か



お
り
、
人
に
よ
っ
て
様
々
な
使
い
方
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
そ
う
い
っ
た
多
様
な
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
もth

e g
o
v
ern

m
en
ta
l

と
かth

e o
fficia

l

、
そ
う
い
っ
た
意
味
の
「
公
」
と
は
違
う
と

い
う
意
味
で
、「
人
々
な
い
し
民
の
公
共
」th

e p
u
b
lic co

m
m
o
n o
f p
eo
p
le

と
い
う
言
葉
を
私
と
し
て
は
使
い
た
い

と
思
い
ま
す
。「
民
の
公
共
」
は
霞
ヶ
関
の
官
僚
が
担
う
公
共
と
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
政
治
の
担
い
手
が
民
や

人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
や
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
私
領
域
、
あ
る
い
は
営
利
企
業
的
パ

ー
ソ
ナ
ル
な
領
域
と
も
違
う
、
そ
れ
ら
の
中
間
と
し
て
の
公
共
領
域
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う

考
え
た
方
が
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
社
会
の
こ
と
も
よ
く
理
解
で
き
る
し
、
社
会
倫
理
の
こ
と
も
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
つ
、
私
は
色
々
実
験
的
に
思
考
し
て
い
る
次
第
で
す
。

と
こ
ろ
で
、「
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
のg

o
v
ern

m
en
t o
f th

e p
eo
p
le,b

y
 

th
e p

eo
p
le,

fo
r th

e p
eo
p
le

、「
人
々
に
よ
る
人
々
の
た
め
の
人
々
の
政
治
」、
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も

多
い
の
で
す
が
、
公
共
哲
学
に
と
っ
て
そ
れ
は
、「
人
々
に
よ
っ
て
政
府
や
官
僚
の
活
動
を
正
当
化
し
た
り
批
判
し
た

り
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
で
す
か
ら
結
局
日
本
国
憲
法
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
人
々
が
政
治
の
担
い
手
だ
と

公
共
哲
学
は
考
え
ま
す
。
例
え
ば
世
論
、
選
挙
、
税
金
を
ど
う
使
っ
て
い
る
か
の
監
視
な
ど
が
「
民
に
よ
る
公
共
」
の

実
践
例
で
す
。
つ
ま
り
お
上
と
し
て
の
政
府
や
官
の
命
令
に
従
う
羊
で
は
な
く
て
、
常
に
政
府
や
官
が
ど
の
よ
う
に
行

動
し
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
主
体
に
な
る
こ
と
が
、「
民
の
公
共
」
の
実
践
で
す
。

こ
れ
は
正
当
性
（leg

itim
a
cy

）
と
い
う
事
柄
に
関
わ
り
ま
す
。
政
府
や
官
の
行
動
の
正
当
性
が
、
民
の
公
共
活

動
、
つ
ま
り
市
民
で
あ
る
と
か
国
民
で
あ
る
と
か
住
民
の
公
共
活
動
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
大
切
さ
を

公
共
哲
学
は
強
調
し
ま
す
。
例
え
ば
、
人
々
が
税
金
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
と
、
官
僚
は
逆

に
、
税
金
を
預
か
っ
て
、
人
々
の
た
め
に
活
動
す
る
ん
だ
、
そ
の
プ
ロ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
自
覚
が
生
ま
れ
ま
す
。

従
来
の
公
私
二
元
論
に
代
わ
り
、「
政
府
や
官
の
公
」、「
民
の
公
共
」、「
私
的
領
域
」
の
三
元
論
の
視
座
に
よ
っ
て
社

会
の
あ
り
方
を
考
察
・
論
考
す
る
こ
と
の
強
み
が
こ
こ
で
十
分
発
揮
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
経
済
に
関
し
て
い
え
ば
、
消
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費
者
主
権
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
ま
で
言
え
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
企
業
も
、
欠
陥
あ
る
商
品
を
作
れ
ば
そ

れ
が
売
れ
な
く
な
る
と
い
う
形
で
、
人
々
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
公
共
哲
学
は
訴
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、

「
政
府
や
官
の
公
」、「
人
々
な
い
し
民
の
公
共
」、「
私
的
領
域
」
の
三
つ
の
う
ち
の
「
民
の
公
共
」
と
い
う
の
が
、
少

な
く
と
も
政
府
や
お
上
、
官
の
あ
り
方
、
そ
し
て
企
業
の
あ
り
方
、
そ
れ
ら
を
最
終
的
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
あ
る
い

は
正
当
化
し
た
り
す
る
よ
う
な
社
会
観
を
公
共
哲
学
は
打
ち
出
す
の
で
す
。

次
に
、「
政
府
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
が
最
近
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」

と
は
説
明
責
任
を
意
味
し
ま
す
。
政
府
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
税
金
を
使
っ
て
い
る
か
な
ど
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
公
務
員
はp

u
b
lic serv

a
n
t

と
訳
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、p

u
b
lic o

fficia
l

と
い
う
訳

が
一
般
的
で
し
ょ
う
。p

u
b
lic o

fficia
l

の
媒
介
者
と
し
て
、
自
分
達
は
人
々
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う

新
し
い
公
務
員
の
モ
ラ
ル
も
三
元
論
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
打
ち
出
せ
ま
す
。
実
際
霞
ヶ
関
の
官
僚
が
そ
こ
ま
で
自
覚
す

る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
地
方
の
公
務
員
の
方
々
は
仕
事
の
や
り
が
い
の
た
め
に
も
、
特
に
そ
う
い
う

モ
ラ
ル
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
私
が
言
い
た
い
の
は
「
官
か
ら
民
へ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
「
政
府
か
市
場
か
」
と
い
う
二
者
択
一
だ
け

で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
よ
う
な
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
市
民
社
会
の
公
共
的
次
元
、
そ
し
て
私
企
業
で
す
ら
持
っ
て
い

る
種
々
の
公
共
的
な
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
と
い
う
こ
と
が
広
ま
り

始
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
私
企
業
の
公
共
的
次
元
の
典
型
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
国
営
放
送
で
は
な
く
て
公
共
放
送
で
す
。
ち
ょ
う
ど
公
共
放
送
の
「
公
共
」
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
が
、
今
こ
そ
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
国
営
放
送
で
は
な
く
、
政
府
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平

壌
放
送
み
た
い
な
機
関
で
は
全
く
な
い
の
で
す
。
し
か
し
ま
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
民
間
放
送
で
も
な
い
の
で
す
。
民
間
放
送
も

や
は
り
広
い
意
味
で
の
公
共
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
民
放
は
ス
ポ
ン
サ
ー
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
番
組

の
目
的
は
や
っ
ぱ
り
視
聴
率
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
至
上
命
題
で
す
。
ス
ポ
ン
サ
ー
は
視
聴
率
が
低
い
と
つ

公共哲学とは何か



か
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
民
間
放
送
は
や
は
り
興
味
本
位
の
娯
楽
番
組
に
走
り
が
ち
な
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
対
し
て
公
共
放
送
と
い
う
の
は
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
も
そ
う
で
す
が
、
国
家
と
は
距
離
を
保
ち
な
が
ら
本
当
の
質
の
高
い
公

共
性
を
保
つ
こ
と
、
例
え
ば
、
人
々
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
が
参
加
し
な
が
ら
番
組
を
作
る
と
い

う
よ
う
な
使
命
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
政
府
や
官
の
公
と
し
て
の
国
営
放
送
」、「
民
の
公
共
と
し
て

の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
」、「
私
的
領
域
と
し
て
の
民
間
放
送
」
と
い
う
三
元
論
の
重
要
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
非
常
に
哲
学
的
な
問
題
に
な
り
ま
す
が
、「
記
憶
」、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
メ
モ
リ
ー
」
は
、
今
、
本
当
に
深

刻
な
問
題
で
す
。「
記
憶
」
に
は
、
三
つ
の
次
元
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
メ
モ
リ
ー
（
私
的
記
憶
）」

と
い
う
の
は
、
個
人
的
な
体
験
の
記
憶
で
す
。
こ
れ
はh

etero
g
en
o
u
s

（
異
種
混
交
）
と
い
う
か
、
雑
多
な
も
の
で

す
。次

に
、「
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
メ
モ
リ
ー
」。
こ
れ
は
政
府
の
公
式
見
解
に
基
づ
い
た
公
式
記
憶
で
す
。
過
去
の
問
題
と

か
戦
争
の
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
公
式
見
解
は
そ
の
典
型
で
す
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
「
民
の
公
共
的
記
憶
」「
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
メ
モ
リ
ー
」
が
対
置
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
の
は
人
々
が
共
有
（
シ
ェ
ア
ー
）
し
あ
え
る

が
、
全
くh

o
m
o
g
en
o
u
s

（
均
質
）
で
は
な
い
「
開
か
れ
た
記
憶
」
を
意
味
し
ま
す
。
同
じ
戦
争
で
も
色
々
な
経
験
を

し
た
方
が
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
人
々
が
ど
う
考
え
て
い
く
か
が
こ
こ
で
は
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
テ
ー

マ
を
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
大
変
な
大
き
な
問
題
（
イ
シ
ュ
ー
）
に
な
り
ま
す
。
直
接
経
験
し
た
世
代
と
経
験
し
て

な
い
世
代
間
の
違
い
も
当
然
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
難
し
い
の
は
、「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
メ
モ
リ
ー
（
国
家
や
国
民
を
超
え
た
公
共
の
記

憶
）」
で
す
。
こ
れ
は
今
の
日
中
関
係
の
ぎ
く
し
ゃ
く
を
見
て
も
わ
か
り
ま
す
。
私
は
昨
年
に
九
段
高
校
で
二
度
講
演

す
る
機
会
が
あ
り
、
帰
る
際
に
靖
国
神
社
へ
立
ち
寄
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
パ
ー
ル
判
事
の
碑
が
で
き
て
い
る
こ
と

に
驚
き
ま
し
た
。
で
き
て
ま
だ
一
週
間
ぐ
ら
い
、
去
年
の
六
月
の
終
わ
り
頃
で
し
た
。
パ
ー
ル
判
事
は
、
東
京
裁
判
を

認
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
称
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
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そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
も
経
た
な
い
七
月
に
中
国
へ
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
盧
溝
橋
に
行
っ
て
み
た
ら
、
垂
れ
幕
に

「
抗
日
勝
利
六
十
周
年
」
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
小
学
生
が
い
っ
ぱ
い
来
て
い
て
、
人
形
の
日
本
兵
を
バ

ン
パ
ン
撃
つ
よ
う
な
仕
草
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
う
し
た
ら
日
本
語
が
わ
か
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
、「
日
本
政
府
は
だ

め
、
日
本
人
民
は
い
い
」
と
話
し
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
ど
こ
か
で
こ
れ
は
聞
い
た
セ
リ
フ
で
す
。
し
か
し
公
共
哲
学
的

に
見
る
と
、
何
も
左
翼
史
観
を
採
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
は
そ
う
だ
な
と
、
ち
ょ
っ
と
や
る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
次

第
で
す
。
Ａ
級
戦
犯
の
人
達
の
写
真
が
展
示
し
て
あ
り
、
最
後
の
部
屋
で
は
周
恩
来
と
田
中
角
栄
が
挨
拶
し
て
い
る
写

真
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
救
わ
れ
た
と
思
っ
た
の
は
胡
錦
濤
と
小
泉
さ
ん
が
握
手
し
て
い
る
写
真
も
展
示
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
日
中
共
同
の
未
来
を
開
こ
う
と
い
う
形
で
展
示
が
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
多
少
気
持
ち
が
軽

く
な
り
ま
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
メ
モ
リ
ー
と
し
て
、
八
月
に
日
本
で
行
う
行
事
が
三
つ
あ
り
ま
す
。
八
月
六
日
と
八
月
九
日
と
、
そ

れ
か
ら
八
月
十
五
日
。
そ
れ
を
ど
う
記
憶
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
人
々
に
自
由
が
あ
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で

す
。
だ
か
ら
顕
彰
で
は
な
く
、
追
悼
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
か
は
、「
人
々
な

い
し
民
の
公
共
」
の
課
題
で
す
。

さ
ら
に
、
世
界
史
に
視
点
を
移
す
と
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
経
験
か
ら
、
十
字
軍
の
経
験
ま
で
、
様
々
な
記
憶
の

問
題
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
十
字
軍
は
イ
ス
ラ
ム
諸
国
で
は
、
ひ
と
つ
の
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
出
来
事

で
す
。
そ
う
い
う
風
に
考
え
て
い
く
と
、
人
類
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
メ
モ
リ
ー
と
は
何
か
と
い
う
壮
大
な
テ
ー
マ
に
突
き

当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
「
公
教
育
」
と
い
う
言
葉
も
私
に
は
曖
昧
な
言
葉
に
思
え
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
に
教
育
委

員
会
の
通
達
で
な
さ
れ
る
よ
う
な
公
教
育
を
私
は
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
び
た
く
あ
り
ま
せ

ん
。
戦
後
の
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
、
教
育
委
員
会
も
任
命
制
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
委
員
会
の
方
針
が
知
事
が
変

わ
る
た
び
に
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
っ
て
い
た
の
で
は
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
通
達
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま

公共哲学とは何か



さ
に
お
上
言
語
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
、
本
当
の
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
の
は
、
教
育
現
場

の
中
で
生
徒
や
先
生
が
創
り
出
し
て
い
く
よ
う
な
教
育
や
、
喧
嘩
の
仕
方
か
ら
教
え
る
よ
う
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

（
市
民
性
）
の
教
育
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
教
育
行
政
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
公
共
教
育
が
成
り
立
つ
の

で
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
ち
く
ま
新
書
を
出
し
た
時
に
、
最
初
に
講
演
を
頼
ま
れ
た
の
は
税
制
調
査
会
で
し
た
。
お
上
と
い

う
か
エ
リ
ー
ト
官
僚
が
、「
市
民
社
会
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
で
は
左
翼
用
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
た
め
ア
レ
ル
ギ

ー
に
な
る
人
が
多
い
の
で
、
そ
れ
と
は
違
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
市
民
社
会
に
つ
い
て
語
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
で
し

た
。
そ
の
次
に
経
済
産
業
省
か
ら
、「
官
か
ら
民
へ
」
に
つ
い
て
公
共
哲
学
的
観
点
か
ら
ス
ピ
ー
チ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
現
在
は
経
済
産
業
省
の
基
本
政
策
部
会
の
審
議
会
委
員
に
も
さ
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
官
僚
は
行
政

の
存
在
理
由
を
再
考
す
る
よ
う
な
公
共
哲
学
を
望
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
宗
教
と
の
関
連
で
も
三
元
論
的
視
点
は
重
要
と
思
い
ま
す
。
政
教
分
離
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
で
は

sep
a
ra
tio
n b

etw
een relig

io
n a

n
d sta

te

で
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
政
府
の
分
離
で
あ
っ
て
、
宗
教
と
政
治
の
分

離
で
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
「
宗
教
の
公
共
的
次
元
」
を
考
え
る
時
に
、
宗
教
間
対
話
と
い
う
の
は
現
在
の
世
界
情
勢
で
は
、
極
め
て
重

要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
公
共
性
と
い
う
形
で
、
文
明
の
衝
突
と
違
う
よ
う
な
未
来
の
方
向
を
、
ど
う
考
え
る
か
。
自
分

達
が
絶
対
正
し
く
て
相
手
を
折
伏
す
る
と
い
う
よ
う
な
原
理
主
義
的
態
度
で
は
対
話
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
か
つ

て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
み
ら
れ
た
間
違
い
で
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
宗
教
の
公
共
的
次

元
」
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
考
え
る
際
、

異
質
な
宗
教
の
相
互
承
認
」
と
同
時
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
公
共
善
へ

の
協
働
」
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
二
〇
〇
五
年
三
月
に
品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た

「
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
第
十
九
回
世
界
大
会
」
で
発
表
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
一
冊
の
本
に
な
っ
て
出
て
お
り
ま

す
。『
現
代
世
界
と
宗
教
の
課
題
』（
蒼
天
社
出
版
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
で
す
。
も
し
時
間
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
お
読
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み
く
だ
さ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
意
味
で
「
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
も
の
」
と
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
も
の
」
と
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も

の
」
を
分
け
て
考
え
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
相
互
作
用
を
考
え
て
、
宗
教
と
か
教
育
と
か
社
会
の
あ

り
方
と
か
経
済
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
と
い
う
の
が
公
共
哲
学
で
す
。

三
、
公
共
哲
学
の
人
間
観

活
私
開
公
の
理
念

い
よ
い
よ
今
日
の
講
演
の
大
き
な
テ
ー
マ
、「
活
私
開
公
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

英
語
でp

u
b
licn

ess

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
ネ
ス
）
と
い
う
言
葉
は
ふ
つ
う
の
辞
書
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
と
い
う
哲
学
者
は
『
人
間
の
条
件
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
の
中
で
、
こ
の
言
葉
を
独
自
に
定
義
し
て
い
ま
す
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
体
系
的
な
思
想
家
と
い
う
よ
り
は
、
現
代
社
会
の
色
々
な
危
機
に
直
面
し
て
考
え
て
い
く
と
い
う
タ

イ
プ
の
思
想
家
で
し
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
影
響
が
強
い
の
で
、
実
存
主
義
に
近
い
立
場
で
す
。
た
だ

彼
女
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
違
っ
て
公
共
性
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
非
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
と
ら
え
て
い
ま
す
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
公
共
性
を
非
常
に
平
板
で
、
む
し
ろ
人
間
の
堕
落
し
た
あ
り
方
と
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
に
考
え
た
の
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
む
し
ろ
逆
に
、
積
極
的
な
意
味
で
と
ら
え
ま
し
た
。
彼
女
に
よ
る
と
、

公
共
性
は
、「
全
て
の
人
々
に
よ
っ
て
見
ら
れ
、
開
か
れ
、
可
能
な
限
り
最
も
広
く
公
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
」

と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
は
、「
独
自
性
を
持
つ
多
様
な
私
た
ち
す
べ
て
に
共
通
す
る
世
界
」
と
い
う
定
義
で
す
。
で
す

か
ら
私
達
が
シ
ェ
ア
し
て
い
る
世
界
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
公
共
世
界
そ
の
も
の
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
ネ
ス
は
意
味
す
る
と

い
う
の
で
す
。
み
ん
な
一
人
一
人
違
う
個
性
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人
間
は
共
通
性
も
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
公
共
世
界
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
か
と
い
う
と
、
絶
え
ず
活
動
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
ア
ク
シ
ョ
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ン
に
よ
っ
て
、
普
通
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
や
る
労
働
（
レ
イ
バ
ー
）
と
か
、
趣
味
で
や
る
仕
事
（
ワ
ー
ク
）
と
も
違
う

ア
ク
シ
ョ
ン
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
彼
女
は
主
張
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
近
代
の
大
衆
社
会
は
そ
の

よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
公
共
世
界
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
ナ
チ
ズ
ム
と
か
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た

全
体
主
義
、
左
右
の
全
体
主
義
と
い
う
も
の
も
そ
れ
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
今
こ
そ
、
人
々
の
活
動
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
性
化
さ
せ
て
、「
公
共
世
界
」
を
開
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
実
存
主

義
的
な
「
公
共
哲
学
」
の
定
義
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
公
共
性
を
考
え
る
と
っ
か
か
り
と
し
て
は
、
非
常
に
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
経
済
問
題
や
社
会
問
題
に
は
あ
ま
り
興
味
を
示
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

労
働
を
ベ
ー
ス
と
す
る
経
済
を
公
共
性
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
私
は
そ
の
考
え
に
賛
成
し
な
い
で
す
。
で

す
か
ら
私
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
は
半
ば
は
賛
成
で
、
半
ば
賛
成
し
な
い
ん
で
す
。
私
の
ア
ー
レ
ン
ト
へ
の
批
判
に
つ
い
て

は
、『
経
済
の
倫
理
学
』（
丸
善
）
と
か
『
公
共
哲
学
と
は
何
か
』（
ち
く
ま
新
書
）
で
書
き
ま
し
た
。

も
う
一
人
、
ま
だ
現
役
の
思
想
家
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
は
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
と

い
う
著
書
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
場
合
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
合
意
を
形
成
し
て
い
く
方
法

的
公
共
圏
を
重
視
す
る
立
場
で
す
が
、
彼
に
つ
い
て
は
今
日
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
特
に
日
本
の
「
滅
私
」
の
問
題
に
も
う
一
回
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
初
め
に
言
い
ま
し
た
よ

う
に
、
個
人
を
犠
牲
に
し
て
全
体
に
尽
く
す
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
意
味
し
ま
す
。
戦
前
の
『
教
育
勅
語
』
に
も

よ
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
本
は
滅
私
奉
公
思
想
で
す
。
そ
れ
が
全
体
主
義
的
に
猛
威
を
奮

っ
た
時
代
も
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
ま
で
続
き
ま
し
た
。
神
風
特
攻
隊
が
美
徳
と
さ
れ
る

よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ま
で
生
み
出
し
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
滅
私
奉
公
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
戦

後
も
ず
っ
と
続
い
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
猛
烈
社
員
も
そ
う
で
す
ね
。
過
労
死
、
過
労
自
殺
も
そ
う
で
す
ね
。
そ

う
し
て
い
わ
ゆ
る
左
翼
の
全
体
主
義
、
毛
沢
東
主
義
と
か
、
現
在
の
金
正
日
体
制
な
ど
お
上
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
な
命

令
で
政
治
を
動
か
す
の
も
、
人
々
の
滅
私
奉
公
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
立
脚
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
右
も
左
も
関
係
な
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く
滅
私
奉
公
は
存
在
し
ま
す
。
個
人
の
尊
厳
を
無
視
し
た
自
己
犠
牲
が
美
徳
と
さ
れ
る
点
で
左
右
の
全
体
主
義
に
違
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
滅
私
奉
公
」
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
管

理
職
の
方
々
は
、「
滅
私
奉
公
」
を
す
る
な
と
言
っ
て
も
無
理
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
リ
ー
ダ
ー
は
「
滅
私

奉
公
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
普
通
の
人
々
に
ま
で
そ
れ
を
強
い
る
と
い
う
の
は
、

非
常
に
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、「
滅
私
奉
公
」
は
、
そ
う
い
っ
た
ほ
ん
の
限
ら
れ
た
人
が
行
う
も
の
で
、

ふ
つ
う
の
人
々
に
強
制
は
で
き
な
い
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
の
「
滅
公
奉
私
」
は
、
身
内
以
外
の
他
者
感
覚
を
喪
失
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
す
。
そ
こ
に
は
身
内
以

外
の
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
公
共
世
界
を
創
る
と
い
う
発
想
が
全
く
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
経
済
学
の
ホ
モ
・

エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
・
モ
デ
ル
が
こ
れ
に
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
経
済
学
部
出
身
の
人
に
、
個
人
を
ど
う

と
ら
え
る
の
と
聞
く
と
、
た
い
て
い
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
自
分
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
対
象

と
し
か
他
者
を
見
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
他
に
、
お
仲
間
だ
け
が
大
切
で
、
後
は
敵
だ
と
い
う
お
仲
間
主
義
も
滅
公
奉

私
に
入
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
と
か
、
車
内
で
携
帯
電
話
で
話
を
す
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
行

動
も
入
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

滅
私
奉
公
」
と
「
滅
公
奉
私
」、
こ
の
二
つ
は
意
外
と
近
い
関
係
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
オ
タ
ク
的
生
活
を
送

っ
て
非
常
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
人
が
あ
る
時
、
公
意
識
に
目
覚
め
て
「
滅
私
奉
公
」
に
走
っ
た
り
、
右
翼
団

体
に
入
っ
て
活
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
の
逆
に
、
本
当
に
「
滅
私
奉
公
」
的

に
会
社
で
働
い
て
い
た
が
、
定
年
に
な
っ
て
、
後
は
も
う
す
る
事
も
な
い
か
ら
、
酒
に
お
ぼ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
の

は
、「
滅
私
奉
公
」
か
ら
「
滅
公
奉
私
」
に
な
っ
た
典
型
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
意
外
と
こ
の
二
つ
は
ど
こ
か
で
く
っ

付
き
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
二
つ
に
較
べ
て
「
活
私
開
公
」
と
い
う
の
は
、
公
共
哲
学
が
奨
励
す
る
望
ま
し
い
「
個
人
と
社
会
」
の
関
係
を

公共哲学とは何か



表
わ
す
ビ
ジ
ョ
ン
で
す
。
個
人
一
人
一
人
を
活
か
し
な
が
ら
、
人
々
の
公
共
性
と
い
う
の
を
開
花
（flo

u
rish

）
さ
せ

て
、
政
府
の
公
と
い
う
の
を
で
き
る
だ
け
公
開
（
オ
ー
プ
ン
）
に
し
て
透
明
度
を
強
め
て
い
く
、
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
や
文
化
で
す
。
私
は
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
個
人
と
社
会
を
め
ぐ
る
公
共
哲
学
の
一
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
推
奨
し

た
い
の
で
す
。

し
か
し
「
活
私
開
公
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
天
か
ら
降
っ
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
発
生
的

に
で
き
れ
ば
一
番
い
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
（
市
民
性
）」
の
教
育
と
い
う
も
の

が
不
可
欠
で
す
。
こ
れ
は
国
民
性
の
教
育
と
い
う
の
と
少
し
違
い
ま
す
。
市
民
と
国
民
と
い
う
の
を
ど
う
区
別
す
る
か

と
言
う
こ
と
で
す
が
、
国
民
は
市
民
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
市
民
は
必
ず
し
も
国
民
で
は
な
い
。
現
在
の
日
本
に
は
、
外

国
籍
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
も
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
国
籍
の
な
い
よ
う

な
市
民
も
沢
山
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
も
含
め
て
の
市
民
性
が
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
で
あ
り
、
そ
れ
を
育

む
教
育
が
必
要
で
す
。
幼
い
頃
か
ら
自
分
以
外
の
人
々
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
付
き
合
う
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
喧
嘩

は
し
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
暴
力
は
禁
止
で
、
喧
嘩
に
も
マ
ナ
ー
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
教
え
る
よ
う
な
、
そ
う

い
っ
た
教
育
。
ま
た
、
協
働
や
協
調
を
ど
う
考
え
る
か
な
ど
、
後
で
お
話
し
し
ま
す
け
れ
ど
も
、「
和
し
て
同
ぜ
ず
」

の
精
神
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
ど
う
や
っ
て
つ
く
っ
て
い
く
か
。
個
性
を
互
い
に
尊
重
し
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く

か
。
そ
う
い
う
教
育
が
、
世
界
各
地
で
行
わ
れ
始
め
て
い
ま
す
。「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
教
育
」
と
い
う
の
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
ま
す
と
、
本
場
は
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
で
す
が
、
ユ
ネ
ス
コ
で
も
大
会
が
開
か
れ
て
お
り
ま

す
。
た
だ
国
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
だ
い
ぶ
違
う
こ
と
も
確
か
で
す
。「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
と
い
う
の
は
三
つ
か

四
つ
の
意
味
が
あ
っ
て
、
市
民
権
と
も
訳
さ
れ
ま
す
し
、
場
合
に
よ
っ
た
ら
国
籍
、
そ
う
い
っ
た
意
味
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
「
市
民
性
」、「
市
民
と
し
て
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
意
味
を
強
調

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
は
非
常
に
議
論
を
呼
ん
で
い
る
（co

n
tro
v
ersia

l

な
）
テ
ー
マ
も
あ
え
て
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
ま
す
。
現
在
の
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教
育
基
本
法
な
ど
に
書
い
て
あ
る
「
個
人
の
尊
厳
」
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
徹
底

的
に
議
論
し
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
で
す
。「
個
人
の
尊
重
」
の
「
個
人
」
と
い
う
概
念
は
、
哲
学
的
に
も
自
明
で
な
い
概

念
で
す
。
も
し
個
人
を
、
経
済
学
が
言
っ
た
よ
う
な
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
し
て
と
ら
え
た
ら
、「
公
共
の
精

神
」
と
い
う
理
念
は
導
出
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
個
人
を
自
分
だ
け
で
な
く
て
他
者
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
ふ
う
に
読
み
取
れ
ば
、
個
人
の
尊
厳
に
は
「
公
共
の
精
神
」
も
含
ま
れ
て
き
ま
す
。

た
だ
「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
人
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系

の
人
で
は
、
考
え
方
が
微
妙
に
違
い
ま
す
。「
人
格
（
ペ
ル
ソ
ナ
）」
と
い
う
概
念
と
「
個
人
（
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア

ル
）」
は
違
う
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
者
は
主
張
し
ま
す
。「
人
格
」
と
い
う
の
は
関
係
的
な
概
念
で
あ
り
、
他
者
を
含

め
て
い
る
の
に
対
し
、「
個
人
」
は
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
原
子
論
的
）
な
概
念
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
者
は
み
な
し
が

ち
で
す
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
人
は
、「
個
人
」
と
「
人
格
」
を
同
じ
意
味
で
捉
え
が
ち
で
す
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト

哲
学
の
伝
統
で
「
実
践
理
性
の
主
体
で
あ
る
個
人
」
と
「
人
格
」
に
は
大
差
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
個
人
の
尊
厳
」
と
い

う
場
合
の
「
個
人
」
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
経
済
学
の
教
科
書
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
利
己
的
な
経
済
人
」
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
の
教
育
基
本
法
を
つ
く
っ
た
南
原
繁
と
か
田
中
耕
太
郎
と
か
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
思
想
家
で
し

た
。
で
す
か
ら
「
教
育
基
本
法
」
を
つ
く
っ
た
人
た
ち
は
、「
個
人
の
尊
厳
と
い
う
」
言
葉
で
、
言
葉
こ
そ
用
い
て
い

な
い
も
の
の
「
公
共
の
精
神
」
と
い
う
の
を
考
え
て
い
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
が
戦
後
日
本
の
教
育
現
場
で

ほ
と
ん
ど
教
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
私
は
問
題
に
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
色
々
な
意
見

が
あ
り
ま
す
し
、
今
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
個
人
の
尊
厳
」
に
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
「
他

者
の
尊
厳
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
従
っ
て
「
公
共
の
精
神
」
と
い
う
理
念
も
入
っ
て
い
る
と
い
う
私
な
り
の
問
題
提
起

だ
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
本
国
憲
法
の
十
二
条
、
十
三
条
で
、「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
言
葉
が
四
箇
所
出
て
き
ま
す
。
こ
の
概
念
を
ど
う

考
え
た
ら
い
い
か
。
自
民
党
の
方
々
は
こ
の
言
葉
は
曖
昧
だ
か
ら
、「
公
益
」
と
か
「
公
の
秩
序
」
に
置
き
換
え
よ
と

公共哲学とは何か



い
う
案
を
出
し
ま
し
た
が
、
私
は
こ
れ
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。「
福
祉
」
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
世
界
的
に
大
き
な

イ
シ
ュ
ー
で
す
。「
公
共
の
」
と
い
う
形
容
詞
の
概
念
も
大
き
な
イ
シ
ュ
ー
で
す
。
で
す
か
ら
そ
の
流
れ
を
押
さ
え
な

が
ら
議
論
し
て
、
変
え
る
の
で
あ
れ
ば
変
え
る
と
い
う
結
論
に
導
け
ば
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
い
き
な
り
、
こ
れ
は
曖

昧
だ
か
ら
変
え
る
と
か
い
う
の
は
、
性
急
す
ぎ
て
私
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。
教
育
基
本
法
も
憲
法
も
、
も
っ
と
議
論
を

重
ね
た
上
で
、「
人
々
の
公
共
的
判
断
」
に
基
づ
い
て
決
着
を
つ
け
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

普
通
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
の
は
個
人
の
権
利
の
調
整
原
理
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
思
う
に
、

明
治
時
代
に
漢
字
で
訳
し
た
時
の
大
き
な
誤
り
の
一
つ
は
、
英
語
のrig

h
t

、
こ
れ
を
「
権
利
」
と
訳
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
大
き
な
ミ
ス
で
、
絶
対
「
権
理
」
と
訳
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
英
語
のrig

h
t

は
、
理
に

適
っ
て
い
て
正
し
い
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
利
益
や
権
益
と
か
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
ま
り
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
然
る

に
、
例
え
ば
『
広
辞
苑
』
で
「
権
利
」
を
引
く
と
、
ぎ
ょ
っ
と
す
る
よ
う
な
定
義
が
出
て
き
ま
す
。
電
子
辞
書
を
引
く

と
「
荀
子
」
が
援
用
さ
れ
、「
権
勢
と
利
益
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、「
一
定
の
利
益
を
主
張
し
、
ま
た
、
こ

れ
を
享
受
す
る
手
段
と
し
て
、
法
律
が
一
定
の
者
に
賦
与
す
る
力
」
と
あ
り
ま
す
。「
あ
る
こ
と
を
す
る
、
ま
た
は
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
能
力
」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
人
を
非
難
す
る
権
利
が
な
い
と
い
う
場
合
な
ど
で
す
ね
。
け

れ
ど
も
果
た
し
て
憲
法
は
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
人
と
し

て
当
然
持
ち
互
い
に
尊
重
し
合
う
べ
き
権
利
に
つ
い
て
、
憲
法
は
語
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
少
な
く
と

も
憲
法
十
二
条
で
い
う
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
普
通
「
調
整
原
理
」
で
あ
る
と
、
憲
法
学
者
は
言
い
ま
す
。
で
す
か

ら
個
人
の
権
利
が
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
調
整
し
合
う
。「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
は
、
自
分
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
他
者
も
含

ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。「
自
分
の
権
利
」
と
は
書
い
て
な
い
の
で
す
か
ら
、
他
の

人
の
権
利
を
尊
重
し
合
っ
て
、
ぶ
つ
か
っ
た
時
は
調
停
す
る
と
い
う
意
味
で
公
共
の
福
祉
を
捉
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。

こ
の
場
合
す
で
に
人
々
の
福
祉
と
い
う
意
味
合
い
も
入
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
さ
ら
に
二
十
九
条
で
、
公
共
の

福
祉
の
名
の
下
に
、
公
共
の
福
祉
に
よ
る
私
有
財
産
の
正
当
な
制
限
の
問
題
と
も
関
連
し
ま
す
。
さ
ら
に
こ
れ
を
二
十
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五
条
に
記
さ
れ
た
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
の
生
活
を
営
む
個
人
の
権
利
」
と
い
う
理
念
と
結
び
付
け
て
考
え
れ

ば
、
公
共
の
福
祉
は
「
人
々
の
連
帯
」
の
理
念
に
も
な
り
ま
す
。

麗
澤
大
学
出
版
会
か
ら
も
著
書
の
翻
訳
が
出
て
い
る
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
と
い
う
人
が
、
麗
澤
大
学
に
十
年
前
に

来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
「
福
祉
」
を
、w
elfa

re

じ
ゃ
な
く
てw

ell
b
ein
g

と
書
い
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
「
良
く
在
る
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
彼
は
経
済
学
者
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
哲
学
的
に
深
い
意
味

で
考
え
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
彼
は
「
福
祉
」
を
、「
人
々
の
自
由
の
実
現
」
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
え

て
お
り
、
こ
う
い
う
観
点
か
ら
「
公
共
の
福
祉
」
を
再
理
解
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。

福
祉
」
と
い
う
概
念
に
は
、
貧
困
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
か
、
貧
困
者
や
失
業
者
を
救
い
出
す
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
意
味
合
い
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
最
近
は
生
き
甲
斐
を
つ
く
り
だ
すp

o
sitiv

e w
elfa

re

が
、
イ
ギ
リ
ス
の

ブ
レ
ア
政
権
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
ギ
デ
ン
ズ
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
セ
ン
や
ギ
デ
ン
ズ
な
ど
の
新
し
い
福

祉
思
想
が
出
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
も
『
社
会
福
祉
思
想
の
革
新
』
と
い
う
本
を
、
川
崎
市
民
ア
カ
デ
ミ
ー
出

版
部
か
ら
出
し
ま
し
た
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
ど
う
ぞ
ご
覧
下
さ
い
。

現
在
、
憲
法
九
条
に
つ
い
て
色
々
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
憲
法
十
一
条
以
降
は
余
り
議
論
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
十
一
条
か
ら
三
十
条
の
積
極
的
な
意
義
に
つ
い
て
ど
ん
ど
ん
議
論
し
て
い
く
べ
き
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
税
金

を
払
う
と
か
、
社
会
保
障
費
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
は
、
人
々
の
連
帯
と
い
う
観
点
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
他
の
人
た
ち
と
分
か
ち
合
う
た
め
に
、
豊
か
な
人
は
税
金
を
多
く
支
払
う
と
い
う
よ
う
な
倫
理
思
想
が
必
要

で
す
。
今
、
フ
リ
ー
タ
ー
と
か
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
非
常
に
多
い
で
す
が
、
新
し
い
思
想
で
福
祉
や
貧
困
に
つ
い

て
も
う
一
度
考
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
経
済
倫
理
と
憲
法
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

す
。
憲
法
二
十
五
条
に
は
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
を
保
障
す
る
の
は
政
府
の
義
務
だ
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
ね
。
福
祉
を
保
障
す
る
こ
と
は
「
政
府
の
義
務
」
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
活
私
開
公
」
と
い
う
の
は
ま
さ
に

そ
う
い
っ
た
形
で
人
々
と
連
帯
し
、
政
府
の
公
を
開
い
て
い
く
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。「
一
人
一
人
を
活
か
し
な
が

公共哲学とは何か



ら
他
者
の
こ
と
も
考
え
て
、
政
府
に
働
き
か
け
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
活
私
開
公
に
は
、
英
語
で
表
わ
す
とem

p
-

o
w
erin

g ea
ch in

d
iv
id
u
a
l

、flo
u
rish th

e p
u
b
lic m

in
d
n
ess

、o
p
en th

e g
o
v
ern

m
en
t

と
い
う
三
つ
の
次
元
が

含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
の
ま
と
め
と
し
て
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

四
、
倫
理
観
の
豊
饒
化

義
務
論
・
徳
論
・
財＝

善
論
と
い
う
三
つ
の
次
元

次
に
、
い
よ
い
よ
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で
皆
さ
ん
方
が
専
門
と
さ
れ
て
い
る
倫
理
の
問
題
に
入
り
ま
す
。
一
口
に
倫
理
と
言

っ
て
も
、
哲
学
的
に
本
当
に
考
え
る
と
色
々
な
次
元
が
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
倫
理
学
と
い
う
学
問
が
存
在
す
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
私
の
専
門
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
史
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
で
す
か
ら
、
あ
え
て
西
洋
の
伝
統
は
ど
う
考
え

て
き
た
か
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
西
洋
の
伝
統
で
は
、
倫
理
は
三
つ
の
次
元
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と

言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
ず
そ
の
一
つ
は
、
何
と
言
っ
て
も
「
義
務
」
で
す
。
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
し
て
は
な
ら
な
い
と

か
い
う
義
務
で
す
。
科
研
費
の
使
い
方
に
し
ろ
、
交
通
ル
ー
ル
に
し
ろ
、
義
務
な
く
し
て
社
会
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

次
に
徳
（v

irtu
e

）、
そ
し
て
善
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
で
は
、
義
務
・
徳
・
善
、
こ
の
三
つ
で
倫
理
が
考
え
ら
れ
て

き
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
義
務
倫
理
学
を
重
ん
じ
た
代
表
者
は
カ
ン
ト
で
す
。
徳
倫
理
学
を
重
ん
じ
た
の
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
善
倫
理
を
重
ん
じ
た
の
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
及
び
功
利
主
義
者
で
す
。
た
だ
し
、
ト
マ
ス
の
考

え
と
功
利
主
義
の
考
え
は
、
相
当
に
違
い
ま
す
。

さ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
は
徳
倫
理
の
古
典
で
、
倫
理
学
を
学
ぶ
上
で
の
必
読
文
献
で

す
。
市
民
と
し
て
の
政
治
の
在
り
方
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
徳
に
つ
い
て
詳
細
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
間
の
究
極
の
目
的
は
何
か
と
言
う
と
、
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
自
己
実
現
と
し
て

の
至
福
（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
）
で
す
。
自
分
の
本
当
の
幸
福
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
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な
徳
倫
理
学
で
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
徳
が
育
成
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
人
々
の
習
慣
と
学
習
に
よ
っ
て
と
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
ま
し
た
。
徳
は
一
種
の
能
力
で
す
か
ら
、
す
ぐ
消
え
る
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
生
活
に
根
ざ
し
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
、
人
々
の
身
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
幸
福
を
動
機
や
目
的
と
し
た
行
為
は
、
倫
理
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
む
し
ろ
幸
福

と
は
関
係
な
く
、
義
務
と
し
て
行
う
と
こ
ろ
に
倫
理
が
成
り
立
つ
と
考
え
ま
し
た
。
巷
で
苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
た

ら
、
自
分
の
幸
福
な
ど
考
え
な
い
で
そ
の
ひ
と
を
助
け
る
の
が
義
務
で
あ
る
と
い
う
倫
理
思
想
で
す
ね
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
を
担
っ
た
神
学
者
で
す
が
、
彼
の
場
合
は
、

「
共
通
善
」
と
い
う
考
え
方
が
倫
理
の
中
核
を
成
し
ま
す
。「
共
通
善
」（b

o
n
u
m
 
co
m
m
u
n
e

）
は
物
質
も
含
ん
だ
概

念
で
、
そ
こ
に
は
福
祉
と
い
う
概
念
も
当
然
含
ま
れ
ま
す
。

さ
て
、
徳
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
私
な
り
の
考
え
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

徳
の
中
で
重
要
な
の
は
「
自
発
性
」
と
「
信
頼
関
係
」
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
徳
と
義
務
の
違
い
は
、
徳
の
場
合
、

自
発
性
が
前
提
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
義
務
化
と
い
う
の
は
語
彙
矛
盾
で
す
。
で
き
ま

せ
ん
。
義
務
で
行
う
の
は
奉
仕
で
あ
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
ま
さ
に
自
発
的

な
行
為
で
、
士
気
（
モ
ラ
ー
ル
）
と
か
や
る
気
と
か
に
か
か
わ
っ
て
く
る
概
念
で
す
。

次
に
、
信
頼
は
、
経
済
倫
理
で
も
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
」（so

cia
l

 
ca
p
ita
l

）
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
始
め
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
と
い
う
政
治

学
者
が
使
っ
た
言
葉
で
、「
社
会
関
係
資
本
」、「
信
頼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、
そ
う
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。

そ
の
前
に
は
教
育
学
者
の
コ
ー
ル
マ
ン
と
い
う
人
も
使
っ
て
い
て
、「
学
校
教
育
」
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
研
究
に
用

い
て
い
ま
し
た
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
「
社
会
関
係
の
信
頼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
確
固
と
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
民

主
主
義
も
う
ま
く
機
能
す
る
け
れ
ど
も
、
今
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
ボ
ー
リ
ン
グ
・
ア
ロ
ー
ン
（
た
っ
た
一
人
で
ボ
ー

リ
ン
グ
を
す
る
）」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
失
わ
れ
、
人
間
関
係
が
が
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た
が
た
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
嘆
い
て
い
ま
す
。

政
治
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
そ
う
い
う
形
で
信
頼
を
論
じ
ま
し
た
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

は
「
徳
（v

irtu
e

）」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て
人
々
が
共
有
で
き
る
「
善
」
で
も
あ
り

ま
す
。

さ
て
次
に
、
ケ
ア
は
非
常
に
重
要
な
倫
理
的
行
為
で
す
。
教
育
学
者
の
コ
ー
ル
バ
ー
グ
に
対
し
て
キ
リ
ガ
ン
は
ケ
ア

の
倫
理
を
提
唱
し
ま
し
た
。
ケ
ア
は
本
当
に
自
発
的
な
行
為
な
の
か
、
あ
る
い
は
義
務
な
の
か
に
つ
い
て
、
人
に
よ
っ

て
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
ケ
ア
が
自
発
的
な
徳
だ
と
素
晴
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
人
間
を
性
善
的

に
と
ら
え
て
い
い
か
と
い
う
問
題
は
残
り
ま
す
。「
惻
隠
の
心
」
を
孟
子
は
述
べ
ま
し
た
。「
惻
隠
」
と
は
、
井
戸
に
落

ち
よ
う
と
し
て
い
る
人
を
か
わ
い
そ
う
と
思
う
心
で
、
そ
れ
は
誰
に
で
も
あ
る
。
孟
子
の
よ
う
に
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で

ケ
ア
を
考
え
よ
う
と
い
う
人
が
い
る
一
方
で
、
そ
う
い
う
徳
は
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
あ
る
程
度
の
強

制
力
を
持
っ
た
教
育
で
育
ま
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
荀
子
の
よ
う
な
考
え
を
す
る
人
も
い
ま
す
。
で
す
か
ら
徳
と
義
務
と

の
両
方
で
ケ
ア
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、「
責
任
」
と
い
う
言
葉
を
「resp

o
n
se

す
る
」、「
応
答
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
、
責
任
は
、
徳
に
近
い

も
の
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
か
し
「
何
々
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
「
義
務
と
し
て
の
責
任
」
は
当

然
あ
り
ま
す
か
ら
、
両
方
の
次
元
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ケ
ア
や
責
任
は
、
義
務
と
徳
の
双
方
の
次
元
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。

ま
と
め
る
と
、
義
務
論
と
い
う
の
は
、
人
々
が
行
う
倫
理
と
か
、
ル
ー
ル
の
遵
守
に
関
係
し
ま
す
。
徳
は
人
々
の

「
自
発
的
」
あ
る
い
は
「
応
答
的
活
動
」
に
根
ざ
す
倫
理
で
す
。
や
る
気
と
か
士
気
と
か
モ
ラ
ー
ル
と
か
市
民
的
な
徳

性
、
信
頼
、
社
会
関
係
資
本
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。
ケ
ア
と
か
責
任

と
い
う
の
は
義
務
と
徳
の
双
方
の
次
元
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
に
、
財＝

善
（g

o
o
d
s

）
論
に
つ
い
て
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
英
語
のg

o
o
d
s

は
、
も
う
ほ
と
ん
ど
「
財
」
と
し
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て
し
か
意
味
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。「
善
き
も
の
」
と
い
う
意
味
を
読
み
込
め
る
は
ず
な
の
に
、
辞
書
の
ど
こ

に
も
書
い
て
い
な
い
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
をg

o
o
d
s

に
付
与
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ

る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
（
共
同
体
主
義
者
）
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
で
す
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
ギ
ュ
タ
ー
レ
ー
レ

（G
u
terleh

re

）
と
し
て
シ
ュ
ラ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
と
い
う
宗
教
哲
学
者
が
公
共
善
論
を
展
開
し
ま
し
た
。
こ
のG

u
ter-

leh
re

は
英
語
に
訳
す
と
、「
善
き
財
や
制
度
」
の
総
体
に
関
る
倫
理
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。
福
祉
制
度
と

か
教
育
制
度
と
か
医
療
制
度
と
か
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
善
財
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
社
会
倫

理
的
に
重
要
な
視
点
で
す
。
そ
う
し
た
制
度
論
の
次
元
が
あ
っ
て
倫
理
も
豊
か
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

確
か
に
義
務
論
は
必
要
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
窮
屈
で
面
白
く
な
い
社
会
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
例
え
ば
交
通
ル
ー
ル
と
か
を
守
ら
な
い
と
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
義
務
倫
理
は
絶
対
必
要
で
す
。
し
か

し
、
規
則
で
縛
る
だ
け
が
倫
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
義
務
が
な
か
っ
た
ら
社
会
が
が
た
が
た
に
な
り
ま
す
か

ら
、
義
務
を
き
ち
ん
と
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
倫
理
は
義
務
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
活
私

開
公
」
を
考
え
る
場
合
、
徳
や
善
を
中
心
に
し
た
倫
理
を
ベ
ー
ス
に
し
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
一
人
一
人
を
活
か

す
わ
け
で
す
か
ら
、
開
放
系
の
倫
理
学
で
す
。
閉
鎖
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
伝
統
で
は
、
人
間
の
「
自
己
実
現
と
し
て
の
幸
福
」
と
い
う
問
題
な
く
し
て
倫
理
は
語
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
自
己

実
現
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
信
頼
、
他
者
へ
の
ケ
ア
、
責
任
な
ど
の
他
者
に
対
す
る
徳
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
も
強
調
し

て
お
き
ま
す
。

五
、
Ｗ
Ａ
（
和
）
の
再
解
釈
と
グ
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
視
点

さ
て
最
後
の
テ
ー
マ
に
移
り
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
で
今
「
Ｗ
Ａ
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
り
始
め
て
い
ま
す
。
Ｗ
Ａ
Ｒ

（
戦
争
）
の
Ｒ
が
な
い
Ｗ
Ａ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
Ｗ
Ａ
は
Ｗ
Ａ
Ｒ
と
対
極
に
あ
る
言
葉
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
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し
易
い
概
念
で
す
。
日
本
語
で
書
く
と
和
で
す
ね
。
連
帯
の
「
輪
」
と
い
う
漢
字
も
入
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
エ
コ

ロ
ジ
ー
で
用
い
ら
れ
る
「
環
」
も
Ｗ
Ａ
に
入
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
（
ユ
ネ
ス
コ
）
と
い
う
の
は
、U

n
ited

 
N
a
tio
n
s
 
E
d
u
ca
tio
n
a
l,
S
cien

tific
 
a
n
d
 
C
u
ltu
ra
l

 
O
rg
a
n
iza
tio
n

の
略
称
で
す
が
、
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
ク
イ
ズ
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
ユ
ネ
ス
コ
の
本
部
は
ど
こ
に
あ
る

で
し
ょ
う
か
。
次
の
三
つ
の
中
か
ら
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
１
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
2
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
3
パ
リ
。
ご
存
じ
の

方
も
多
い
で
す
ね
。
３
の
パ
リ
が
正
解
で
す
。
た
だ
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
と
答
え
た
方
も
多
い
で
す
ね
。
国
連
機
関
が
パ
リ
に

あ
る
と
い
う
の
は
珍
し
い
で
す
。
現
在
の
事
務
局
長
は
日
本
人
の
松
浦
晃
一
郎
氏
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
は
戦
後
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
の
前
文
に
す
ご
く
良
い
事
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
戦
争

は
人
の
心
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
々
は
心
の
中
に
平
和
の
砦
を
築
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
書

か
れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
日
本
国
憲
法
前
文
は
非
常
に
似
て
い
る
ん
で
す
。
ど
っ
ち
か
が
真
似
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
位
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
を
国
際
的
に
活
か
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
採
り
ま
す
。
そ
の

ユ
ネ
ス
コ
で
地
域
間
哲
学
対
話
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
二
年
前
に
発
足
し
ま
し
た
。
今
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主

義
の
哲
学
を
壊
す
と
い
う
意
図
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀
く
ら

い
で
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ラ
ブ
世
界
や
ア
ジ
ア
の
国
々
の
知
的
遺
産
が
全
部
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
非
常
に
不
公
平
な

状
況
に
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
伝
統
思
想
を
見
直
す
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、

今
ま
で
周
辺
部
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
女
性
と
か
子
供
と
か
に
関
す
る
哲
学
も
ど
ん
ど
ん
盛
ん
に
し
よ
う
と
い
う
意

図
の
下
、
地
域
間
哲
学
対
話
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
私
も
、
一
昨
年
の
秋
以
来
、
参
加
し
て
い
ま
す
。
哲
学
を
こ
れ
だ
け
国
連
機
関
が
重
ん
じ
て

い
る
事
実
を
、
日
本
も
真
剣
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
。
文
明
間
対
話
の
哲
学
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
公

共
政
策
と
哲
学
の
結
び
付
き
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
日
本
で
は
、
哲
学
は
「
哲
学
学
」
し
か

や
ら
な
い
人
が
多
い
し
、
政
治
学
者
や
経
済
学
者
は
哲
学
に
興
味
が
な
い
と
い
う
風
潮
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
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な
状
況
は
打
破
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
日
お
話
し
た
い
の
は
、
昨
年
十
一
月
に
服
部
英
二
氏
を
は
じ
め
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ

ン
タ
ー
の
方
々
が
協
力
し
て
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で
開
か
れ
た
会
議
で
私
が
発
表
し
た
Ｗ
Ａ
に
つ
い
て
で
す
。
事
務

局
長
の
松
浦
氏
が
、
以
前
に
Ｗ
Ａ
と
い
う
言
葉
で
講
演
し
た
ら
す
ご
く
評
判
が
良
か
っ
た
こ
と
を
承
け
て
の
発
表
で
し

た
。
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
は
、
ま
さ
に
紛
争
の
中
に
あ
っ
て
、
小
さ
い
頃
か
ら
ど
の
よ
う
に
人
を
殺
す
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
教
え
ら
れ
、
子
ど
も
の
兵
士
（ch

ild
 
so
ld
iers

）
が
い
る
よ
う
な
世
界
で
す
。
ユ
ネ
ス
コ
に
は
そ
う
い
っ
た

国
々
か
ら
も
代
表
が
来
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
々
を
前
に
松
浦
氏
が
語
っ
た
ら
す
ご
く
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
と
い

う
話
で
し
た
。
漢
字
の
和
に
Ａ
は
日
本
的
（Ja

p
a
n
ese

）
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
も
っ
と
広
い

意
味
で
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、「
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
、
小
人
は
同
じ
て
和
せ
ず
」

と
い
う
言
葉
が
『
論
語
』
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
和
英
辞
典
を
引
く
と
、「
和
」
に
は
色
々
な
英
訳
が
あ
っ
て
、
多
く

の
場
合
最
初
に
出
て
く
る
英
語
はp
ea
ce

で
す
。
次
にh

a
rm
o
n
y

、h
a
rm
o
n
y

&
p
ea
ce

、
さ
ら
にreco

n
cilia

-

tio
n

（
和
解
）
と
い
う
英
語
さ
え
出
て
き
ま
す
。
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
人
た
ち
は
、
和
英
辞
典
で
和
を
引
い
た
ら
、

な
ん
と
素
晴
ら
し
い
言
葉
か
と
感
心
す
る
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
ず
「
和
」
と
「
同
」
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
和
し
て

同
ぜ
ず
」
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
で
発
表
す
る
時
に
少
し
困
り
ま
し
た
が
、h

a
rm
o
n
ize w

ith
o
u
t a

ssim
ila
tio
n

、

あ
る
い
はh

a
rm
o
n
y w

ith
o
u
t a
ssim

ila
tio
n

、h
a
rm
o
n
y in d

iv
ersity

と
い
う
よ
う
な
英
語
で
表
現
し
ま
し
た
。

皆
様
の
お
手
元
に
あ
る
別
紙
の
「
平
和
な
文
化
の
た
め
の
「
和
」
概
念
の
更
新
」
と
い
う
原
稿
は
、
去
年
、
そ
の
国

際
会
議
で
私
が
読
み
上
げ
た
原
稿
で
す
。
そ
の
う
ち
麗
澤
大
出
版
会
か
ら
そ
の
国
際
会
議
の
記
念
論
文
集
が
出
る
時
に

収
録
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
英
語
版
も
も
う
じ
き
出
ま
す
。
今
日
は
ま
だ
話
す
時
間
に
余
裕
が
あ
り
ま
す
の
で
、
少
し
こ

れ
を
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

最
初
に
、
古
代
中
国
の
伝
統
か
ら
話
を
始
め
ま
し
た
。
岩
波
文
庫
か
ら
出
て
い
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
い
う
本
の
中
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に
重
要
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
邦
訳
は
岩
波
文
庫
か
ら
全
三
巻
で
出
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
、
下
巻
に

あ
る
昭
公
二
十
年
の
箇
所
で
、
ス
ー
プ
を
作
る
料
理
の
た
と
え
で
「
和
」
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
和
」
と
い
う
の
は

色
々
な
食
材
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
て
ス
ー
プ
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
異
な
る
も
の
を
混

じ
え
て
調
和
す
る
の
が
、「
和
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
同
」
と
い
う
の
は
一
つ
の
味
だ
け
を
集
め

る
料
理
で
す
。
や
っ
ぱ
り
色
々
な
味
が
あ
る
方
が
お
い
し
い
で
す
よ
ね
。
同
じ
食
材
だ
っ
た
ら
嫌
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
君
（
為
政
者
）
と
臣
下
の
関
係
も
同
じ
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
為
政
者
が
そ
う
だ
と
言
え
ば
臣

下
も
そ
う
だ
そ
う
だ
と
付
和
雷
同
す
る
と
い
う
よ
う
な
態
度
が
「
同
」
だ
と
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。
君
が
可
と
言
え
ば

臣
下
も
同
じ
可
と
言
い
、
君
が
不
可
と
言
え
ば
同
じ
く
不
可
と
言
う
イ
エ
ス
マ
ン
、
そ
れ
が
「
同
」
の
立
場
で
あ
る
と

い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
「
和
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
為
政
者
が
可
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
見
て
も
お
か
し

い
と
思
え
ば
、
弟
子
と
か
臣
下
は
為
政
者
に
進
言
し
て
そ
れ
を
変
え
さ
せ
る
と
い
う
の
で
す
。「
ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
先

生
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私
は
こ
う
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
考
え
下
さ
い
」
と
い
う
形
で
、
再
考
を
促
し
為
政

者
の
考
え
を
変
え
て
い
く
と
い
う
の
で
す
。
イ
エ
ス
マ
ン
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
「
和
」
の
態
度
に
よ

っ
て
初
め
て
、
政
治
は
平
穏
で
礼
儀
に
背
か
ず
、
民
に
、
人
々
に
争
奪
の
心
が
な
く
な
る
と
い
う
の
で
す
。

ま
た
、『
論
語
』
の
子
路
の
二
十
三
に
は
、「
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
、
小
人
は
同
じ
て
和
せ
ず
」
と
あ
り
ま
す
。

我
々
が
高
校
生
の
頃
は
漢
文
で
そ
れ
を
習
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
君
子
は
違
っ

た
立
場
の
人
と
も
交
わ
り
な
が
ら
、
正
義
の
基
準
に
従
い
な
が
ら
調
和
す
る
け
れ
ど
も
、
小
人
は
同
類
だ
け
で
満
足
に

ふ
け
っ
た
り
付
和
雷
同
し
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
中
国
思
想
に
お
い
て
は
、
和
は
「
異
質
な
も
の
が
同
質
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
交
わ
り
合
っ
て
調
和

し
発
展
す
る
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
こ
の
「
和
し
て
同
ぜ
ず
」
と
い
う
態
度
こ
そ
、
文
明

間
の
対
話
に
必
要
な
態
度
で
あ
り
ま
す
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
『
文
明
の
衝
突
』
に
描
い
た
よ
う
な
、
文
明
間
の
衝
突
が

ま
さ
に
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
諸
文
明
と
対
話
し
、
理
解
し
合
い
な
が
ら
、
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し
か
し
変
に
媚
び
る
こ
と
な
く
、
柔
軟
性
を
持
ち
つ
つ
自
分
の
考
え
は
確
固
た
る
も
の
と
し
て
対
話
し
て
い
く
。
そ
し

て
、
考
え
が
違
っ
た
ら
違
い
を
認
め
合
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
公
共
精
神
が
必
要
で
す
。
現
代
的
に
言
う
と
、
和
は

「
個
人
の
主
体
性
や
多
様
性
を
前
提
」
と
し
て
成
り
立
つ
概
念
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
同
は
個
人
の
主
体
性
や
多
様
性

を
消
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

然
る
に
、
日
本
思
想
の
場
合
に
は
、
非
常
に
微
妙
な
面
が
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子
の
憲
法
の
第
一
条
に
は
「
和
を
も

ち
て
尊
し
と
な
す
、
逆
う
る
こ
と
無
き
を
旨
と
せ
よ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
平
和
と
和
解
の
思
想

と
し
て
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
「
逆
う
る
こ
と
無
き
を
旨
と
せ
よ
」
と
い
う
文
言
は
、
悪
用
さ
れ
る
と
同
に

な
っ
て
し
ま
う
危
険
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
先
生
が
「
和
を
大
切
に
し
な
さ
い
」
と
生
徒
に
言
う
場
合
に
、「
皆
同
じ

く
し
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
同
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、「
和
を
大
切

に
し
な
さ
い
」
と
い
う
の
は
「
個
性
を
認
め
合
い
な
が
ら
も
喧
嘩
す
る
こ
と
な
く
協
調
し
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
問
題
な
い
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
思
想
家
で
あ
っ
た
荻
生
徂
徠
は
、
さ
す
が
に
『
論
語
』

と
か
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
読
ん
で
い
て
、
和
と
同
の
違
い
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
和
と
い
う
概
念
は
残
念
な
が

ら
、
戦
前
の
『
国
体
の
本
義
』
と
い
う
文
部
省
発
令
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
忘
れ
る
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、「
和
（
や
わ
）
ら
ぎ
」、「
和
（
や
わ
）
ら
ぐ
」
と
い
う
日
本
語
は
、
中
国
語
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
和
（
や

わ
）
ら
ぎ
」
と
か
「
和
（
や
わ
）
ら
ぐ
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
和
（
や
わ
）
ら
げ
る
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
和
（
な

ご
）
や
か
」
と
か
、
日
本
語
独
自
の
和
と
い
う
概
念
に
は
、
他
の
国
に
な
い
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る

と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
和
の
形
容
詞
形
や
動
詞
形
を
訓
読
み
す
る
と
き
明
ら

か
に
な
り
ま
す
。「
和
（
な
ご
）
や
か
」「
和
（
な
ご
）
む
」「
和
（
や
わ
）
ら
ぐ
」「
和
（
や
わ
）
ら
げ
る
」
で
す
ね
。

「
心
の
平
和
」、「
社
会
の
平
和
」「
柔
和
な
精
神
」、
柔
和
と
い
う
の
は
仏
教
か
ら
き
た
用
語
と
辞
書
に
は
書
か
れ
て
い

ま
す
。
儒
教
は
ど
う
し
て
も
少
し
男
性
原
理
的
な
傾
向
を
帯
び
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
精
神
は
女
性
原
理
を
受

公共哲学とは何か



け
容
れ
る
よ
う
な
ソ
フ
ト
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
男
性
中
心
主
義
の
闘
争
的
な
平
和
運
動
じ
ゃ
な
く
て
、
柔
和
で

和
や
か
な
平
和
の
和
と
い
う
考
え
方
で
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
二
十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
思
想
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
会
議
に
は
西
洋
の
哲
学
者
が
多
く
参
加
し
て
い
た
の
で
、
最
後
に
西
洋
思
想
に
つ
い
て
述
べ
て

お
き
ま
し
た
。
エ
ラ
ス
ム
ス
で
あ
る
と
か
、
ピ
コ
・
デ
ッ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ー
ラ
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の

平
和
思
想
や
ヘ
ル
ダ
ー
の
多
文
化
的
発
展
思
想
に
つ
い
て
述
べ
た
次
第
で
す
。

時
間
が
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
も
う
一
回
レ
ジ
メ
の
方
に
戻
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
で
も
ロ
ー
カ
ル
で

も
不
十
分
で
、
代
わ
り
に
「
グ
ロ
ー
カ
ル
（g

lo
ca
l

）」
と
い
う
考
え
方
が
必
要
だ
と
三
ペ
ー
ジ
に
記
し
て
お
き
ま
し

た
。
こ
の
言
葉
は
色
々
な
所
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
早
稲
田
大
学
は
「
グ
ロ
ー
カ
ル
な
大
学
」
と
い
う
理
念
を
掲
げ
て

い
ま
し
た
し
、『
グ
ロ
ー
カ
ル
』
と
い
う
ニ
ュ
ー
レ
フ
ト
系
の
機
関
紙
も
あ
り
ま
す
。
経
済
界
や
日
経
新
聞
も
使
っ
て

い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
係
な
く
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。

そ
の
「
グ
ロ
ー
カ
ル
」
で
す
が
、
ロ
ー
カ
ル
と
グ
ロ
ー
バ
ル
が
合
体
し
た
形
容
詞
で
す
。
英
語
の
「
ロ
ー
カ
ル

（lo
ca
l

）」
に
は
、「
地
域
の
」
と
い
う
意
味
と
「
現
場
」
と
い
う
意
味
の
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
田
舎
だ
」
と

い
う
意
味
は
、
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
シ
ャ
ル
（p

ro
v
in
cia
l

）
で
表
さ
れ
、
ロ
ー
カ
ル
の
哲
学
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
カ
ル

は
ラ
テ
ン
語
のlo
cu
s

か
ら
来
て
お
り
、
西
田
幾
多
郎
の
「
場
」
と
か
、
そ
う
い
っ
た
テ
ー
マ
と
絡
ん
で
い
ま
す
。
各

自
が
置
か
れ
た
現
場
や
地
域
に
根
ざ
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
我
々
は
皆
、
ど
こ
か
に
必
ず
根
ざ
さ
な
け
れ
ば
、
公
共
性

を
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
柏
で
あ
る
と
か
我
孫
子
と
か
で
す
ね
。
そ
し
て
あ
る
意
味
で
日
本
も
ロ
ク
ス
と
考
え
ら

れ
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
ロ
ー
カ
ル
な
現
場
的
地
域
に
根
ざ
し
な
が
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
も
考
え
て
い
く
と

い
う
の
が
「
グ
ロ
ー
カ
ル
な
公
共
哲
学
」
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
環
境
問
題
で
あ
る
と
か
、
平
和
の
問
題
で
あ
る

と
か
、
貧
困
の
除
去
と
か
に
関
し
て
、
日
本
は
世
界
に
何
を
貢
献
し
得
る
か
と
か
、
地
域
は
世
界
の
人
々
に
ど
う
い
っ

た
貢
献
を
な
し
得
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
か
か
わ
っ
て
い
く
の
が
、
グ
ロ
ー
カ
ル
な
公
共
哲
学
で
す
。
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公
共
的
な
活
動
を
し
て
い
く
か
ら
に
は
、
天
か
ら
見
下
ろ
す
と
い
っ
た
視
座
で
は
な
く
て
、
絶
え
ず
地
域
と
か
、
現

場
に
根
ざ
す
視
座
を
採
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
場
と
い
っ
て
も
色
々
な
現
場
が
あ
り
ま
す
ね
。
お
医
者
さ
ん
の
現
場

も
あ
り
ま
す
。
公
務
員
の
現
場
も
あ
り
ま
す
。
先
生
の
現
場
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
企
業
人
の
現
場
も
あ
っ
て
、
多
種

多
様
で
す
。
で
す
か
ら
、
均
質
で
は
な
く
て
、
非
常
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
現
場
観
や
地
域
観
が
採
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
同
時
に
そ
こ
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
平
和
で
あ
る
と
か
、
人
権
で
あ
る
と
か
、
福
祉

だ
と
か
、
科
学
技
術
と
か
、
文
化
財
保
護
、
そ
う
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
思
想
を
「
グ
ロ

ー
カ
ル
公
共
哲
学
」
と
私
は
呼
ん
で
い
ま
す
。

私
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
嫌
い
な
の
は
、
そ
れ
が
文
化
的
な
均
質
主
義
を
伴
い
が
ち
だ
か
ら
で
す
。

「
ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
だ
か
ら
お
前
は
英
語
を
し
ゃ
べ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
傲
慢
な
帝
国
主
義
的
な
立
場
、

あ
る
い
は
均
質
主
義
、
同
化
政
策
は
、
和
の
論
理
や
理
念
に
反
し
ま
す
。
同
化
（a

ssim
ila
tio
n

）
主
義
と
い
う
の
は

非
常
に
危
う
い
考
え
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
グ
ロ
ー
カ
ル
な
公
共
哲
学
は
、
一
つ
の
文
化
を
あ
る
文
化
に
従
属
さ
せ
る

の
で
は
な
く
て
、
平
等
な
多
様
性
を
担
保
す
る
哲
学
で
す
。
グ
ロ
ー
カ
ル
な
視
座
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
現
場
と
か

地
域
に
根
ざ
し
た
、
多
様
な
視
座
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
を
考
え
て
い
く
姿
勢
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
視
座
に

よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
見
下
ろ
す
よ
う
な
文
化
的
な
帝
国
主
義
と
か
、
均
質
主
義
も
、
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
が
は
ら
み

持
つ
よ
う
な
文
化
的
な
相
対
主
義
、
地
方
だ
け
で
埋
没
す
る
相
対
主
義
も
共
に
拒
否
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

去
年
、
ユ
ネ
ス
コ
で
の
国
際
会
議
で
、
特
に
服
部
英
二
先
生
（
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・
研
究
主
幹
）
が
強

調
さ
れ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
（u

n
iv
ersa

l
）
と
い
う
言
葉
が
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
ま
す
。
日
本
語
で
普
遍
と
い
う
と
、
ユ
ニ
（
一
つ
の
）
と
い
う
意
味
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、u

n
i

は
危
な
い
概
念
で
す
。
こ
れ
は
何
か
上
に
一
つ
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
皆
が
従
う
と
い
う
、
そ
う
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
伴
い
ま
す
。
他
方
、
マ
ル
テ
ィ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
（m

u
ltiv

ersa
l

）
は
、
色
々
な
世
界
や
価
値
が
あ
る
け
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れ
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
な
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し

て
、
服
部
先
生
は
、
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
サ
ル
（tra

n
sv
ersa

l

）
と
い
う
概
念
を
提
唱
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
も
そ
れ
に

共
鳴
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
「
各
文
化
に
通
底
的
な
い
し
横
断
的
な
価
値
」
を
形
容
す
る
言
葉
で
す
。

例
え
ば
平
和
と
か
、
地
球
環
境
問
題
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
は
も
う
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
（
地
球
市
民
）
の
レ

ベ
ル
で
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
グ
ロ
ー
カ
ル
市
民
と
い
う
考
え
を
採
れ
ば
、
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
、
地
球
市
民
と
い
う
の
は
全
然
矛
盾
し
た
概
念
で
は
な
く
て
両
立
で
き
ま
す
。
そ
の
ど
っ
ち
か
を
取
れ
と
い
う
発
想

が
間
違
い
な
の
で
す
。
地
球
市
民
と
い
う
の
は
何
も
根
無
し
草
の
宇
宙
人
で
は
な
く
て
、
地
球
環
境
問
題
や
地
球
的
平

和
を
一
緒
に
考
え
る
と
か
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で
必
要
な
考
え
方
で
す
。
そ
れ
は
国
民
的
狭
い
レ
ベ
ル
じ
ゃ
な
く
て
、

そ
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
地
球
市
民
だ
け
で
も
困
る
わ
け
で
す
。
人
は
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
や
現
場
に
根
ざ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
は
「
多
次
元
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
言

う
表
現
を
用
い
ま
す
。
国
民
で
あ
り
地
球
市
民
で
あ
り
、
あ
る
い
は
千
葉
県
民
で
あ
り
、
あ
る
い
は
麗
澤
大
学
の
一
員

で
あ
る
と
か
、
色
々
な
次
元
が
交
じ
り
合
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
す
。
た
だ
そ
の
比
重
を
ど
う
考
え
る
か
で
意
見

が
か
な
り
分
か
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

多
次
元
性
で
地
域
性
を
捉
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
職
場
や
市
町
村
と
い
っ
た
比
較
的
小
さ
な
単
位
か
ら
、
国
家
や
国
家

を
超
え
た
地
域
、
東
ア
ジ
ア
と
か
ア
セ
ア
ン
と
か
Ｅ
Ｕ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
大
き
な
地
域
単
位
ま
で
含
み
う
る
フ
レ
キ

シ
ブ
ル
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。
当
然
そ
の
場
合
、
文
化
や
歴
史
や
伝
統
の
「
多
様
性
」
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
単
に
多
様
性
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
環
境
、
平
和
、
貧
困
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
も
共
に
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
グ
ロ
ー
カ
ル
公
共
哲
学
の
課
題
で
す
。

そ
ろ
そ
ろ
時
間
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
今
ま
で
話
し
た
こ
と
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
公
共
哲
学
と

い
う
の
は
、
現
在
分
断
さ
れ
が
ち
な
政
治
、
経
済
、
社
会
に
関
す
る
諸
学
問
と
哲
学
と
が
協
働
し
合
い
な
が
ら
、
現
代

世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
諸
問
題
を
考
え
て
い
く
学
問
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
公
共
哲
学
を
「
ポ
ス
ト
専
門
化
の
学
問
」
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と
位
置
づ
け
し
て
い
ま
す
。
公
共
哲
学
は
ま
た
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
や
ガ
バ
メ
ン
タ
ル
と
呼
び
う
る
官
僚
と
か
統
治
機
構

と
は
違
う
「
民
（
人
々
）
の
公
共
性
」
の
意
義
を
強
調
し
ま
す
。「
民
の
公
共
」
は
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
企
業
と
か

（
企
業
は
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
）、
利
益
追
求
す
る
よ
う
な
民
間
団
体
と
も
違
う
そ
の

中
間
領
域
（
例
え
ば
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
）
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
市
民
や
国
民
や
住
民
の
総
称
を
意

味
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
場
合
、
民
と
い
っ
て
も
そ
の
究
極
単
位
は
や
っ
ぱ
り
個
人
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ

ら
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
の
個
人
は
、
他
者
と
世
界
、
両
方
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
的
な
個
人
で
す
。
で
す

か
ら
重
要
な
の
は
、
単
に
「
人
々
の
公
共
」
と
い
う
場
合
も
、
基
本
的
に
は
一
人
一
人
を
大
切
に
し
な
が
ら
公
共
性
を

活
か
す
、
そ
う
い
っ
た
「
活
私
開
公
」
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
言
う
は
易
し
く
行

う
は
難
し
い
大
き
な
問
題
で
、
教
育
の
あ
り
方
に
も
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

の
教
育
は
、
個
人
の
尊
厳
と
い
う
こ
と
は
「
他
者
の
尊
厳
」
も
含
む
理
念
だ
と
い
う
よ
う
に
教
え
る
べ
き
だ
と
私
は
思

い
ま
す
。
公
共
の
福
祉
と
い
う
言
葉
も
、
人
々
の
幸
福
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
け
ば
、
ま
た
「
活
私
開
公
」
の
原
理

で
考
え
て
い
け
ば
、
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
す
。
さ
ら
に
倫
理
も
、
義
務
中
心
で
は
な
く
徳
と
善

を
中
心
に
考
え
て
い
け
ば
、
魅
力
あ
る
学
問
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
倫
理
教
育
と
い
う
の
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
し

て
考
え
れ
ば
、
高
度
に
社
会
性
を
帯
び
た
学
問
に
な
り
ま
す
。
同
と
は
違
う
和
と
い
う
価
値
も
、
世
界
に
発
信
し
得

る
、
優
れ
た
東
洋
思
想
の
遺
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
グ
ロ
ー
カ
ル
と
い
う
視
点
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
こ
と
も
お

話
し
ま
し
た
。

最
後
に
、
伝
統
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
伝
統
と
い
う
も
の
は
常
に
墨
守
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
創
造
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。
儒
教
と
か
仏
教
と
か
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
そ
う
い

っ
た
古
典
的
な
伝
統
は
、
現
代
と
い
う
地
平
で
再
解
釈
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
点
で
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
中
心
主
義
と
い
う
も
の
が
段
々
是
正
さ
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
で
の
哲
学
や
倫
理
の
教
育
も

変
革
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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ま
だ
ま
だ
お
話
し
た
い
事
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
が
、
時
間
が
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
編
者
注：

本
稿
は
、
平
成
十
八
年
十
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催

の
「
公
開
講
演
会
」
の
内
容
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。）
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