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承
。
鴎
鵡
が
え
し
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
古
い
記
憶

を
覚
え
こ
ん
で
、
次
代
に
伝
え
て
い
く
。
た
だ
し
こ

の
方
法
だ
と
、
人
び
と
誰
も
が
価
値
が
あ
る
と
思
う

こ
と
し
か
、
記
憶
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
現
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
、

文
字
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
の
記
憶
は
、
個
々

人
の
記
憶
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
記
録
と
よ
べ
る
も

の
に
な
っ
た
。
人
聞
は
、
文
字
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
が
ら
を
記
録
し
、
文
明
を
築
い
た
。
こ
う
し

て
、
記
録
し
な
か
っ
た
り
、
記
録
し
て
も
注
意
を
払

わ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
社
会
に
と
っ
て
の
忘

却
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

歴
史
は
、
忘
却
を
め
ぐ
る

民
族
の
力
学
の
産
物

文
字
の
時
代
は
、
歴
史
の
時
代
で
す
。
歴
史
は
文

字
が
あ
る
こ
と
と
、
定
義
上
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。

ご
く
初
期
の
文
字
の
役
割
は
、
三
つ
ぐ
ら
い
あ
り

ま
し
た
。
第
一
に
、
税
金
の
額
を
数
字
で
記
し
て
、

ご
ま
か
し
を
防
ぐ
こ
と
。
第
二
に
、
証
文
を
作
っ
て

裁
判
の
証
拠
に
す
る
こ
と
。
ど
ち
ら
も
、
時
聞
が
経

っ
て
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
は
困
る
こ
と
を
、
-
記
録
す

る
の
が
目
的
で
す
。
で
も
こ
う
し
た
記
録
は
、
い
っ

ぽ
う
に
有
利
な
こ
と
が
も
う
い
っ
.
ほ
う
に
は
不
利
に

な
る
関
係
で
す
か
ら
、
事
情
が
変
化
す
る
と
消
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
絶
対
の
権
威
を
も
つ
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
、
第
三
の
も
の
|
|
歴
史
ー
ー
は
、

忘社
却 会
のに
労も

ズ
ム
カf
あ
る

圧
倒
的
な
権
威
を
持
ち
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、

そ
れ
は
あ
る
民
族
が
、
自
分
た
ち
の
正
統
性
を
主
張

す
る
た
め
に
編
ん
だ
記
録
だ
か
ら
で
す
。
自
分
た
ち

が
こ
の
土
地
に
住
ん
で
い
る
の
は
正
し
い
。
い
ま
の

王
を
戴
い
て
い
る
の
も
正
し
い
。
別
の
民
族
と
戦
っ

て
勝
利
し
た
こ
と
や
、
英
雄
、
政
治
家
な
ど
の
業
績

を
記
す
。
そ
れ
が
歴
史
で
す
。
歴
史
は
、
そ
の
民
族

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
ま
す
。

歴
史
に
関
心
を
も
っ
人
び
と
は
、
当
然
で
す
が
、

民
族
紛
争
の
多
発
し
た
地
域
の
民
族
で
す
。
た
と
え

ば
中
国
人
。
た
と
え
ば
古
代
ロ

l

マ
人
。
た
と
え
ば

ユ
ダ
ヤ
人
。
み
な
そ
う
い
う
民
族
で
す
。
と
い
う
の

は
、
歴
史
の
書
物
に
書
き
記
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
忘
れ
て
し
ま
え
る
。
自
分

た
ち
に
都
合
の
悪
い
こ
と
を
、
書
か
な
い
で
す
ま
せ

る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
民
族
の
歴
史
は
、
別
の
民

族
か
ら
み
れ
ば
、
集
団
的
な
忘
却
の
巧
妙
な
仕
掛
け
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
、
歴
史
に
興
味
を
示
さ
な
い
民
族
も
あ

る
。
文
字
を
持
っ
て
い
る
く
せ
に
歴
史
を
書
か
な
い

典
型
は
イ

ン
ド
人
。
私
の
理
解
で
は
、
こ
れ
は
彼
ら

の
カ

l
ス
ト
制
と
関
係
が
あ
る
。
昔
ア

l
リ
ア
民
族

が
イ
ン
ド
に
や
っ
て
き
て
、
先
住
民
族
を
征
服
し
、

自
分
た
ち
が
バ
ラ
モ
ン
や
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
と
い
っ
た

上
位
の
カ

l
ス
ト
に
'
収
ま
っ
た
。
先
住
民
族
を
底
辺

の
カ

l
ス
ト
に
押
し
込
め
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
日
々

意
識
さ
せ
ら
れ
て
は
、
安
心
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

歴
史
を
書
く
こ
と
を
抑
止
し
、
世
界
は
永
遠
に
循
環
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民
肢
の
「
記
憶
」
と
「
忘
却
」

.
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
輪
廻
説
)
を
生
み
出

し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
彼
ら
の
、
忘
却
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
で
す
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ

1
教
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
、
仏
教
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
日
本
。
島
国
で
気
候
も
よ
い
土
地
で
、
の

ん
び
り
育
っ
た
日
本
人
は
、
世
界
で
も
め
ず
ら
し
い

民
族
紛
争
音
痴
で
す
。
右
を
向
い
て
も
左
を
向
い
て

も
日
本
人
。
腹
を
割
っ
て
話
せ
ば
、
問
題
は
解
決
す

る
と
信
じ
て
い
る
。

な
ん
で
も
相
談
し
て
決
め
た
こ
と
に
し
な
い
と
気

が
す
ま
な
い
日
本
人
は
、
歴
史
に
こ
だ
わ
り
ま
せ
ん
。

事
実
が
事
実
と
し
て
決
ま
っ
て
い
た
の
で
は
、
相
談

の
余
地
が
な
い
か
ら
具
合
が
悪
い
。
な
に
が
事
実
か

は
、
問
題
が
起
こ
っ
た
そ
の
つ
ど
、
適
当
に
相
談
し

E
Z
K

て
決
め
る
。
こ
う
い
う
や
り
方
で
は
、
体
系
的
な
歴

世
レ
レ

一
史
は
書
け
ま
せ
ん
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
を
、
中
国

一一一a
』
」
の
真
似
を
し
て
作
っ
て
み
た
け
ど
、
後
が
な
か
な
か

$
ト

1
・
/
ウ
ム
続
か
な
い
。
日
本
人
は
、
文
字
が
大
好
き
な
ん
だ
け

同司

』

2
4

ど
、
そ
の
使
い
方
が
感
覚
的
で
、
俳
句
や
私
小
説
み

Z
E叫
一

戸

た

い

な

も

の

ば

か

り

書

い

て

い

る

。

み

ん

な

が

信

頼

々

し

て

読

め

る

正

し

い

テ

キ

ス

ト

(

歴

史

や

哲

学

)

を

「
生
み
出
そ
う
と
い
う
精
神
が
、
薄
弱
な
の
で
す
。
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-
:
記
録
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト

こ
ん
な
ふ
う
に
記
録
に
は
、
利
害
対
立
が
絡
み
ま

す
。
誰
か
が
自
分
に
都
合
が
い
い
の
で
記
録
す
る
の

で
す
が
、
そ
れ
が
別
の
誰
か
に
は
都
合
悪
か
っ
た
り

す
る
。
歴
史
に
も
、
こ
の
両
面
が
あ
る
。
お
の
お
の

べ
て
を
記
憶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
事
実
を

記
憶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
事
実

を
記
憶
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
記
憶
と
は
、
情
報
の
選
択
な
ん
で
す
。

そ
こ
で
、
忘
れ
る
技
術
と
覚
え
る
技
術
と
は
、
一

緒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
き
ち
ん
と
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
き
ち
ん
と
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
逆

も
ま
た
し
か
り
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
う
ま
く
い
く
た

め
に
は
、
記
憶
す
る
に
も
忘
却
す
る
に
も
、
情
報
選

択
の
規
準
と
な
る
価
値
観
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い

と
い
け
な
い
。
中
途
半
端
は
だ
め
な
の
で
す
。

人
間
に
と
っ
て
幸
せ
な
の
は
、
大
事
な
こ
と
は
き

ち
ん
と
覚
え
て
い
て
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
は
忘
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
、
大
事
な
こ
と
は
忘
れ
、

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
や
嫌
な
こ
と
ば
か
り
覚
え
て
い

る
の
が
、
人
の
常
で
す
。
で
も
、
嫌
な
こ
と
だ
か
ら

忘
れ
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
過
去

に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
分
に
は
何
が
大
事

か
、
現
在
で
は
な
く
、
未
来
に
立
脚
し
た
価
値
観
を

持
て
れ
ば
、
過
去
の
束
縛
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
歴
史
の
問
題
に
戻
っ
て
み

古品

1
U
よ
内
ノ
。

次
の
世
紀
、
来
る
べ
き
未
来
に
、
ど
の
よ
う
な
実

り
あ
る
人
間
関
係
(
民
族
の
関
係
で
も
い
い
で
す
〉

を
築
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
い
ま
十
分
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
い
ま
何
を
記
憶
し
、
何
を

忘
れ
て
い
い
の
か
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
が
過
去

の
民
族
が
歴
史
に
こ
だ
わ
る
お
か
げ
で
、
過
去
の
い

ま
わ
し
い
出
来
事
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
対
立
が
深
ま

っ
た
り
す
る
。

情
報
化
の
進
ん
だ
こ
の
時
代
、
記
録
は
ま
す
ま
す

不
可
欠
で
す
。
歴
史
を
忘
れ
て
し
ま
え
ば
、
民
族
紛

争
は
起
こ
ら
な
い
|
|
そ
ん
な
に
世
界
は
単
純
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
は
、
過
去
を
残
ら
ず
忘
れ
去
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
過
去
を
失
え
ば
、
現
在
も

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

過
去
か
ら
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
と
、
デ
メ
リ
ッ
ト
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
そ
の
大
き
さ
を
比
べ
れ
ば
、
メ
リ
ッ
ト
の
ほ

う
が
大
き
い
と
言
え
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
過

去
の
文
化
遺
産
。
特
に
現
在
で
は
、
科
学
技
術
の
恩

恵
を
あ
げ
る
べ
き
で
す
。
科
学
技
術
が
長
足
の
進
歩

を
と
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
裏
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
進
歩
に
よ
り
、
過
去
の
デ
l
タ
を
自
由
に
使
い
こ

な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
図
書
館
も
、

社
会
の
す
ぐ
れ
た
記
憶
装
置
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

デ
メ
リ

ッ
ト
と
し
て
は
、
人
び
と
が
過
去
に
縛
ら

れ
す
ぎ
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
歴
史
教
育
を
考
え
て

み
る
と
、
過
去
の
出
来
事
を
覚
え
こ
ま
せ
て
、
そ
こ

を
原
点
に
現
在
の
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
強
い
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
が
時
に
問
題
の
種
に
な
る
。

中
国
や
韓
国
の
歴
史
教
育
は
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
こ
と
が
テ

l
マ
で
す
。
侵
略

し
た
園
を
非
難
す
る
こ
と
が
直
接
の
目
的
で
は
な
く

て
、
そ
れ
を
は
ね
の
け
た
民
族
の
誇
り
が
、
自
分
た

に
犯
し
た
過
ち
は
、
現
在
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
大
事
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
ば
か
り

を
後
ろ
向
き
に
考
え
て
い
た
の
で
は
、
将
来
の
価
値

観
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
社
会
的
な
記
憶
/
忘
却
を
う

ま
く
操
れ
る
か
ど
う
か
は
、
価
値
観
、
生
き
方
、
思

想
の
問
題
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
大
事

な
の
は
、
誰
か
が
事
実
と
し
て
大
事
に
覚
え
て
い
る

こ
と
を
否
定
し
て
は
い
け
な
い
。
事
実
は
す
べ
て
事

実
と
し
て
認
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

事
実
を
事
実
と
し
て
認
め
な
い
(
故
意
に
忘
れ
よ

う
と
す
る
)
と
.
と
う
な
る
か
。
そ
の
事
実
を
知
っ
て

い
る
人
が
現
れ
た
だ
け
で
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
が

ひ
，つ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
け
れ
ど
、
そ
う

い
う
事
実
を
元
々
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
、
そ
う
い
う

事
実
に
こ
だ
わ
る
人
が
現
れ
て
も
自
分
の
価
値
観
は

ひ
っ
く
り
返
ら
な
い
。
強
さ
が
違
い
ま
す
。
重
要
な

事
実
に
は
目
配
り
し
、
な
に
が
大
事
か
は
そ
の
あ
と

自
分
で
決
め
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

い
ま
の
日
本
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
結
局
か
な
わ

な
か
っ
た
と
か
、
経
済
は
発
展
し
た
け
ど
文
化
の
面

は
大
し
た
こ
と
な
い
と
外
国
に
思
わ
れ
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
か
、
集
合
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ

る
た
め
に
、
特
定
の
事
実
に
、
目
を
向
け
ら
れ
な
い
。

目
を
向
け
て
い
な
く
て
も
、
不
安
で
す
か
ら
、
や
は

り
気
に
な
っ
て
い
て
、
結
局
そ
こ
か
ら
先
へ
進
め
な

い
。
意
識
の
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ト

ラ
ウ
マ
と
は
、
忘
れ
よ
う
と
い
う
意
識
は
あ
っ
て
も
、

ち
の
国
家
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
歴
史

を
忘
れ
る
こ
と
で
は
何
も
解
決
し
な
い
|
|
|
こ
れ
が

彼
ら
の
言
い
分
で
す
。
理
屈
が
通
っ
て
い
る
。

日
本
人
は
、
過
去
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
問
題

は
解
決
す
る
と
錯
覚
し
が
ち
だ
。
け
れ
ど
も
、
相
手

を
侵
略
し
た
当
事
者
(
の
子
孫
)
が
、
「
歴
史
を
き
ち

ん
と
記
録
し
す
ぎ
る
と
民
族
間
の
わ
だ
か
ま
り
が
大

き
く
な
る
の
で
、
水
に
流
し
て
仲
よ
く
し
ま
し
ょ
う
」

み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
ま
す
ま
す
問
題
が
大

き
く
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
、
し

か
も
争
い
に
な
ら
な
い
か
た
ち
で
解
決
を
は
か
る
に

は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。

文
字
に
し
て
も
、
そ
の
ほ
か
の
情
報
に
し
て
も
、

記
録
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
技
術
の
進
歩
と
と
も
に
ど
ん

ど
ん
発
達
し
て
い
く
か
ら
、
そ
れ
を
破
壊
し
た
り
消

し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
は
で
き
な
い
相
談
だ
。
そ

れ
を
わ
ぎ
ま
え
る
な
ら
ば
、
解
決
は
、
知
っ
て
い
る

け
ど
気
に
し
な
い
、
覚
え
て
い
る
け
ど
こ
だ
わ
ら
な

い
、
と
い
う
態
度
に
し
か
な
い
。
こ
の
態
度
こ
そ
、

単
に
忘
れ
て
い
る
(
覚
え
て
い
な
い
)
と
い
う
の
と

違
っ
た
、
高
度
な
段
階
の
賢
明
な
「
忘
却
」
だ
と
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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:
忘
れ
る
こ
と
は
、
覚
え
る
こ
と

η

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
記
憶
と
忘
却
は
、
同
じ
コ

イ
ン
の
表
裏
だ
。
情
報
が
保
存
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
て

い
れ
ば
、
そ
れ
は
記
憶
で
す
。
そ
し
て
人
聞
は
、
す

い
や
、
あ
る
か
ら
こ
そ
、
実
は
忘
れ
よ
う
の
な
い
、

心
の
傷
で
す
。

そ
う
い
う
と
き
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
思
い
出
し
た

ほ
う
が
い
い
。
あ
え
て
そ
の
こ
と
に
、
と
こ
と
ん
こ

だ
わ
る
。
そ
う
や
っ
て
問
題
を
解
決
す
れ
ば
、
も
う

ど
う
で
も
よ
く
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
は
じ
め

て
、
ほ
ん
と
う
に
そ
の
こ
と
を
、
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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開
成
中
・
高
か
ら
東
大
へ
、
東
大
大
学
院
を
経
て
、
現
在
は
東
工
大
助
教
授
と
、
一
見
エ
リ
ー
ト
街
道
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
よ
う
に

み
え
る
橋
爪
大
三
部
先
生
。

し
か
し
そ
の
ガ
ン
バ
リ
時
代
は
、
必
ず
し
も
優
等
生
一
直
線
で
は
な
い
。
体
の
弱
か
っ
た
小
学
生
時
代
。

極
度
に
成
績
が
落
ち
込
ん
だ
り
、
遠
距
離
通
学
に
制
約
さ
れ
た
中
高
時
代
。
芝
居
に
あ
け
く
れ
自
分
を
見
失
い
そ
う
に
な
っ
た
学
園

紛
争
下
の
大
学
生
活
。
そ
の
都
度
、
マ
イ
ナ
ス
要
因
を
自
ら
の
糧
に
変
え
て
き
た
先
生
の
ガ
ン
バ
り
に
は
見
習
う
べ
き
点
が
多
い
。

今
回
は
、
社
会
学
の
若
手
旗
手
、
橋
爪
大
三
郎
先
生
に
学
生
時
代
の
思
い
出
と
職
業
選
択
を
中
心
に
、
研
究
者
の
あ
り
方
や
ご
専
門

の
学
問
な
ど
に
つ
い
て
も
お
聞
き
し
て
み
た
。

設
で
も
そ
う
だ
と
思
う
け
ど
、
好
き

な
こ
と
を
仕
事
に
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
d
|

|

高
校
生
の
頃
。
一
人
前
に
思

必
川
を
恥
叫
ん
だ
り
、
小
説
を
書
い
て
い

る
よ
う
な
辿
中
と
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
集

ま
っ
て
、
大
ま
じ
め
に
議
論
し
て
た
。

そ
ん
な
、
僕
の
原
点
と
る
い
え
る
時
代
a

で
も
、
特
に
何
が
し
た
い
と
い
う
具

体
的
な
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
ご
で
、
同
語
、
数
円
1

、
迎
科
、
社
会
、

っ
て
作
で
考
え
た
ら
、
得
意
な
の
は
国

芯
と
批
会
。
た
だ
し

「回
沼
山
」
を
仕
事

に
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
小
説
家
と
か

詩
人
と
か
、
な
ん
と
な
く
浮
き
世
離
れ

し
て
て
大
変
そ
う
で
し
ょ
(
笑
)
。
で

も
、
「
社
A
f
こ
が
仕
事
に
な
る
な
ん
て

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
、
図
苫
館
に
行
っ
て
大
学
の

数
日
竹
刀
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
っ
て
調
べ
た

ら
、
な
ん
と
文
字
ど
お
り

『社
会
学
」

つ
て
の
が
あ
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
l

本
を
借
り
て
帰
っ
た
ら
、
お
も
し
ろ
い
。

こ
れ
な
ら
で
き
そ
う
だ
、
っ
て
思
っ
た

ん
で
す
ね

3

心
県
学
だ
と
か、

ほ
か
の

4
1
1
1
1q1

J
4
4E広
v
d
J

ヰ
1
・2
・j
J.
4
r
J
J
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棚
の
本
も
見
た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
社

会
学
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
。

ち
ょ
う
ど

日
本
に
ア
メ
リ
カ
流
の
社
会
学
が
輸
入

さ
れ
て
、
狼
づ
き
始
め
た
時
代
。
社
会

学
の
本
を
読
ん
だ
ら
、
執
筆
者
の
ほ
と

ん
ど
が
東
大
の
先
生
だ
っ
た
の
で
、
そ

こ
に
行
け
ば
勉
強
が
で
き
る
と
思
い
、

東
大
の
文
皿
に
進
学
。
そ
れ
が
、
出
発

で
し
た
。

東京工業大学助教授・社会学者

と
い
っ
て
も
、
大
学
の
学
生
時
代
は
、

ほ
と
ん
ど
授
業
な
ん
て
出
席
せ
ず
に
終

わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど
(
笑
)
。

と
い
う
の
も
、
入
試
が
終
わ
っ
た
時
に

考
え
た
ん
で
す
。
小
学
、
中
学
、
高
校

と
、
ま
あ
今
ほ
ど
じ
ゃ
な
い
に
し
て
も
、

受
験
、
受
験
と
い
う
環
境
の
中
で
育
っ

て
、
受
験
以
外
の
い
ろ
ん
な
こ
と
を
切

り
捨
て
て
き
た
。
で
も
、
本
当
は
そ
の

中
に
こ
そ
、
大
事
な
も
の
が
あ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
を
取
り
戻
す
な
ら
、

た
ぶ
ん
今
し
か
な
い
、
と
。

で
、
始
め
た
の
が
、
お
芝
居
。
そ
し

た
ら
、
練
習
が
仕
し
く
て
大
学
ど
こ
ろ

じ
ゃ
な
い
。
お
ま
け
に
、
二
年
の
時
に

東
大
紛
争
が
始
ま
っ
て

3

だ
か
ら
、
本

当
に
勉
強
を
始
め
た
の
は
、
大
学
院
に

進
ん
で
、
修
士
諭
文
を
芯
く
段
階
に
な

っ
て
か
ら
で
す
よ
二

し
か
し
、
あ
の
時
代
こ
そ
、

今
に
つ

な
が
る
貴
重
な
'
も
の
を
学
べ
た
よ
う
な

気
が
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
身
体
で
何

か
を
表
現
す
る
と
い
う
の
は
、
頭
で
わ

か
っ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別

な
ん
だ
っ
て
ご
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ

て
、
モ
ノ
の
見
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
、
お
芝
居
と
い
う
の
は
、
い
わ

ば
普
通
じ
ゃ
な
い
状
態
を
人
工
的
に
作

り
出
す
も
の
で
す
か
ら
、
逆
に
イ
ヤ
と

い
う
ほ
ど
自
分
の
癖
や
臼
常
が
自
覚
さ

せ
ら
れ
る
ん
で
す

3

係
限
状
態
の
人
聞

が
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
れ
ば
、
普
通
の

状
態
の
人
聞
が
ど
う
い
う
も
の
か
も
わ

か
る
。
社
会
学
の
研
究
に
も
、
大
い
に

通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
ョ

ま
あ
、
そ
ん
な
学
問
的
な
話
は
、
い

ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
す
る
と
し
て
。
現

代
は
、
学
者
の
世
界
も
実
力
主
義
。
昔

の
よ
う
に
、
年
季
を
積
ん
だ
学
者
と
、

そ
う
で
な
い
素
人
の
境
界
が
、
ほ
と
ん

ど
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
c

ハ
y

タ
リ

な
ん
て
効
か
な
い
ん
で
す
。
要
は
、
そ

の
人
亦
ち
ゃ
ん
と
中
身
を
持
っ
て
い
る

か
ど
う
か
。

こ
れ
か
ら
の
苦
い
人
た
ち
。
ど
ん
な

道
を
め
ざ
す
に
し
ろ
、
世
間
体
な
ん
て

気
に
し
な
い
で
い
い
か
ら
、
や
ら
な
く

て
い
い
こ
と
は
や
ら
な
い
、
や
る
べ
き

こ
と
は
し
っ
か
り
や
る
こ
と
が
、
な
に

よ
り
肝
心
だ

3

ち
ち
ろ
ん
、
何
を
や
ら

な
き
ゃ
い
け
な
い
か
も
自
分
で
決
め

る
$
ど
う
か
、
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い

ね

/ 

H 

小

学

時

代

小
学
校
の
こ
ろ
は
、
普
通
の
子
で
し

た
が
、
本
を
読
ん
で
い
た
ん
で
、
学

校
は
面
白
く
な
か
っ
た
。
読
ん
で
知

っ
て
い
る
こ
と

J

ば
か
り
だ
っ
た
。
あ

ま
り
体
が
丈
夫
じ
ゃ
な
く
て
、
家
で

本
を
読
む
子
で
し
た
か
ら
ね
。

L9 ~j3. 3. 1先行

中
学
時
代
、
成
績
が
落
ち
込
ん
で
:
・

中
三
の
夏
休
み
前
か
ら
心
を
入
れ
換

え
ま
し
て
ね
。
今
ま
で
や
ら
な
か
っ

た
予
習
を
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
3

そ
れ
ま
で
、
学
校
で
習
っ
て
か
ら
勉

強
す
れ
ば
い
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い

た
ん
で
す
よ
コ
そ
れ
じ
ゃ
間
に
合
わ

な
い
っ
て
こ
と
が
わ
か
っ
た
っ
掻
業

を
受
け
る
前
に
芙
一
語
の
単
語
を
調
べ

る
く
ら
い
は
や
っ
て
た
ん
で
す
が
、

他
の
こ
と
は
何
も
や
っ
て
な
か
っ
た
。

予
習
す
る
と
、
効
果
あ
り
ま
す
よ
。

ま
ず
授
業
が
よ
く
わ
か
る
で
し
ょ
。

問
題
も
全
部
解
い
て
あ
る
か
ら
、
三

回
、
四
回
習
う
の
と
同
じ
で
す
か
ら

3

通
学
時
間
の
関
係
で
ど
ん
な
に
頑
張

っ
て
も
家
で
机
の
前
に
座

っ
て
ら
れ

る
時
聞
が
三
時
間
半
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。
そ
の
時
間
全
部
、
勉
強
で
き
る

わ
け
な
い
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と

後
の
時
間
は
ど
う
し
よ
う
か
と
い
う

と
、
帰
り
の
電
車
の
な
か
で
理
科
や

社
会
の
復
習
を
し
て
、
行
き
は
英
語

と
か
ね
。
そ
れ
で
、
何
年
か
か
か
っ

て
取
り
戻
し
ま
し
た
。
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プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

は
し
づ
め
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
。

一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
社

会
学
科
卒
業

3

同
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修

了
。
現
在
、
東
京
工
業
大
学
工
学
部
助
教
綬
。

士
一
な
著
書
に
一
は
じ
め
て
の
清
造
主
義
」

(
講
談
社
現
代
新
書
)
一
言
語
ゲ
ー
ム
と
社

会
理
論
二
仏
教
の
言
説
戦
箱
二
現
代
思
想

は
い
ま
何
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
一
(
と
も

に
勤
草
書
一
房
)
。

『
一
冒
険
と
し
て
の
社
会
科

学
一
(
毎
日
新
聞
社
)
一
口
民
主
主
義
は
最
高

の
政
治
制
度
で
あ
る
一
(
現
代
書
館
V

な
ど

が
あ
る
c

「

プ

レ

ゼ

ン
ト

J

一
橋
爪
大
三
郎
先
生
の
著
書
『
は
じ
め
一

一
て
の
棒
造
主
義
」
を
五
名
の
方
に
プ
レ
一

一
ゼ
ン
ト
。
投
稿
用
ハ
ガ
キ
で
申
し
込
ん
一

一
で
く
だ
さ
い。

一

一
「
私
の
ガ
ン
バ
り
時
代
」
十
二
月
号
一
者
一

一書
プ
レ
ゼ
ン
ト
(
荷
増
誇
夫
さ
ん
)
の
一

一当
選
者
は
、
今
月
号
の
当
選
考
発
表
と
一

一一

緒
に
、
五
月
号
の
こ
の
欄
で
紹
介
さ
一

一せ
て
い
た
だ
き
ま
す

3

一

「

I

l

l

-

'

1

1

1

1

」

9 司令

7 
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ラ公一

自由に制度を変えたり作ったり
していける時代が
やってこようとじG喝。

今こそ社会科学を
選んで損ばな、九

/タダゴーIJ-

だ
け
ど
、

問
題
も
答
え
も
自
分
、
て
み
つ
け
ろ
と
い
わ
れ

て
も

雲
を
つ
か
む
よ
う
で
す
よ
ね
。

そ
司
』
で
だ
い
た
い
、

次
の
三
つ
の
点
に
注
意
し
て
勉
強
し
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ

う
ね
。

増進会出版社

一
つ
は
、
古
典
を
読
む
と
い
う
こ
と
。
道
な
き
道
を
歩

い
て
、
自
分
て
問
題
を
考
え
、
自
分
で
解
答
を
み
つ
け
て

い
っ
た
先
人
た
ち
が
い
る
わ
け
で
す
。
彼
ら
の
書
い
た
も

の
(
古
血
ハ
)
を
読
ん
で
い
く
こ
と
。
先
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
業
績
に
直
後
あ
た
る
と
い
う
こ
と
は
、
高
校
生
ま
で
は

や
っ
て
い
な
い
は
ず
で
す
。
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
有
名

な
本
の
名
前
ベ
ら
い
は
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け

E
。

大
学
に
入
っ
た
ら
、
自
分
で
直
接
読
む
こ
と
。
大
学
の
図

書
館
に
行
け
ば
本
は
ご
ろ
ご
ろ
あ
る
か
ら
ね
。

二
番
目
は
、
理
論
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
。
た
と
え
ば
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
本
を
見
れ
ば
、
質
量
と
か
加
速
度
と
か
が

定
義
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
理
解
し
、
さ
ら
に
微
分
と
か

も
勉
強
す
る
と
物
体
の
運
動
が
わ
か
る
。
理
論
を
理
解
す

れ
ば
、
物
理
学
が
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
理
論

が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
物
理
学
は
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
よ

う
に
、
社
会
科
学
に
だ
っ
て
い
く
つ
か
理
論
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
を
マ
ス
タ
ー
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
は

や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

高
校
ま
で
は
、
理
論
の
結
果
を
か
み
く
だ
い
て
教
え
て

く
れ
て
い
た
だ
け
で
、
全
部
を
一
か
ら
組
み
立
て
て
は
い

な
い
ん
で
す
よ
。
大
学
で
は
、
一
か
ら
組
み
立
て
て
全
部

理
解
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
本
物
の
理
論
を
自
分
の
頭
の

中
に
組
み
立
て
る
、
そ
れ
が
二
番
目
。
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技
術
を
身
に
つ
け
る
と
い
、
う
こ
と
。
専
門

家
に
な
ろ
う
と
す
る
人
な
ら
、
そ
の
道
で
生
き
て
い
け
る

技
術
を
身
に
つ
け
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
物
理
学

や
化
学
を
や
ろ
う
と
い
う
人
な
ら
、
実
験
が
で
き
る
よ
う

に
な
ら
な
け
れ
ば
ダ
メ
で
し
ょ
。
薬
品
を
買
っ
て
き
て
、

教
科
書
に
載
っ
て
る
反
応
を
自
分
で
起
こ
せ
な
き
ゃ
。
そ

れ
が
で
き
て
は
じ
め
て
製
薬
会
社
と
か
に
就
職
で
き
る
わ

け
。
商
学
部
だ
っ
た
ら
、
簿
記
を
や
っ
て
財
務
表
が
読
め

る
よ
う
に
な
ら
な
き
ゃ
ダ
メ
。
法
学
部
だ
っ
た
ら
法
律
が

三
番
目
は
、

わ
か
ら
な
き
ゃ
。

社
会
学
な
ど
に
は
、
調
査
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
ア

ン
ケ
ー
ト
を
配
っ
て
集
計
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
か

け
て
分
析
す
る
。
こ
れ
を
一
度
キ
チ
ン
と
自
分
で
や
っ
て

み
る
。
そ
う
い
う
の
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、
専
門
家
と
し
て

の
力
を
つ
け
て
い
く
わ
け
。

そ
う
い
う
三
つ
の
点
を
お
さ
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
こ

ろ
が
、
高
校
ま
で
の
社
会
科

t
、
社
会
科
学
の
違
い
で
す

ね
。
み
ん
な
試
験
を
解
く
た
め
の
勉
強
し
か
し
て
こ
な

か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
や
り
か
た
が
違
っ
て
と

ま
ど
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
正
解
が
あ
る
用
題
を

解
く
の
が
う
ま
い
か
ら
と
い
っ
て
、
大
学
で
の
勉
強
が
う

ま
く
い
く
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
よ
。
必
要
と
さ
れ
る
の
は

別
の
才
能
、で
す
か
ら
。
ハ
ッ
キ
リ
い
う
と
全
然
関
係
な
い

ん
だ
。
だ
か
ら
高
校
の
試
験
の
点
数
が
あ
ん
ま
り
パ
ッ
と

し
な
か
っ
た
人
に
こ
そ
、
大
学
、
て
伸
び
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ

る
ん
で
す
。

一
答
え
も
聞
い
も
自
分
て
み
つ
け
る

一
そ
れ
が
社
会
科
学
だ
!

一
MEt-高
校
ま
で
の
社
会
科
の
勉
強
と
、
大
学
で
学
ぶ
社

「
川
川
L
会
科
学
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

高
校
ま
で
の
勉
強
は
、
は
っ
き
り
い
う
と
受
験
勉
強
で
し

た
。
受
験
勉
強
と
大
学
で
の
勉
強
は
、
根
本
的
に
違
い
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
答
え
の
あ
る
問
題
を
勉
強
す
る
、
こ
れ

が
高
校
ま
で
。
大
学
の
勉
強
は
、
答
え
は
な
い
け
れ
ど
問

題
が
あ
る
、
な
ん
て
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
社
会
科
学

に
か
ぎ
ら
ず
、
自
然
科
学
も
そ
う
な
ん
で
す
。

社
会
科
に
は
教
科
書
が
あ
っ
た
で
し
ょ
。
教
科
書
を
覚

え
て
答
え
る
の
が
勉
強
だ
っ
た
。
社
会
科
学
は
そ
う
で
は

な
L

。
た
だ
、
社
会
科
学
の
中
、
て
も
教
科
書
み
た
い
な
も
の
が

あ
る
分
野
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
経
済
学
。
い
ち
お
う

基
本
的
な
も
の
の
考
え
か
た
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を

い
ろ
い
ろ
応
用
し
て
い
く
わ
け
。

い
っ
ぽ
う
社
会
学
と
か
に
は
、
そ
う
い
っ
た
教
科
書
は

な
い
。
世
の
中
の
こ
と
は
、
な
ん
で
も
社
会
学
の
問
題
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
経
済
学
に
し
て
も
、
教
科
書

だ
け
見
て
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
答

え
は
自
分
で
み
つ
け
ろ
、
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
問
題

も
自
分
で
み
つ
け
ろ
、
こ
れ
が
社
会
科
学
を
学
ぶ
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。

はしづめだいさぶろう
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一
社
主
法
則
と
自
然
法
則
の

一
違
い
を
お
さ
え
て
お
旨
』
う

U
E社
会
科
学
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
最
低
限
お
さ
え

「
1
1
L
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

伝一
ま
ず
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学
を
比
べ
て
み
ま
す
。
あ
る

現
象
の
法
則
牲
を
解
明
し
よ
う
、
で
き
れ
ば
結
果
を
事
前

に
予
測
し
て
人
類
の
幸
せ
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
の
は
共

通。

E
ち
ら
も
法
則
性
を
取
り
出
す
こ
と
を
目
的
に
す
る
。

じ
ゃ
あ
、
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
自
然
現

象
の
法
則
性
と
い
う
の
は
、
人
聞
が
決
め
た
ん
じ
ゃ
な
い

わ
け
。
は
じ
め
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何

回
実
験
し
て
も
結
果
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
社
会
現
象
の
法
則
性
は
歴
史
的
な
も

の
な
ん
で
す
。
歴
史
的
だ
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
「
変

わ
っ
ち
ゃ
う
」
と
い
う
こ
と
。
時
代
に
よ
っ
て
も
、
社
会

に
よ
っ
て
も
違
っ
ち
ゃ
・
フ
。
普
通
、
変
わ
ら
な
い
も
の
を

法
則
と
い
う
は
ず
だ
か
ら
、
な
ん
だ
か
お
か
し
い
で
し
ょ
。

た
と
え
ば
、
経
済
学
の
市
場
法
則
。
「
需
要
が
多
い
と
物

の
値
段
が
上
が
る
・
:
」
と
い
う
ヤ
ツ
ね
。
こ
う
い
う
市
場

法
則
は
、
よ
く
考
え
る
と
大
昔
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
こ
二
百
年
く
ら
い
、
資
本
主
義
社
会
の
中
で
、
は
っ

き
り
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
法
則
な
わ
け
で
す
ね
。
し

か
も
、
今
だ
っ
て
世
界
中
E
こ
で
も
通
用
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
社
会
科
学
の
法
則
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で

/ダダ3一/よ「

バランスのとれた社会常識と

問題を理解し説明ナる能力、

それをしっかり身につける。

尚
一P

歴
史
的
|
文
化
的
な
も
の
な
ん
で
す
。

歴
史
的
|
文
化
的
な
法
則
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
変
え

て
い
う
と
、
実
は
制
度
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
人
聞
が
決

め
た
も
の
な
ん
だ
。
直
接
、
法
則
そ
決
め
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
で
す
け
ど
、
み
ん
な
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
ま
し
ょ
う
と

決
め
る
と
、
何
ら
か
の
法
則
が
で
き
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

み
ん
な
が
財
産
を
持
っ
て
い
て
、
労
働
力
は
自
由
に
売
っ

て
よ
い
、
銀
行
は
お
金
を
貸
し
て
く
れ
る
:
と
い
う
こ
と

を
制
度
と
し
て
決
め
る
と
、
資
本
主
義
社
会
の
市
場
法
則

が
自
然
に
で
き
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

社
会
法
則
が
成
り
立
つ
前
提
に
、
必
ず
制
度
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
資
本
主
義
っ
て
ど
う
や
っ
て
で
き
た
の
か
。

日
本
人
が
作
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
日
本
人
は
真

似
し
た
だ
け
だ
。
作
っ
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
す
。
イ

ス
ラ
ム
教
徒
も
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
も
、
儒
教
徒
も
作
ら
な

か
っ
た
の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
け
が
資

本
主
義
守
作
っ
た
わ
け
。
だ
っ
た
ら
、
資
本
主
義
の
出
発

点
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
な
伝
統
が
あ
る
は
ず
だ
。

そ
こ
ま
で
わ
か
っ
て
お
か
な
い
と
、
い
き
な
り
資
本
主
義

を
ロ
シ
ア
で
や
ろ
う
と
し
て
全
然
う
ま
く
い
っ
て
な
い
理

由
が
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
中
園
、
て
は
政
治
は
民
主

化
し
て
な
い
け
ど
、
経
済
は
発
展
し
て
い
る
、
な
ぜ
だ
ろ

う
?
そ
う
い
う
応
用
問
題
が
解
け
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
、
社
会
現
象
の
法
則
性
を
研
究
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
法
則
性
の
根
了
』
に
制
度
(
あ
る
い
は
文

化
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
と
か
な
き
ゃ
い
け
ま

せ
ん
。

句
、4
3
刻
、
民

g
苫
王
宮
Z

C

42

.
、

、Lv-F
ぉ

市民社会ば自由なはずだけど、

今まて〕まもっとも

自由じゃなかったて。しょ。
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一
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に

一
そ
れ
ぞ
れ
の
適
性

コU
U社
会
科
学
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
中
身
は
法
学
・

一
d
司
一
政
治
学

・
経
済
学
・
社
会
学
と
わ
か
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
わ
か
れ
て
き
た
の
で
す
か
。

社
会
科
学
は
、
今
か
ら
二
百
年
前
く
ら
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
作
ら
れ
た
市
民
社
会
と
一
緒
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
な

の
で
す
。

市
民
社
会
は

E
う
い
う
約
束
ご
と
で
で
き
て
い
る
社
会

か
と
い
う
と
、
一
番
根
本
に
あ
る
の
は
自
由
と
い
う
こ
と

で
す
。
い
っ
た
い
何
が
自
由
な
の
か
と
い
う
と
、
個
人
の

考
え
や
行
動
が
自
由
な
ん
で
す
。
何
を
考
え
て
も
い
い
し
、

E
う
行
動
し
て
も
よ
い
。
そ
う
い
う
前
提
で
は
じ
ま
る
社

会
が
市
民
社
会
。
こ
れ
だ
と
個
人
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
都

合
が
い
い
で
す
ね
。

で
も
、
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が

自
由
だ
っ
た
ら
、
み
ん
な
バ
ラ
バ
ラ
に
無
秩
序
に
な
っ
て

、.

社
会
が
解
体
し
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
伝
統
的
な
社
会

で
は
一
人
ひ
と
り
は
非
常
に
不
自
由
で
す
。
お
父
さ
ん
が

大
工
だ
っ
た
ら
息
子
も
大
工
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
シ
キ
タ

リ
で
が
ん
じ
が
ら
め
。
個
人
は
不
自
由
な
ん
だ
け
ど
、
社

会
全
体
は
う
ま
く
い
く
に
決
ま
っ
て
い
る
。
で
も
、
自
由

な
市
民
社
会
の
ほ
う
は
、
う
ま
く
い
く
保
証
が
な
い
。
そ

れ
で
も
な
ん
と
か
う
ま
く
い
〈
、
と
い
う
の
は
不
思
議
だ
。

そ
ニ
で
よ
l
く
考
え
て
み
る
と
、
法
律
と
い
う
の
が
あ

る
。
個
人
は
自
由
な
ん
だ
け

E
、
法
律
は
守
ん
な
き
ゃ
い

け
な
い
。
行
動
の
規
準
と
い
う
も
の
が
、
あ
ら
か
じ
め
法

律
と
い
う
か
た
ち
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ

か
ら
市
民
社
会
で
は
、
自
由
と
秩
序
が
両
立
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

法
律
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
の
空
手
形
に
な
っ
た

ん
じ
ゃ
い
け
な
い
か
ら
、
そ
の
法
律
を
実
行
に
移
し
て
、

実
際
に
政
治
を
行
な
う
主
体
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

が
政
府
で
す
。
そ
し
て
、
法
律
を
守
る
か
ぎ
り
、
個
人
や

企
業
は
自
由
に
活
動
し
て
金
営
も
う
け
て
い
い
。

市
民
社
会
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
法
律
・
政
治
・
経
済

と
い
う
の
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
動
く
と
い
う
約
束
、
で
で

き
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
法
学
、
政
治
学
、
経
済
学
と
い
う

学
問
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
サ
ッ
カ
ー
に
も
こ
ぼ
れ
玉
を
拾
う
ス
イ
l
バ

!

と
い
う
選
手
が
い
る
け

E
、
そ
れ
と
同
じ
で
、
そ
う
い
う

ふ
う
に
キ
チ
ッ
と
学
聞
を
わ
け
ち
ゃ
'
フ
と
こ
ぼ
れ
玉
が
け
っ

ニ
う
出
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
始
末
す
る
「
何
で
も
屋
」

の
学
聞
が
社
会
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
で
し
ょ
う
か
。

同
じ
社
会
科
学
と
は
ド
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に

は
適
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
と
・
叫
ん
ぱ
法
学
だ
と
、
法
律
的
な
考
え
か
た
の
で
き
る

人
じ
ゃ
な
い
と
な
か
な
か
実
に
な
ら
な
い
。
法
律
は
条
文

な
ん
で
す
が
、
条
文
だ
け
理
解
し
て
も
ダ
メ
な
ん
で
す
。

条
文
を
条
文
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
横
暴

な
大
家
さ
ん
が
、
間
借
り
人
を
追
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
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間
借
り
人
の
ほ
う
も
家
賃
を
滞
納
し
て
た
り
す
る
、

き
て

E
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
」
と
い
う
具
体
的
な
状
況

そ
う
い
う
人
が

φ
J
H
F

』、

を
読
み
取
っ
て
真
剣
に
考
え
ち
ゃ
う
人
、

法
学
に
向
い
て
い
る
わ
け
。

自
分
に
は
直
接
関
係
な
い
け

E
A
さ
ん
と
B
さ
ん
が
す
ご
く
モ
メ
ち
ゃ
っ
て
る
場
合
、

ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
親
身
に
な
っ
て
考
え
る

こ
と
の
で
き
る
タ
イ
プ
。
「
ど
う
て
も
い
い
じ
ゃ
ん
」
な
ん

て
思
っ
ち
や
っ
た
ら
法
律
な
ん
て
勉
強
で
き
な
い

笑

経
済
や
り
た
い
人
な
ら
、

タ
メ
。

多
少
は
数
学
が
で
き
な
い
と

大
学
に
人
っ
て
か
ら
、

さ
ら
に
数
学
の
勉
強
を
続

け
る
く
ら
い
の
気
持
ち
て
い
て
ち
ょ
う
ど
い
い
。

経
済
学

部
志
望
の
人
は
、
「
文
系
だ
か
ら
数
学
や
ら
な
〈
て
い
い
や
」

と
は
問
述
っ
て
も
思
わ
な
い
こ
と
。
実
際
に
は
数
学
が
あ

ま
り
で
き
な
く
て
も

そ
う
い
う
覚
悟
が
ち
ゃ
ん
と
あ
れ

ぱ
何
と
か
な
り
ま
す
。

タ公
そ
れ
か
ら
社
会
学
の
場
合
は
、

人
間
に
対
す
る
雑
学
的

な
興
味
、

好
奇
心
が
必
要

0

・て
も
そ
れ
だ
け
だ
と
ち
ょ
っ

も
う
少
し
冷
静
に
物
事

を
ゆ
っ
く
り
考
え
る
タ
イ
プ
の
人
が
い
い
か
な
。

と
オ
タ
ク
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、

ノダダ'3-/，3← 

一
人
文
科
学
と
社
会
科
学
ば

一
い
っ
た
い
ど
こ
が
違
う
の
?

「

U
U文
系
の
学
聞
は
一
般
に
、
社
会
科
学
(
法
律

・
政

ヮ
!
一
治
・
経
済
・
社
会
な
ど
)
と
人
文
科
学
(
哲
学
・

文
学
・
歴
史
・
心
理
学
な
ど
)
に
わ
け
ら
れ
て
い
ま
す
よ

ね
。
人
文
と
社
会
と
は
、

ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

L
J
''q叶
一

J
A
V
Ze
t-

-
-
e
JM

守‘
d
a
h
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-

a
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第
二
の
時
期
は
、
そ
の
背
伸
び
を
い
か
に
や
め
る
か
と

い
う
時
代
で
、
結
果
的
に
日
本
が
経
済
大
国
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
終
わ
っ
た
。
経
済
大
国
に
な
る
と
い
う
の
は
、

要
は
、
軍
事
大
国
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
冷

戦
の
も
と
で
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
の
二
大
軍
事
大
国
が
あ
っ

て
、
ほ
か
の
国
は
軍
事
大
国
に
な
っ
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た
。

じ
ゃ
あ
何
を
や
れ
ば
い
い
か

t
い
う
と
、
経
済
大
国
に
な

る
し
か
な
い
。
日
本
は
そ
の
道
の
優
等
生
。
自
由
主
義
世

界
は
ニ
ん
な
に
繁
栄
し
ま
す
と
い
う
こ
と
を
、
中
国
や
ソ

連
に
み
せ
つ
け
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
黙
認
の
も
と
に

繁
栄
し
て
た
わ
け
。
自
由
主
義
社
会
の
シ
ョ

ー
ウ
イ
ン
ド

ウ
で
す
。
で
も
、
そ
の
歴
史
的
な
役
割
は
も
う
終
わ
っ
た
。

中
国
は
市
場
経
済
、
つ
ま
り
資
本
主
義
を
ど
ん
ど
ん
導
入

し
て
い
る
し
、
ソ
連
は
も
う
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
う

い
う
世
界
情
勢
の
大
変
動
の
も
と
で
、
日
本
国
内
も
今
、

大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
ね
。

日
本
の
政
治
は
戦
後
ず
っ
と
、
ま
ず
自
民
党
が
あ
っ
て

そ
の
次
に
社
会
党
が
あ
っ
て
、
あ
と
そ
の
他

t
い
う
枠
組

み
で
や
っ
て
き
た
で
し
ょ
。
自
民
党
は
も
と
も
と
違
っ
た

い
ろ
ん
な
政
党
が
集
ま
っ
て
、
過
半
数
に
な
る
よ
う
に
作
っ

た
政
党
な
の
で
す
。
簡
単
に
い
う
と
、
社
会
党
や
共
産
党

に
政
権
を
わ
た
さ
な
い
た
め
の
政
党
な
の
。
だ
か
ら
一
九

五
五
年
の
保
守
合
同
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
自
民
党
政
権
が

続
い
て
き
た
。
で
も
、
も
う
冷
戦
が
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
自
民
党
と
社
会
党
の
歴
史
的
使
命
は
終

わ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
だ
か
ら
、
近
い
う
ち
に
政
党
の
再

編
は
必
ず
起
・
』
り
ま
す
。

人
文
と
社
会
を
あ
ま
り
厳
密
に
わ
け
で
考
え
る
必
要
は
全

然
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
強
い
て
い
う
と
、
「
人
間
に
対
す

る
興
味
」
と
「
社
会
に
対
す
る
興
味
」
は
微
妙
に
違
い
ま

す
。人

文
科
学
と
い
う
の
は
、

こ
だ
わ
る
。

人
間
一
人
ひ
と
り
の
違
い
に

文
学
っ
て
そ
う
で
す
ね
。

一
人
ひ
と
り
違
わ

逆
に
後
者
だ
け
だ
っ
た
ら
、

一
人
ひ
と
り
の
違
い
を
考
え

-・・特集/社会科学入門199307 /Serio..... -・・ 1~泊307/Serioインタビュー橋爪太三邸……

な
け
れ
ば
文
学
な
ん
て
必
要
な
い
。

作
家
が
違
い
、

登
場

一
人
ひ
と
り
の
感
受
性
が

文
学
や
芸
術
に
意
味
が
あ
る
。
心
理
学
と
か

個
性
と
か
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
が
大

き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

人
物
が
違
い
、

読
者
が
違
い
、

ー
苧
フ
か
ら
、

に
し
て
も
、

文
学
か
ら
心
理
学
ま
で
、

人
間
一
人
ひ
と
り
の
違
い
が
問
題
に
な
る
学
問
が
人
文
系

の
学
問
だ
と
い
え
る
、
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
、

社
会
科
学
の
ほ
う
は
、

一
人
ひ
と
り
は

も
ち
ろ
ん
違
う
ん
だ
け
ど
そ
れ
は
お
い
と
い
て
、

ど
ん
な

人
間
で
も
最
低
限
、
』
ん
な
行
動
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
共
通
項
で
く
く
っ
て
い
く
。
法
律
な
ん
か
そ
う
で

す
ね
。

A
さ
ん
が
泥
棒
し
で
も
B
さ
ん
が
泥
棒
し
て
も
同

じ
だ
と
い
う
見
か
た
で
法
律
は
で
き
て
い
る
。

文
学
だ
っ

た
ら
、

A
さ
ん
の
泥
棒
と
B
さ
ん
の
泥
棒
は
こ
ん
な
に
違

う
っ
て
な
唱
』
と
を
考
え
る
わ
け
だ
。

A
さ
ん
が
人
の
物
を

盗
ん
だ
動
機
は
非
常
に
深
い
が
、

B
さ
ん
の
や
っ
た
盗
み

は
実
に
く
だ
ら
な
い
、

と
カ・

笑

結
局
ね
、

一
人
ひ
と
り
の
違
い
に
着
目
す
る
と
い
う
こ

、

'
と
!
と

共
通
項
で
く
く
っ
て
い
く
こ
と
、

こ
れ
は
両
方
必

要
な
ん
で
す
よ
。
前
者
だ
け
だ
っ
た
ら
、

も
み
つ
け
ら
れ
な
い
で
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ヤ
な
ま
ま
で
し
ょ
。

な
ん
の
法
則
性

政
治
が
変
わ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
今
ま
で
議

論
だ
け
は
さ
れ
て
い
た
け
ど
、
み
ん
な
諦
め
て
い
た
よ
う

な
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
要
求
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。
今
ま
で
の
政
治
は
、
地
方
で
橋
を
通
す

と
か
、
米
価
が
ど
う
だ
と
か
、
中
小
企
業
に
金
を
よ
こ
せ

と
か
、
そ
う
い
っ
た
要
求
だ
け
で
動
い
て
き
た
。
都
会
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
、
そ
の
予
備
軍
で
あ
る
大
学
生
た
ち
の

権
利
主
張
が
通
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
で
も
、
こ

れ
か
ら
は
そ
う
で
は
な
く
な
る
。

戦
後
五

0
年
間
、
日
本
を
作
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
大

枠
は
動
か
な
い
こ
と
が
前
提
で
し
た
。
平
和
憲
法
は
絶
対
、

自
民
党
政
権
も
絶
対
、
全
部
ガ
チ
ガ
チ
に
決
ま
っ
て
て
動

き
ょ
う
が
な
か
っ
た

0

・
て
も
、
こ
れ
か
ら
は
動
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
社
会

制
度
を
作
っ
て
い
け
る
時
代
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
法
学

部
の
人
た
ち
は
、
た
だ
法
律
を
解
釈
し
て
い
る
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
法
律
ぞ
作
れ
ば
い
い
。
経
済
学
部
・
経
営
学
部

の
人
た
ち
は
自
分
た
ち
で
会
社
を
作
れ
ば
い
い
。
社
会
学

の
人
た
ち
だ
っ
て
、
新
し
く
い
ろ
ん
な
問
題
を
み
つ
け
て

く
れ
ば
そ
れ
を
解
決
し
て
い
け
る
時
代
に
な
る
。
大
、
ぜ
な

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
広
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

自
由
な
市
民
社
会
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
絵
に
描
い
た

餅
だ
っ
た
。
今
か
ら
は
、
自
由
が
自
分
た
ち
の
手
の
中
に

入
っ
て
き
ま
す
。
自
由
に
制
度
を
変
え
た
り
作
っ
た
り
し

て
い
け
る
時
代
が
や
っ
と
こ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
、

す
な
わ
ち
、
今
こ
そ
社
会
科
学
ぞ
選
ん
で
損
は
な
い
と
い

う

こ

と

な

の

で

す

。

。

な
い
か
ら
実
に
荒
っ
ぽ
い
議
論
に
な
っ
ち
ゃ
・
フ
。
だ
か
ら
、

社
会
科
学
を
や
る
に
し
ろ
人
文
科
学
を
や
る
に
し
ろ
、
両

バ
ラ
ン
ス
が
大
事
で
す
ね
。
か

方
の
視
点
が
必
要
で
す
。

た
っ
ぽ
う
に
全
然
興
味
が
な
い
と
い
う
の
な
ら
、

学
聞
を

す
る
の
は
ち
ょ
っ
と
や
め
た
ほ
う
が
い
い
か
も

笑

ヤ
マ
社
会
科
学
を
志
す
意
義

U
山
}
今
の
時
代
に
、
社
会
科
学
を
学
ぶ
意
義
と
は
何
で

一
a司
一
し
よ
う
か
。

私
が
思
う
に
、
近
代
以
降
の
日
本
は
、
三
つ
の
時
期
に
わ

か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
時
期
は
一
八
六
八
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
。
第
二
の
時
期
は
一
九
四
五
年
か
ら
一

九
九

O
年
ま
で
。
そ
し
て
第
三
の
時
期
は
一
九
九

O
年
か

ら
、
つ
ま
り
今
始
ま
っ
た
ば
か
り
な
の
で
す
。

第
一
の
時
期
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
あ
ま
り
の
違

い
に
あ
せ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
日
本
人
ら
し
く
な
い
こ
と

を
や
っ
た
時
代
。
ま
ず
強
力
な
中
央
集
権
国
家
を
作
っ
て
、

天
皇
は
神
で
あ
る
み
た
い
な
無
茶
を
い
う
。
あ
げ
く
の
は

て
に
は
「
ほ
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
タ
ク
ア
ン
の
し
っ
ぽ
を
か
じ
り
な
が
ら
戦
艦
大
和

を
造
っ
た
り
、
無
理
に
背
伸
び
を
し
て
が
ん
ば
っ
た
時
代
。

こ
れ
は
専
門
用
語
で
い
う
と
、
開
発
独
裁
と
い
っ
て
、
イ

ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
大
統
領
の
政
治
体
制
と
同
じ
で
す
。
世

界
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
日
本
で
も
起
こ
っ
た
わ
け
。

社会科が好きだったのて、

名前の似ている

社会学を選んだわけてナ(笑)。
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慾
法
は
タ
ブ
ー
で
は
な
い
と
い
う
・
』

t

な
ん
で
す
。
恕
法
を
守
る
と
い
う
こ

t

は
、
白
分
た
ち
の
作
っ
た
恕
法
を
守
る

t
い
う
こ

t
で
し
ょ
う
。
な
の
に
、
日

本
国
慾
法
の
成
り
立
ち
ゃ
い
ろ
い
ろ
な

耶
併
で
、
こ
の
慾
法
が
自
分
た
ち
の
も

の
だ
と
い
う
実
感
が
乏
し
い
ん
で
す
よ

ね
。
慾
法

t
い
う
も
の
が
あ
る
ら
し
い
、

み
た
い
な
怒
じ
で
」

慾
法
門
事
な
ん
て
素
人
に
は
つ
〈
れ

な
い
。
り
れ

E
も
、
慾
法
に
つ
い
て
議

論
す
る
・』

t
自
体
に
は
な
味
が
あ
る
。

恕
法
に
実
感
が
わ
い
て
く
る
か
ら
だ
。

「日
本
人
っ
て
お
上
怠
識
が
あ
る
か
ら
、

法
律
の
ご
厄
介
に
は
な
り
た
く
な
い

t

か
つ
て
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん

な
ふ
う
に
し
か
法
を
考
え
て
い
な
に

で
も
、
た

t-Lば
ア
メ
リ
カ
は
、
い
ろ

ん
な
人
が
集
ま
っ
て
で
き
た
闘
で
す
ね
。

E
ん
な
人
が
い
る
の
か
よ
〈
わ
か
ら
な

い
。
だ
か
ら
法
作
し
か
頼
れ
な
い

t
い

ニ
の
本
は
、
リ
レ
l
ト
ー
ク

t
い
う

形
を

t
っ
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
前
爪

さ
ん
が
悲
法
に
つ
い

τ話
り
、
そ
れ
金

受
け
て
品
川
山
民
夫
さ
ん
、
さ
ら
に
鈴
木

邦
引
き
ん
、
伊
藤
成
彦
さ
ん

t
、
多
彩

な
顔
ぶ
れ
が
前
の
人
の
話
砂
、
受
け
て
符
々

勝
手
に
怠
見
を
述
べ
る
。
そ
れ
が
ふ
た

ま
わ
り
し
て
、
最
後
に
呉
川
円
引火さ
ん
が

全
体
の
怒
恕
を
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

「
木
を
作
っ
て
い
る
と
き
は
、
ほ
か
の

人
に
全
〈
会
っ
て

い
ま
せ
ん
。
い
っ
し

ょ
に
討
議
し
て
恕
法
草
案
を
作
ろ
う

t

い
う
の
で
は
な
い
ん
で
す
」

あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
も

な
に
も
狛
自
に
慾
法
首
長
市
を
作
ろ
う

t

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
の
恕
法

に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
、
改
正
す
べ
き

か
、
改
正
す
る
な
1

り
ど
こ
含
改
正
し
た

い
か
を
、
あ
る
な
昧
で
は

，プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
に
。
言
っ

て
い
る
だ
け
だ
。

「
私
が
い
ち
ば
ん
強
調
し
た
い
の
は
、

一郎さん

う
而
が
あ
る
ん
で
す
」

ヨ
l
ロ
y
バ
で
も
・
人
間
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
宗
教
や
慾
法
や
図
}家
や

さ
ま
ざ
ま
で
、
い
ろ
ん
な
サ
イ
ズ
の
人

間
の
処
か
取
附
し
て
レ
え
で
も
日
本

人
の
ア
イ
テ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
た
だ
ひ

と
つの
日
本
~
雛
れ
小
島
の
よ
う
に
世

界
の
趨
勢
か
ら
切
り
帥附さ
れ
、
「
文
化
と

し
て
の
日
本
」
が
生
き
て
い
る
。
だ
か

ら
窓
法
の
必
嬰
性
が
実
感
で
き
な
い
。

で
は
、
怒
法
は
い
ら
な
レ
の
か

t
言

λ
ぱ
、
こ
の
凶
際
相
会
で
そ
ん
な
こ

k

は
あ
り
え
な
い
。
在
日
外
同
人

bm・え

て
く
る
の
だ
L
・
こ
の
ま
ま
で
い
レ
わ

け
が
な
い
。
m切
に
い
ろ
い
ろ
川
惣
が
山

て
き
て
い
る
で
は
な
い
か
。

「慾
法
と
い
う
の
は
お
御
輿
み
た
い
な

も
の
で
、
み
ん
な
で
処
f
bの
。
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
注
い
は
あ
る
け
れ

E
、
コ

ン
セ
ン
サ
ス
を
見
つ
け
て
い
け
ば
い
い

ん
で
す
か
ら
」

憲
法
は
お
御
輿
み
た
い
に
み
ん
な
で
支
-
え
る
も
の
。

だ
か
ら
み
ん
な
で
議
論
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。

/ 
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憲
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圃

ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
憲
法
だ
っ
て
、
そ
れ
は
丈
類
普
遍
の
理
念
」
な
ん
か
で
は
な
い

0

.

日
本
人
に
と
っ
て
憲
法
が
「
ど
ー
で
も
い
い
」
の
は
、

圃

憲
法
と
い
う
考
え
が
、
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
殊
な
地
理
的
・
宗
教
的
状
況
の
産
物
だ
か
ら
だ
1

国
家
を
論
じ
る
姿
と
い
う
の
は
ど
う
も
ウ
ソ
く
さ

い
。
日
常
の
生
活
に
は
、
刑
法
と
か
民
法
と
違
っ

て
関
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
も
し
か
す
る
と

憲
法
な
ん
か
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
?

憲
法
は
日
常
生
活
と
関
係
な
く
て
当
た
.り
前

刑
法
と
か
皇
室
典
範
と
か
国
会
法
と
か
個

別
の
法
律
さ
え
き
ち
ん
と
し
と
け
ば
充
分
じ
ゃ
な

い
の
か
と
思
う
ん
で
す
。
憲
法
が
あ
っ
て
も
自
民

党
は
汚
職
す
る
し
、
差
別
も
な
く
な
ら
な
い
ん
だ

最
近
は
P
K
O
や
国
会
議
員
の
定
数
是
正

と
か
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
ま
た
憲
法
論
議
が
出
て

き
て
ま
す
が
、
ど
う
も
僕
に
は
改
憲
派
も
護
憲
派

も
な
ん
で
あ
ん
な
に
一
生
懸
命
に
主
張
し
て
る
の

か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
ど
っ
ち
の
派
も
、
な

ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
結
局
「
憲
法
は
大
事
」
っ

て
と
こ
ろ
は
一
致
し
て
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
も
、

た
い
て
い
の
人
は
「
憲
法
な
ん
て
ど
う
で
も
い
ー

じ
ゃ
ん
」
と
い
う
の
が
本
音
だ
と
思
う
ん
で
す
。

と
い
う
の
は
僕
の
思
い
込
み
で
、
世
間
の
人
は
も

っ
と
マ
ジ
メ
に
憲
法
に
つ
い
て
考
え
て
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
い
ら
の
オ
ッ
サ
ン
が
天
下

し
。
だ
い
い
ち
昔
は
刑
法
と
か
は
あ
っ
て
も
憲
法

な
ん
て
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

橋
爪
刑
法
が
あ
っ
た
っ
て
い
う
け
ど
、
刑
法
っ

て
言
っ
て
も
ね
、
近
代
刑
法
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
刑

法
と
が
あ
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の

裁
判
っ
て
ど
ん
な
で
し
た
?

「
|
時
代
劇
見
て
る
と
、
大
岡
越
前
み
た
い
な

お
奉
行
様
が
、
そ
の
場
そ
の
場
の
状
況
に
応
じ
て

刑
罰
を
決
め
て
ま
す
ね
。

橋
爪
い
ち
お
う
法
律
は
あ
る
ん
だ
け
ど
、
法
律

の
条
項
に
厳
密
に
従
わ
な
く
て
も
い
い
わ
け
だ
。

そ
れ
が
大
岡
裁
き
な
ら
い
い
け
ど
、
お
奉
行
様
が

21 
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自
分
仁
都
合
の
い
い
勝
手
に
判
決
を
下
し
ち
ゃ
う

場
合
も
あ
る
。
権
力
者
が
、
人
民
を
煮
て
喰
お
う

と
焼
い
て
喰
お
う
と
勝
手
。
こ
れ
で
は
困
る
か
ら

法
律
の
適
用
を
厳
格
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が

起
こ
っ
た
ん
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
こ
ろ
の
貴

族
で
ベ
ッ
カ
リ
l
ア
と
い
う
人
が
『
犯
罪
と
刑

罰
』
(
岩
波
文
庫
)
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
。
な

か
な
か
泣
か
せ
る
文
章
な
ん
で
、
読
ん
で
み
る
と

い
い
け
れ
ど
。
そ
こ
で
彼
が
纏
々
訴
え
て
い
る
の

は
l
lそ
れ
ま
で
の
刑
法
が
い
か
に
い
い
加
減
で

あ
る
か
。
王
様
に
文
句
言
う
人
や
罪
も
な
い
人
を

好
き
勝
手
に
牢
獄
に
ぶ
ち
こ
ん
で
、
ろ
く
ろ
く
証

拠
も
調
べ
な
い
ま
ま
い
い
加
減
な
裁
判
を
し
て
首

を
ち
ょ
ん
ぎ
っ
た
り
、
な
ん
て
い
う
こ
と
は
日
常

茶
飯
事
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
状
態
で
は
、
人
々
は

安
心
し
て
暮
ら
せ
な
い
し
、
王
様
に
恨
み
を
持
つ

人
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
王
様
に
と
っ
て
も
都

合
が
悪
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ

は
次
の
こ
と
を
要
求
す
る
。
人
間
は
誰
で
も
生
命
、

身
体
の
安
全
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
、

本
人
が
法
に
触
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
絶
対
に
そ
の

安
全
を
侵
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
。
そ
の
た
め

に
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
場
合
に
ど
う
い
う

刑
罰
を
科
す
か
を
、
あ
ら
か
じ
め
条
文
の
な
か
に

/タダ'3-/3 ~ 

王
様
た
ち
を
改
宗
さ
せ
て
、
彼
ら
が
王
様
で
あ
る

の
は
神
の
意
志
に
よ
る
も
の
だ
と
お
墨
付
き
を
与

え
る
シ
ス
テ
ム
を
考
え
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う

す
る
と
ロ
ー
マ
法
王
か
ら
王
冠
を
授
け
ら
れ
な
い

者
は
王
様
と
し
て
正
統
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
、
ロ
ー
マ
は
な
ん
と
か
威
信
を
保
つ
こ
と
が

で
き
た
。
い
っ
ぽ
う
王
様
は
、
神
と
契
約
し
て
王

様
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
神
様
の
次
く
ら
い
に
偉

い
権
力
を
持
つ
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

ー
ー
で
、
大
昔
の
こ
と
と
い
う
の
は
?

橋

爪

ロ

l
マ
よ
り
は
る
か
昔
、
旧
約
聖
書
に
書

い
て
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、

そ
こ
に
も
や
っ
ぱ
り
王
様
が
い
た
。
だ
け
ど
最
初

の
王
は
、
あ
ま
り
ひ
ど
い
政
治
を
す
る
の
で
追
放

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
イ
ス
ラ
エ
ル
は
い
く
つ

も
の
部
族
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
国
を
ま
と
め

る
王
様
が
い
な
い
と
困
る
。
そ
こ
で
族
長
た
ち
が

相
談
し
て
、
ダ
ピ
デ
と
い
う
羊
飼
い
を
王
様
に
す

る
と
い
う
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
だ

か
ら
ダ
ビ
デ
王
と
言
え
ば
正
統
な
玉
、
正
し
い
権

力
者
の
代
名
詞
だ
。

|
|
神
で
な
く
人
と
契
約
し
た
王
で
す
ね
。

橋
爪
そ
う
。
こ
の
契
約
が
、
憲
法
と
い
う
も
の

の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
。
最
初
の
憲
法
は
、
十
三
世

書
い
て
お
い
て
、
そ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
場
合

に
は
刑
罰
を
科
し
て
は
い
け
之
、

ー

し
こ
と
に
決
め
よ

う
|
|
と
提
案
し
た
わ
け
だ
。
こ
れ
が
「
罪
刑
法

定
主
義
」
と
い
っ
て
、
近
代
刑
法
の
最
大
の
特
徴

な
の
で
す
。

ー
ー
で
も
、
権
力
側
が
そ
ん
な
提
案
は
守
ら
な

い
と
言
っ
た
ら
そ
れ
ま
で
で
す
ね
。

橋
爪
だ
か
ら
、
そ
の
罪
刑
法
定
主
義
を
、
権
力

者
に
守
ら
せ
る
の
が
憲
法
な
ん
で
す
。
個
別
の
法

律
が
あ
れ
ば
い
い
と
あ
な
た
は
言
っ
た
け
ど
、
そ

の
法
律
を
守
ら
せ
る
法
律
が
憲
法
。
だ
か
ら
憲
法

は
、
庶
民
の
日
常
生
活
に
直
接
関
わ
っ
て
こ
な
く

て
も
当
た
り
前
な
ん
で
す
。
普
段
は
個
別
の
法
律

に
従
っ
て
い
れ
ば
い
い
わ
け
。
と
こ
ろ
が
そ
の
背

後
に
憲
法
が
な
い
と
、
法
律
は
き
ち
ん
と
機
能
し

な
い
。
権
力
者
は
好
き
勝
手
な
こ
と
を
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
「
権
力
者
も
ま
た
法
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
、
そ
れ
が
憲
法
の
一
番
根
本
に
あ

る
テ

l
ゼ
で
す
ね
。
言
い
換
え
れ
ば
「
権
力
は
合

法
的
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
れ

は
権
力
の
近
代
化
で
す
ね
。
法
は
司
法
権
力
で
す

け
ど
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
行
政
権
力
ゃ
い
ろ
ん

な
国
家
権
力
の
全
体
を
合
法
的
に
運
営
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
考
え
、
つ
ま
り
法
治
国
家
を
法
治
国
家3 

恥

紀
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
(
大
憲
章
)
だ

と
言
わ
れ
て
ま
す
が
、
あ
れ
も
王
様
と
、
そ
れ
以

外
の
人
々
の
関
係
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
頃
の
議

会
は
貴
族
の
集
ま
り
だ
っ
た
か
ら
、
さ
っ
き
の
族

長
会
議
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
。
で
、
ダ
ビ
デ
の

前
の
王
様
と
同
じ
で
、
あ
ま
り
権
力
を
濫
用
す
る

王
様
は
追
放
し
て
や
れ
、
と
思
っ
て
る
。
だ
か
ら

議
会
が
王
様
の
行
動
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
な

契
約
を
、
条
文
の
形
で
取
り
決
め
た
わ
け
だ
。
要

す
る
に
権
力
の
骨
格
を
法
律
で
規
定
し
た
わ
け
だ

か
ら
、
憲
法
の
原
型
で
あ
り
、
立
憲
君
主
制
の
は

じ
ま
り
だ
と
言
え
る
。

ー
ー
で
も
、
あ
く
ま
で
貴
族
と
国
王
と
の
関
係

で
す
ね
。

橋
爪
だ
か
ら
、
そ
の
後
、
資
本
主
義
が
発
達
し

て
貴
族
以
外
の
人
た
ち
が
豊
か
に
な
り
「
市
民
」

に
成
り
上
が
る
と
、
王
と
貴
族
の
契
約
だ
け
じ
ゃ

都
合
が
悪
く
な
っ
た
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
じ
ゃ
王
様

が
勝
手
に
税
金
を
上
げ
て
市
民
の
経
済
を
圧
迫
し

た
か
ら
、
権
力
者
と
一
般
国
民
と
の
聞
に
も
き
ま

り
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
の
憲
法
は
現
代
の
憲
法
と

似
て
い
る
。
国
民
が
憲
法
を
作
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

国
民
主
権
で
す
。
こ
こ
か
ら
「
近
代
」
と
い
う
時

た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
「
憲
法
」
な
ん

で
す
。
要
す
る
に
憲
法
と
は
、
「
権
力
を
野
放
し

に
し
な
い
」
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
な
ん
で

す。憲
法
は
「
王
と
の
契
約
」
だ
っ
た

す
る
と
権
力
側
に
と
っ
て
は
憲
法
は
う
っ

と
お
し
い
も
の
で
す
よ
ね
。

橋
爪
そ
う
。
簡
単
に
言
う
と
、
王
様
の
権
力
の

濫
用
に
怒
っ
た
人
た
ち
が
、
な
ん
と
か
王
様
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
は
な
い
か
と
考
え
た
も
の

な
ん
だ
か
ら
。

1

1

そ
れ
で
憲
法
を
発
明
し
た
、
と
。

橋

爪

い

や
J

ゼ
ロ
か
ら
発
明
し
た
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
大
昔
の
こ
と
を
思
い
だ
し
た
わ
け
で
す
。

ま
ず
、
そ
の
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
様
た
ち
が

な
ぜ
強
い
権
力
を
握
っ
て
い
た
の
か
説
明
し
ま
す
。

そ
う
い
う
王
国
は
、
五
世
紀
ご
ろ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
あ
ち
こ
ち
に
乱
立
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
国
の
な

れ
の
果
て
で
す
。
当
時
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
ゲ
ル
マ

ン
人
に
圧
倒
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
だ
と
完
全
に
消

え
去
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ロ
ー
マ

帝
国
の
国
教
だ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
ゲ
ル
マ
ン
の

代
が
始
ま
る
。
-
言
い
換
え
る
と
「
近
代
人
穴
と
い

う
の
は
、
自
分
で
憲
法
を
作
り
、
一
人
ひ
と
り
が

国
家
の
主
体
と
な
る
人
間
の
こ
と
な
ん
で
す
。

国
家
が
あ
る
と
自
由
が
増
え
る
?

で
も
、
そ
れ
だ
と
憲
法
と
い
う
の
は
単
に

権
力
と
国
民
の
力
関
係
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
だ

け
の
ド
ラ
イ
な
も
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
だ
け
な
ら

い
い
ん
で
す
け
ど
、
た
と
え
ば
日
本
国
憲
法
と
か

に
は
、
人
は
こ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
み
た
い

な
こ
と
ま
で
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
な
ん
で
こ

ん
な
こ
と
ま
で
国
に
言
わ
れ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の

か
つ
て
思
う
ん
で
す
よ
。

橋
爪
「
人
間
は
も
と
も
と
自
由
だ
、
そ
の
自
由

を
守
る
た
め
に
な
ぜ
国
家
が
必
要
な
の
か
?
国

家
な
ん
か
あ
っ
た
ら
自
由
が
な
く
な
る
じ
ゃ
な
い

か
」
|
|
こ
れ
が
典
型
的
な
日
本
人
の
考
え
方
で

・
し
よ
う
。
と
こ
ろ
、
が
ね
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
逆
に
、

国
家
が
あ
る
と
自
由
が
増
え
る
っ
て
考
え
る
ん
で

す。

ワ・ワ・?・

橋
爪
こ
の
理
屈
は
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
に
即
し

て
考
え
る
と
い
い
と
思
う
け
ど
、
ア
メ
リ
カ
は
、

22 
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そ
も
そ
も
ど
う
や
っ
て
で
き
た
国
だ
っ
た
か
?

ー
ー
え
え
と
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン

と
か
が
移
民
し
て
・
:
・
:
。

橋
爪
そ
う
。
要
す
る
に
ま
ず
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
中
で
も
少
数
派
の
人
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を

捨
て
て
移
住
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
い
う
の
は
非
常
に
排
他
的
で
、
違
う
信

仰
を
持
つ
者
に
容
赦
し
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
そ

れ
で
も
ロ

l
マ
教
会
し
か
な
か
っ
た
頃
は
、
イ
ス

ラ
ム
教
と
闘
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、

宗
教
改
革
が
起
こ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
い
く
つ

も
の
宗
派
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、

ど
の
国
の
王
様
も
自
分
の
と
こ
ろ
の
信
仰
こ
そ
が

正
し
い
、
お
前
の
信
仰
は
間
違
っ
て
る
と
主
張
し

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
宗
教
戦

争
に
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
二
百
年
か
三
百
年

続
い
た
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
す
る
た
め
に
、
二
ハ

四
八
年
に
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
条
約
が
結
ば
れ
た
。

君
主
の
信
仰
と
人
民
の
信
仰
が
一
致
す
れ
ば
よ
い

と
い
う
こ
と
に
し
て
、
国
ご
と
に
信
仰
が
違
っ
て

い
て
も
い
い
と
い
う
取
り
決
め
で
す
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
だ
と
君
主
と
違
う
信
仰
を
持
っ
て
る
人
も
い

る
ん
だ
か
ら
、
こ
の
人
た
ち
は
国
を
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
も
、
な
お
悪
い
こ
と
に
、
君
主

と
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
と
「
創
価
学
会
」
な
ん
か

の
四
派
ぐ
ら
い
に
分
か
れ
て
。
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ

そ
ん
な
こ
と
す
る
の
は
ば
か
ば
か
し
い
。

ー
ー
さ
き
ほ
ど
か
ら
お
話
を
伺
っ
て
る
と
、
国

家
っ
て
や
つ
は
自
己
主
張
が
強
い
な
あ
と
思
う
ん

で
す
よ
。
ア
メ
リ
カ
は
「
自
由
」
っ
て
い
う
理
念

を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
国
も
「
神
の
意
志
」
っ
て

や
つ
を
掲
げ
て
ま
す
よ
ね
。
日
本
国
憲
法
の
前
文

に
も
「
崇
高
な
理
想
」
と
か
「
国
際
社
会
に
お
い

て
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
」
と
か
「
青
年
の

主
張
」
み
た
い
な
言
葉
が
並
ん
で
る
ん
で
す
け
ど
、

な
ん
で
そ
ん
な
に
「
崇
高
」
な
目
的
を
持
た
な
き

ゃ
な
ら
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
特
に
主
張
も
な
く
、

な
ん
と
な
く
あ
る
国
と
い
う
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
ん

で
す
か
?

橋
爪
そ
う
思
う
の
は
ね
、
日
本
が
孤
立
し
た
島

国
だ
か
ら
で
す
よ
。

ー
ー
と
、
い
い
ま
す
と
?

橋
爪
国
家
っ
て
い
う
の
は
、
他
の
国
家
が
あ
る

か
ら
存
在
す
る
ん
で
す
。

人
間
の
歴
史
か
ら
考
え
る
と
、
ま
ず
い
く
つ
か

の
部
族
が
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
が
他
の
部
族
を

傘
下
に
治
め
て
い
っ
て
、
国
が
で
き
あ
が
る
で
し

ょ
。
次
に
そ
う
し
て
で
き
た
国
ど
う
し
が
隣
り
合

が
し
ば
し
ば
改
宗
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
な
ど
は
、
ピ

は
た
だ
ひ
と
つ
、
「
信
教
の
自
由
」
し
か
な
い
。

国
家
は
個
人
の
信
仰
に
い
っ
さ
い
関
知
し
な
い
、

人
々
が
何
を
信
じ
よ
う
と
自
由
l
l
r
ア
メ
リ
カ
が

憲
法
に
う
た
う
べ
き
理
念
は
、
ま
ず
こ
れ
で
す
よ
。

長
く
な
っ
た
け
ど
、
こ
れ
が
「
国
家
が
あ
る
と
自

由
が
増
え
る
」
と
い
う
考
え
方
の
意
味
な
の
で
す
。

憲
法
は
国
家
の
自
己
主
張
で
あ
る

じ
で

ア
メ
リ
カ
の
い
う
「
自
由
」

信
教
の
自
由
の
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

橋
爪
そ
う
。
そ
れ
に
憲
法
も
、
「
国
家
」
と
い

う
も
の
自
体
も
、
今
ま
で
話
し
た
よ
う
に
、
キ
リ

ス
ト
教
の
歴
史
か
ら
出
て
き
た
考
え
方
と
吾
一
?
え
る
。

1
1
4

で
も
J

そ
れ
じ
ゃ
、
や
っ
ぱ
り
ア
ジ
ア
に

住
む
ぼ
く
た
ち
に
は
関
係
な
い
で
す
ね
。

橋
爪
だ
か
ら
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々
で
、

憲
法
が
機
能
し
に
く
い
の
で
す
。
形
だ
け
欧
米
の

国
家
の
マ
ネ
を
し
て
も
、
マ
ネ
だ
け
で
看
板
倒
れ

の
「
劇
場
国
家
」
に
な
り
が
ち
だ
。
日
本
人
も
憲

法
と
い
う
も
の
が
ど
う
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

も
し
、
経
験
か
ら
し
か
学
べ
な
い
ん
だ
と
す
れ
ば
、

日
本
人
も
宗
教
戦
争
を
二
百
年
ぐ
ら
い
や
る
し
か

な
い
で
す
ね
。
「
幸
福
の
科
学
」
と
「
統
一
教
会
」 って、

24 
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ュ
l
リ
タ
ン
に
な
っ
た
か
と
思
え
ば
カ
ソ
リ
ッ
ク

に
な
っ
た
り
国
教
会
に
な
っ
た
り
ね
。

こ
れ
で
は
、

大
量
の
宗
教
難
民
が
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
難
民
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
を
目
指
し
た
、

と橋
爪
そ
の
せ
い
で
ア
メ
リ
カ
は
、
い
ろ
ん
な
宗

教
の
モ
ザ
イ
ク
み
た
い
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
信

仰
を
持
つ
人
た
ち
は
固
ま
っ
て
暮
ら
す
か
ら
ね
。

今
は
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
に
な
っ
て
る
け
ど
、
そ
れ
で

も
ク
エ
ー
カ
ー
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
、
ピ
ュ

ー
リ
タ
ン
は
メ
イ
ン
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
だ
っ
た

ら
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
か
、
宗
派
ご
と
に
集
ま
っ
て
い

た
。
で
も
彼
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
す
る
た

め
に
、
信
仰
の
差
を
超
え
て
力
を
合
わ
せ
て
闘
い
、

ア
メ
リ
カ
が
生
ま
れ
た
。
も
し
も
、
そ
の
と
き
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
、
向
か
の
宗
教
を
ア
メ
リ
カ

が
掲
げ
よ
う
と
じ
て
い
た
ら
ど
う
な
る
?

l
l
州
ど
う
し
の
宗
教
戦
争
に
な
っ
ち
ゃ
う
で

し
ょ
う
ね
。

橋
爪
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
で
は
、
国
家
と
宗
教
の

関
連
を
絶
ち
き
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
ア
メ
リ
カ
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
掲
げ
る
べ
き
建
国
の
理
念

わ
せ
に
あ
れ
ば
、
ケ
ン
カ
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ

し
た
ら
互
い
に
相
手
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
お
う
と
す

る
。
そ
の
と
き
に
で
き
た
の
が
「
国
家
」
と
い
う

ア
イ
デ
ア
。
「
わ
れ
わ
れ
は
『
国
家
』
と
い
う
存

在
で
あ
っ
て
、
勝
手
に
攻
め
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
神
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」
と
自
己
主
張
す
る
わ
け
で
す
。

|
|
神
に
保
障
さ
れ
て
い
る
な
ん
て
ど
こ
か
ら

で
て
き
た
ん
で
す
か
?

橋
爪
そ
の
へ
ん
が
キ
リ
ス
ト
教
圏
独
特
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
な
ん
だ
け
ど
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
陸
続
き

だ
か
ら
、
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
神
と
か
理
念
を
掲

げ
て
存
在
理
由
を
主
張
し
な
け
れ
ば
つ
ぶ
さ
れ
ち

ゃ
う
。
「
国
家
と
い
う
ア
イ
デ
ア
」
と
言
っ
た
け

ど
ア
イ
デ
ア
と
い
う
の
は
イ
デ
ア
、
つ
ま
り
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
だ
。
す
べ
て
の
国
家
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
存
在
な
ん
で
す
よ
。
別
に
共
産
主
義
と
か
じ

ゃ
な
く
て
も
ね
。
何
か
理
念
を
掲
げ
な
い
と
国
民

を
ひ
と
つ
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

憲
法
は
そ
の
理
念
を
明
文
化
し
た
も
の
で
も
あ
る
。

|
|
'
す
る
と
、
国
家
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
他

の
国
家
の
存
在
を
意
識
し
た
も
の
で
し
か
な
い
わ

け
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
は
ど
う
で
す
か
?
隣
に

対
抗
す
べ
き
国
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

橋
爪
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
宗
教
国
家
は
嫌
だ
と
い
う
こ

と
で
で
き
た
国
だ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
抗
し

て
る
。
と
い
う
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
裏
返
し
で
す
。

と
こ
ろ
が
日
本
は
、
四
方
を
海
に
固
ま
れ
て
る
の

で
外
部
の
脅
威
な
し
に
な
ん
と
な
く
自
然
に
国
の

形
に
ま
と
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
国
家
に

は
存
在
理
由
が
必
要
だ
」
と
言
わ
れ
で
も
よ
く
理

解
で
き
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
中

国
の
影
響
が
あ
る
。

|
|
』
中
国
と
日
本
の
聞
に
は
国
と
し
て
の
対
抗

意
識
は
な
か
っ
た
?

橋
爪
中
国
と
い
う
の
は
、
中
国
人
の
考
え
方
だ

と
、
国
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
中
華
と
い
う
の
は
世

イ
コ
ー
ル

界
の
中
心
と
い
う
意
味
で
、
中
国

1
世
界
、
中

国
人
引
に
問
、
な
ん
だ
。
中
国
人
と
い
う
の
は

儒
教
の
教
養
を
持
つ
人
の
こ
と
で
、
民
族
と
は
関

係
な
い
。
だ
か
ら
、
朝
鮮
と
か
日
本
と
か
ベ
ト
ナ

A

と
か
モ
ン
ゴ
ル
-
と
か
は
、
中
国
に
仲
間
入
り
で

き
な
い
野
蛮
な
民
族
の
集
団
で
あ
っ
て
、
中
国
と

対
等
の
「
国
家
」
だ
な
ん
て
考
え
は
ま
る
で
な
か

っ
た
。
本
当
に
レ
ベ
ル
が
高
け
れ
ば
、
世
界
(
中

国
)
に
入
っ
て
る
は
ず
な
ん
だ
か
ら
。

で
も
、
日
本
も
儒
教
の
教
養
は
基
本
だ
っ
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た
で
す
よ
ね
。

橋
爪
だ
か
ら
、
儒
教
の
文
化
圏
の
な
か
で
は
、

日
本
と
い
う
国
を
本
当
に
強
く
自
己
主
張
す
る
っ

て
い
う
考
え
方
は
起
こ
り
に
く
か
っ
た
。
そ
も
そ

も
「
天
皇
」
と
い
う
呼
び
名
か
ら
し
て
屈
折
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
王
を
皇
帝
と
呼
ぶ
と
中

国
に
怒
ら
れ
る
か
ら
、
遠
慮
し
て
天
皇
と
言
う
わ

け
で
す
が
、
つ
ね
に
、
日
本
は
中
国
に
対
し
て
下

位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。

ま
あ
、
そ
れ
で
も
日
本
人
は
「
日
本
と
い
う
国
が

あ
る
」
と
、
思
い
込
ん
で
き
ま
し
た
。

ー
ー
な
ん
の
根
拠
も
な
い
の
に
?

橋
爪
だ
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ん

で
す
。
外
敵
に
攻
め
込
ま
れ
て
「
日
本
な
ん
て
国

は
な
い
」
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
気
づ

か
な
い
だ
け
で
。
「
日
本
と
い
う
国
が
あ
る
」
と

い
う
の
は
や
は
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
も
し
く
は
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ん
で
す
。
-

憲
法
が
な
け
れ
ば

「
国
家
」
で
は
な
い

橋
爪
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
、

ロ
ッ
パ
の
国
家
ど
う
し
の
覇
権
争
い
が
日
本
に
も

押
し
寄
せ
て
来
た
。
そ
の
と
き
日
本
が
取
っ
た
選

ヨ
l
l

い
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
ね
。
そ
れ
が
変
だ

な
あ
と
。

橋
爪
ど
こ
が
変
で
す
か
?

|
|
そ
れ
っ
て
、
偉
い
作
家
が
書
い
た
本
を
引

用
し
て
「
こ
の
本
に
書
い
て
あ
る
か
ら
」
と
言
っ

て
る
の
と
似
て
ま
せ
ん
つ
-

橋
爪
そ
れ
は
護
憲
派
も
、
こ
の
憲
法
が
自
分
た

ち
で
作
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
る
か
ら

だ
と
思
う
。
日
本
人
自
身
が
明
治
憲
法
を
欠
陥
憲

法
だ
と
思
っ
て
、
憲
法
改
正
運
動
を
や
っ
て
で
き

た
の
が
日
本
国
憲
法
な
ら
、
み
ん
な
「
私
た
ち
の

作
っ
た
憲
法
だ
」
と
言
い
、
そ
の
憲
法
に
素
直
に

自
己
同
一
化
で
き
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
が
で
き
な

い
。
「
国
民
の
総
意
に
基
づ
い
て
」
と
書
い
て
あ

る
け
ど
、
ア
メ
リ
カ
に
憲
法
を
直
し
て
も
ら
っ
た

の
は
や
っ
ぱ
り
事
実
だ
か
ら
ね
。
こ
れ
は
ね
、
成

績
の
い
い
子
に
宿
題
を
写
さ
せ
て
も
ら
っ
た
よ
う

な
も
の
な
ん
だ
。
い
い
成
績
は
も
ら
え
た
け
ど
、

写
し
た
自
分
と
し
て
は
ど
う
も
居
心
地
が
悪
い
。

ー

ー

あ

l
、
そ
の
感
じ
わ
か
る
(
笑
)
!

橋
爪
じ
ゃ
あ
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
つ
て
言
う
と

:
:
:
も
う
一
回
自
分
で
宿
題
を
や
れ
ば
い
い
ん
で

す
。
「
実
は
写
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
か
、

わ
ざ
わ
ざ
言
わ
な
く
て
も
い
い
で
す
か
ら
、

も
う

択
は
、
中
国
か
ら
一
転
し
て
欧
米
の
方
を
向
き
、

彼
ら
の
ア
ネ
を
し
て
「
日
本
も
国
家
だ
」
と
宣
言

し
た
わ
け
で
す
。
植
民
地
に
さ
れ
る
か
ど
う
か
の

瀬
戸
際
で
す
。
欧
米
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
て

「国
家
」
だ
と
言
え
ば
、
と
り
あ
え
ず
対
等
に
見

て
く
れ
る
か
ら
、
強
引
に
侵
略
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
い
っ
ぽ
う
、
「
国
家
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を

マ
ネ
し
な
か
っ
た
中
国
は
欧
米
諸
国
に
食
い
荒
ら

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

t

ー
ー
で
、
い
よ
い
よ
明
治
憲
法
で
す
ね
。

橋
爪
と
こ
ろ
が
「
日
本
は
国
家
だ
」
と
い
う
こ

と
以
外
に
、
憲
法
に
う
た
う
べ
き
新
し
い
前
向
き

の
理
念
な
ん
か
何
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
「
王
政
復
古
」
と
い
う
後
ろ
向
き
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
掲
げ
て
明
治
維
新
を
す
す
め
、
天
皇
を
か
つ

ぎ
出
し
た
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
が
ま
ず
か
っ
た
。
日

本
土
着
の
も
の
だ
か
ら
、
な
ん
で
彼
が
偉
い
の
か
、

欧
米
に
対
し
て
説
明
で
き
な
い
。

万
世
一
系
っ
て
い
っ
て
も
通
用
し
ま
せ
ん

し
ね
。

橋
爪
王
国
に
憲
法
を
作
れ
ば
立
憲
君
主
制
に
な

る
わ
け
で
す
が
、
立
憲
君
主
制
っ
て
い
う
の
は
君

主
も
憲
法
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
制
度
、
い
わ

ば
天
皇
機
関
説
な
ん
で
す
よ
。
こ
れ
だ
と
日
本
は

一
度
自
分
で
勉
強
し
て
や
り
直
す
こ
と
。
そ
れ
が
、

も
う
一
回
憲
法
改
正
す
る
こ
と
の
意
義
だ
と
、
私

は
思
い
ま
す
。

|
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そ
う
す
る
と
、
結
果
と
し
て
日
本
国
憲
法

と
、
同
じ
答
え
が
出
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

橋
爪
同
じ
答
え
で
も
構
わ
な
い
。
別
に
点
数
が

前
よ
り
増
え
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
と
に
か
く
、
も
う
一
回
や
る
必
要
が
あ
る
。

ー
ー
で
は
、
今
度
は
改
憲
派
の
ほ
う
で
す
が
、

彼
ら
は
な
ぜ
か
伝
統
主
義
っ
て
い
う
か
天
皇
の
好

き
な
人
た
ち
が
多
い
で
す
が
(
笑
)
、
も
し
本
当

に
改
憲
し
た
ら
、
本
当
の
意
味
で
初
め
て
国
民
の

総
意
で
で
き
た
憲
法
に
な
る
わ
け
で
、
天
皇
も
そ

れ
に
従
う
わ
け
で
す
か
ら
、
日
本
は
真
の
国
民
主

権
に
な
っ
て
、
天
皇
の
意
味
は
今
よ
り
も
さ
ら
に

形
骸
化
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
?

橋
爪
い
や
、
天
皇
は
形
骸
化
し
た
た
だ
の
飾
り

も
の
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
状
態
こ
そ

が
本
当
は
日
本
の
伝
統
な
ん
で
す
。
「
天
皇
親
政
」

を
建
前
に
あ
げ
た
明
治
維
新
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ

そ
の
伝
統
か
ら
外
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
複
雑

な
現
代
社
会
を
、
天
皇
ひ
と
り
で
「
親
政
」
で
き

る
わ
け
が
な
い
。
ほ
か
の
人
が
大
勢
手
助
け
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
「
親
政
」
と

民
主
主
義
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
は

困
る
、
と
思
っ
た
明
治
政
府
は
、
天
皇
に
だ
け
は

法
律
が
及
ば
な
い
と
い
う
条
文
を
書
き
加
え
る
こ

と
に
し
た
。

ー

l

天
皇
ハ
神
聖
一
一
シ
テ
侵
ス
へ
カ
ラ
ス
、

(
旧
憲
法
第
三
条
)
で
す
ね
。

橋
爪
憲
法
は
、
王
様
の
権
力
を
規
制
す
る
た
め

に
で
き
た
と
最
初
に
言
い
ま
し
た
。
こ
の
点
か
ら

見
れ
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法
は
と
ん
で
も
な
い
欠

陥
憲
法
で
す
。
現
に
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
日

本
は
侵
略
戦
争
に
突
き
進
ん
で
行
っ
た
。

|

|

国

家
権
力
を
規
制
す
る
た
め
の
憲
法
か
ら

「
規
制
」
の
部
分
を
取
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
、
暴
走

し
ち
ゃ
っ
た
。

橋
爪
そ
こ
だ
戦
後
の
憲
法
は
、
天
皇
が
実
権
を

持
て
な
い
よ
う
に
、
「
象
徴
」
に
し
た
。
こ
れ
で

や
っ
と
憲
法
ら
し
い
憲
法
に
な
っ
た
。

憲
法
は
日
本
人
の
宿
題

で
、
護
憲
派
も
改
憲
派
も
な
ん
か
嫌
だ
、

と
い
う
最
初
の
話
に
戻
り
ま
す
。
ま
ず
護
憲
派
の

人
で
す
が
、
彼
ら
は
よ
く
「
日
本
国
憲
法
に
は
戦

争
放
棄
と
書
い
て
あ
る
か
ら

0
0
0は
い
け
な

It
-

-
言
っ
て
も
結
局
飾
り
も
の
に
な
り
ま
す
。
天
皇
が

好
き
な
人
び
と
が
望
ん
で
い
る
こ
と
の
最
大
公
約

数
は
、
天
皇
が
国
民
の
精
神
的
な
よ
り
，
と
こ
ろ
と

し
て
日
本
の
伝
統
的
な
カ
リ
ス
マ
を
保
持
す
る
こ

と
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
そ
れ
な
ら
今
の
憲
法
の
精

神
と
も
矛
盾
し
な
い
。

神
な
き
国
に
憲
法
は
可
能
か

で
は
、
か
り
に
改
憲
を
す
る
と
し
ま
し
ょ

う
。
さ
き
ほ
ど
「
す
べ
て
の
国
家
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
存
在
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
が
、

と
い
う
こ
と
は
日
本
国
民
も
自
分
の
意
思
で
憲
法

に
掲
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
言
う
と
み
ん
な
「
え

ー
っ
。
め
ん
ど
く
ぜ
え
」
っ
て
思
う
で
し
ょ
う
ね
。

ほ
ら
、
日
本
人
っ
て
体
質
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

き
ら
い
だ
か
ら
。
か
と
言
っ
て
国
民
が
共
有
す
る

宗
教
も
モ
ラ
ル
も
な
い
し
。

橋
爪
日
本
人
の
普
通
の
イ
ン
テ
リ
は
、
も
の
を

考
え
て
い
く
と
、
と
か
く
価
値
相
対
主
義
に
な
る

ん
で
す
。
た
と
え
ば
「
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム

教
も
そ
れ
な
り
に
高
度
な
宗
教
で
す
」
な
ん
て
言

う
。
そ
う
言
う
の
は
簡
単
だ
け
れ
ど
、
今
、
冷
戦

26 すべての憲法は、キリスト教の発明品である27 



が
終
わ
っ
て
世
界
各
地
で
民
族
や
宗
教
が
対
立
抗

争
し
て
る
で
し
ょ
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム

教
徒
が
戦
争
し
て
る
と
こ
ろ
に
割
っ
て
入
っ
て
、

そ
ん
な
セ
リ
フ
言
っ
て
も
両
方
か
ら
怒
ら
れ
る
の

が
オ
チ
で
す
。

け
ど
、

ど
っ
ち
か
に
つ
く
の
も
嫌
な
ん
で

ノ約一/3-~公

す
が
。

橋
爪
だ
か
ら
「
ど
っ
ち
も
そ
れ
な
り
に
正
し

い
」
な
ん
て
言
っ
て
な
い
で
、
も
う
ひ
と
皮
む
け

て
「
ど
っ
ち
も
ダ
メ
だ
」
っ
て
言
っ
て
、
そ
の
対

立
を
乗
り
こ
え
る
新
し
い
価
値
を
提
案
し
な
い
と

ダ
メ
な
ん
で
す
。
そ
こ
ま
で
自
分
を
追
い
こ
ん
で

行
っ
た
と
き
に
、
日
本
が
掲
げ
る
べ
き
理
念
っ
て

い
う
の
は
見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
は
、

特
定
の
宗
教
に
縛
ら
れ
な
か
っ
た
日
本
に
だ
け
で

き
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

1

1

日
本
独
自
の
理
念
を
探
す
ん
で
す
か
、
そ

れ
は
け
つ
こ
う
重
た
い
で
す
ね
え
。

橋
爪
重
た
い
け
ど
、
そ
れ
を
や
ら
な
い
と
憲
法

改
正
は
で
き
な
い
。
憲
法
改
正
を
し
な
い
と
、
日

本
人
は
真
の
意
味
で
近
代
の
人
間
に
は
な
れ
な
い
。

|
|
a
そ
れ
は
、
僕
ら
み
ん
な
が
国
家
の
主
人
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
で
も
、
か
っ
た
る

い
な
あ
。
み
ん
な
そ
ん
な
こ
と
と
関
係
な
く
へ
ラ

す
る
た
め
の
宗
教
だ
か
ら
、
本
当
は
国
家
も
い
ら

な
い
。
昔
、
ア
ラ
ブ
連
合
と
い
う
の
が
あ
っ
た
け

ど
、
あ
れ
は
、
コ
ー
ラ
ン
に
よ
れ
ば
国
境
が
あ
る

の
は
お
か
し
い
、
と
い
っ
て
合
体
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。
実
際
に
は
、
ま
た
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

ち
ゃ
い
ま
し
た
け
ど
も
。

-
|
日
本
も
ま
た
国
家
の
消
滅
を
目
的
と
す
る

国
家
た
ら
ん
と
。

橋
爪
そ
の
た
め
に
、
暫
定
的
な
ま
と
ま
り
と
し

て
日
本
と
い
う
国
家
が
あ
る
が
、
こ
の
国
家
は
、

世
界
的
な
平
和
が
実
現
し
た
段
階
で
は
、
い
つ
解

体
し
て
も
構
わ
な
い
。
そ
う
言
え
ば
い
い
。

国
家
が
な
く
な
る
日
な
ん
て
く
る
ん
で
す

ム
μnr-

橋
爪
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
み
た
い
に
、
ち

ょ
っ
と
考
え
方
が
違
っ
た
だ
け
で
殴
り
あ
い
の
喧

嘩
に
な
る
よ
う
な
人
た
ち
が
い
る
か
ら
、
国
家
が

で
き
た
ん
で
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
経
済
や
情
報
、

人
間
の
交
流
が
進
ん
で
い
け
ば
、
欧
米
的
な
近
代

国
家
の
存
在
理
由
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て
い
く
の
は

避
け
が
た
い
。
む
し
ろ
国
家
な
ん
か
、
邪
魔
に
な

っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

い
つ
ご
ろ
で
す
か
?

そ
り
ゃ
、
三
百
年
、

橋
爪

五
百
年
の
オ
ー
ダ
ー

川
明

A
明
叫
湖
、
A
湖
吋
司
崎
姐
司
1
d司

e 

ヘ
ラ
い
い
か
げ
ん
に
暮
ら
し
て
た
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
が
。

橋
爪
昔
の
よ
う
に
島
国
の
な
か
で
な
あ
な
あ
で

や
っ
て
る
う
ち
は
そ
れ
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
場
合
、
ム
ラ
意
識
み
た
い
な
も
の
が
宗
教
や
理

念
と
似
た
よ
う
な
役
割
を
し
て
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
、

も
う
今
の
時
代
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
よ
そ
の

国
と
の
関
係
な
し
に
、
日
本
人
の
生
活
じ
た
い
が

成
り
立
た
な
い
ん
だ
か
ら
。
外
国
人
も
ど
ん
ど
ん

入
っ
て
く
る
の
に
ム
ラ
意
識
で
対
応
し
て
た
ら
、

差
別
問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
し
ね
。

ー
ー
で
は
、
も
し
憲
法
を
改
正
す
る
と
し
た
ら
、

国
家
の
理
念
と
し
て
ど
ん
な
こ
と
を
掲
げ
る
べ
き

な
ん
で
し
ょ
う
?

橋
爪
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
で
な
い

日
本
人
の
特
性
を
生
か
し
て
、
宗
教
戦
争
や
民
族

紛
争
の
解
決
に
向
け
て
最
大
限
の
貢
献
を
す
る
と

い
う
の
は
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
う
。
日
本
は
、

い
ろ
い
ろ
国
際
的
に
貢
献
で
き
る
能
力
が
あ
る
わ

け
だ
。
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
な
ど
の
工
業
力
と
か
、

そ
れ
か
ら
資
本
、
技
術
、
人
的
資
源
と
か
。
そ
う

い
う
も
の
が
相
対
的
に
豊
富
で
、
し
か
も
独
自
に

動
け
る
わ
け
だ
か
ら
、
世
界
の
国
々
を
つ
な
ぐ
の

に
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

の
話
で
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
を
理
念
と
し
て
掲
げ

る
の
は
、
そ
ん
な
に
無
茶
で
も
な
い
。
た
と
え
ば

ア
メ
リ
カ
が
掲
げ
た
「
自
由
」
と
い
う
理
念
は
、

今
に
い
た
る
も
完
全
に
実
現
し
て
は
い
な
い
け
れ

ど
も
、
ア
メ
リ
カ
っ
て
い
う
国
が
で
き
た
お
か
げ

で
、
十
九
世
紀
、
二
十
世
紀
は
そ
れ
ま
で
と
は
ず

い
ぶ
ん
違
っ
た
時
代
に
な
っ
た
で
し
ょ
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
二
百
年
か
か
ろ
う
と
、
五
百
年
か

か
ろ
う
と
、
そ
の
前
に
あ
る
理
念
を
掲
げ
て
お
く

つ
て
い
う
の
は
大
事
な
こ
と
戸
。

|
|
そ
う
す
る
と
憲
法
っ
て
い
う
の
も
、
国
家

の
消
滅
と
と
も
に
、
い
つ
か
は
い
ら
な
く
な
る
わ

け
で
す
よ
ね
。

橋
爪
う
ん
、
で
も
そ
の
前
に
、
日
本
は
さ
っ
き

言
っ
た
宿
題
を
や
ら
な
い
と
ね
。
確
か
に
憲
法
っ

て
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
発
生
し
た
西
欧
近

代
主
義
特
有
の
考
え
方
だ
か
ら
、
日
本
人
に
は
合

わ
な
い
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
け
ど
、

そ
れ
じ
ゃ
、
日
本
人
は
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
西
欧
の

マ
ネ
を
し
て
き
ま
し
た
け
ど
や
っ
ぱ
り
カ
ッ
コ
だ

け
で
、
本
当
の
近
代
人
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
、

っ
て
言
っ
て
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
と
に
か

く
い
っ
た
ん
欧
米
人
の
発
想
を
引
き
受
け
な
い
こ

と
に
は
、
そ
れ
を
乗
り
こ
え
る
も
伺
も
な
い
も
の
。

憲
法
を
い
ら
な
く
す
る
た
め
の
憲
法

で
も
、
世
界
を
ひ
と
つ
に
し
よ
う
と
す
る

理
念
は
、
延
長
し
て
い
く
と
国
家
を
な
く
す
る
こ

と
で
、
国
家
の
存
在
理
由
と
し
て
は
矛
盾
し
ま
せ

ん
か
?

橋
爪
世
界
中
か
ら
国
家
が
な
く
な
る
日
を
目
指

す
国
家
、
と
い
う
の
が
あ
っ
て
も
い
い
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、
共
産
主
義
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
も
の
で
し
た
。
社
会
主
義
革
命
を
世
界
中
に
広

げ
て
、
地
球
が
ひ
と
つ
の
国
に
な
っ
た
と
き
共
産

主
義
社
会
は
初
め
て
実
現
す
る
ん
だ
か
ら
。
実
際

は
ソ
連
み
た
い
に
一
国
社
会
主
義
に
な
つ
も
や
っ

た
け
ど
ね
。
そ
れ
に
イ
ス
ラ
ム
も
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
始
祖
ム
ハ
ン
マ
ド

(
モ
ハ
メ
ッ
ド
)
が
生
ま
れ
た
と
き
の
ア
ラ
ビ
ア
は

い
ろ
ん
な
宗
教
や
部
族
が
入
り
乱
れ
て
戦
争
ば
か

り
し
て
た
。
そ
の
と
き
ム
ハ
ン
マ
ド
に
「
唯
一
神

の
も
と
に
世
界
を
統
一
せ
よ
」
と
神
か
ら
啓
示
が

下
っ
た
。
そ
の
神
の
言
葉
を
書
き
留
め
た
の
が
コ

|
ラ
ン
。
こ
れ
は
神
が
自
ら
下
し
た
法
律
で
も
あ

る
。
こ
れ
が
あ
る
か
ら
イ
ス
ラ
ム
に
は
憲
法
は
い

ら
な
い
。
そ
れ
に
、
も
と
も
と
世
界
を
ひ
と
つ
に

28 
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だ
か
ら
問
題
な
の
は
、
憲
法
そ
の
も
の
じ
ぞ
な
い

ん
で
す
よ
。
憲
法
を
自
分
の
も
の
に
で
き
る
だ
け

の
「
近
代
人
」
に
な
れ
る
か
つ
て
こ
と
な
ん
で
す
。

学
校
の
授
業
と
同
じ
で
、
「
近
代
」
と
い
う
宿
題

を
サ
ボ
っ
た
ま
ま
次
の
段
階
に
進
む
と
、
つ
い
て

い
け
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
(
構
成
1
編
集
部
)

ぺU
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報
へ
の
・
」
だ
わ
り
で
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、

上
下
の
世
代
に
対
し
て
で
な
〈
同
一
世
代
の
内

部
で
分
割
線
を
ひ
い
て
し
ま
い
、
自
分
た
ち
の

世
代
を
ず
た
ず
た
に
分
裂
さ
せ
て
し
ま
う
。

こ
う
い
う
オ
タ
ク
や
カ
Y
ト
は
ば
か
ば
か
し

い
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
自
分
で
も
気
付
い

て
い
て
醒
め
て
い
る
の
も
、
特
徴
で
す
。
あ
る

方
向
に
の
め
り
こ
み
な
が
ら
も
、
引
き
返
す
タ

イ
ミ
ン
グ
を
測
っ
て
い
る
。
暴
走
し
な
が
ら
「
釆

年
は
足
を
涜
お
う
」
と
決
め
て
い
る
暴
走
族
み

た
い
で
す
。

t

目
だ
っ
た
ら
、
途
中
で
引
き
返
す

の
は
「
挫
折
」
で
、
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
行
く
の

が
正
し
か
っ
た
。
行
っ
た
つ
き
り
の
人
が
、
過

激
派
に
も
か
な
り
い
た
で
し
ょ
う
。
で
も
団
塊

の
世
代
と
違
っ
て
、
後
ら
は
そ
こ
ま
で
自
分
の

価
値
観
を
信
じ
切
れ
な
い
ん
で
す
。

〈世代〉は「結合」と「切断」の力学から生まれる。
「新人類」と「ファミコン世代」のはざまで坤く「ジ・ェネレーシヨンXJは、その両方に失敗したまま、
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ほかがある.

情
報
や
自
由
を
、
ま
だ
十
分
に

使
い
こ
な
し
て
い
な
い
だ
け
に

大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る

ジ
子
1
r
v
l
シ
ヨ
ン

X
の
人
び
と
に
は
「
/

l%) 
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自分の朝来昌明るいと
思っている

申
4

山
と
な
る
価
値
を
欠
い
た

オ
タ
ク
や
カ
ル
ト
か

X
世
代
を
分
製
さ
せ
る

太
陽
族
、
安
保
世
代
、
団
沈
の
世
代
:
・
:
・
。

戦
後
を
、
い
く
つ
も
の
世
代
が
通
過
し
て
い
き

ま
し
た
。
い
ま
話
題
に
し
た
い
の
は
、
新
人
類

よ
り
若
く
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
世
代
よ
り
年
長
の
谷

間
の
世
代
で
す
が
、
な
ん
と
呼
ん
だ
ら
い
い
の

か
適
当
な
名
前
が
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず

ジ

z
a
ν
?
シ
S
J

「

世

代

X
」
と
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
、
世
代
と
は
何
か
?

世
代
が
た
だ
の
著
者
と
・
違
う
の
は
、
目
印
〈
タ

グ
v

が
つ
い
て
い
る
こ
と
。
目
印
の
お
か
げ
で

「
あ
る
時
代
を
共
に
生
き
た
衣
々
」
と
い
う
世
代

意
訟
が
生
ま
れ
、
独
自
の
流
行
や
世
代
文
化
を

生
む
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

世
代
は
、
相
反
す
る

2
つ
の
力
学
〈
結
合
と

切
断
と
v

の
バ
ラ
ン
ス
の
産
物
で
す
。

「
結
合
」
と
は
、
仲
間
が
ま
と
ま
る
こ
と
。
著

者
は
、
ま
だ
十
分
成
熟
し
て
い
な
い
け
れ

E
、

ま
と
ま
れ
ば
パ
ワ
ー
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
後
ら
が
ま
と
ま
る
の
は
、
特
有
の
自
立
願

望
の
現
わ
れ
で
す
。

た
だ
同
時
に
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
何
と
違

っ
て
い
る
か
も
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。
特
に
、

上
の
世
代

t
の
違
い
を
際
立
た
せ
た
い
。
そ
こ

で
、
な
に
か
新
し
い
も
の
や
大
人
が
眉
を
し
か

め
る
よ
う
な
も
の
に
愛
着
'
で
示
し
て
、
自
分
た

ち
の
存
在
を
ア
ピ

l
w
す
る
。
こ
れ
が
「
切
断
」

で
す
。
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
、
音
楽
、
独
特
の
言
葉

づ
か
い
:
:
:
。
こ
れ
ら
の
文
化
的
ア
イ
テ
ム
は

後
ら
の
小
道
具
で
あ
り
、
「
結
合
」
と
「
切
断
」

を
標
示
す
る
指
標
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
世
代
の
本
質
に
照
ら
し
て
み
る

と
、
「
ジ
子
z
r
v
l
シ
ヨ
ン

X
」
の
若
者
は
、
ず

い
ぶ
ん
し
ん
ど
い
の
で
は
な
い
か
な
あ
と
思
い

1
7
Y
幻
想
」
が
あ
る
み
た
い
で
す
。

こ
れ
は
、
申
込
山
山
志
向
と
は
ち
ょ
っ
と
孝
之
現

に
資
産
格
差
が
あ
っ
て
も
、
ラ
イ
フ

・
ス
タ
イ

F
は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の

表
面
の
と
こ
ろ
を
後
ら
は
信
じ
て
い
て
、
自
分

は
そ
れ
か
ら
外
れ
な
い
、
外
れ
ち
ゃ
い
け
な

い
み
た
い
に
思
い
こ
ん
で
い
る
e

よ
く
考
え
れ

ば
、
摂
拠
の
な
い
幻
想
で
す
。
で
も
、
生
面
の

面
で
も
、
も
の
の
考
え
方
で
も
、
極
端
を
嫌
い
、

ノ
1
7
Y
で
あ
る
こ
と
を
志
向
す
る
性
向
が
強

と
な
る
と
、
あ
る
方
向
に
の
め
り
こ
み
っ
ぱ

な
し
と
い
う
人
が
い
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
結

果
こ
の
世
代
は
、
八
方
ふ
さ
が
り
の
タ
コ
萱
み

た
い
な
感
じ
に
襲
わ
れ
る
。
こ
れ
で
は
開
放
感

が
な
い
か
ら
、
世
代
金
体
に
フ
ラ
ス
ト

ν
i
シ

ヨ
ン
が
た
ま
り
、
文
化
的
ヒ
ー
ロ
ー
も
出
に
〈

く
な
る
と
思
い
ま
す
。
な
ん
か
で
優
勝
し
た
り
、

賞
を
取
る
人
は
当
然
出
ま
す
が
、
そ
の
人
が
世

代
や
代
表
す
る
文
化
的
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
少
な
い
。

平凡'"人主がよい
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ま
す
。
世
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
に
苦

し
ん
で
い
る
。
彼
ら
よ
り
上
の
世
代
の
「
新
人

類
」
は
、
ニ
ッ
ポ
ン
株
式
会
社
に
背
を
向
け
て

個
人
生
活
を
大
事
に
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ん

か
も
寸
ん
と
ア
カ
抜
げ
て
美
容
院
に
行
き
は
じ

め
る
な
ど
、
そ
れ
な
り
に
特
徴
を
出
せ
た
。

t
と

こ
ろ
が
遅
れ
て
き
た
彼
ら
は
、
も
う
そ
の
手
が

使
え
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
が
流

行
っ
た
の
は
、
後
ら
が

EP同
生
に
な
っ
て
か
ら
。

当
時
の
小
学
生
た
ち
が
「
フ
ァ
ミ
コ
ン
世
代
」
と

な
っ
て
、
後
ら
を
追
い
上
げ
て
い
る
。

2
つ
の

世
代
に
は
さ
ま
れ
中
途
半
端
で
、
名
前
も
付
け

て
も
ら
っ
て
な
い
初
代
前
半
の
人
び
と
。
こ
れ

が
、
日
本
の
ジ
子
不
レ

l
シ
ヨ
ン

X
な
の
で
す
。

こ
の
世
代
の
人
び
と
が
し
ん
ど
い
理
由
は
、

「
切
断
」
が
う
ま
く
い
か
な
い
か
ら
で
す
。
適
当

な
文
化
的
ア
イ
テ
ム
が
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
父
親

ど
こ
ろ
か
‘
お
徳
父
さ
ん
だ
っ
て
聴
い
て
た
か

も
し
れ
な
い
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
、
い
ま
流
行

り
の
庁

1
ツ
を
た

E
る
と
印
年
代
だ
っ
た
り
す

る
。
感
性
に
し
て
も
、
テ
レ
ビ
や
漫
画
な
ら
親

た
ち
の
こ
ろ
か
ら
も
う
あ
っ
た
の
で
、
そ
ん
な

に
差
が
な
い
。
前
の
世
代
と
な
ん
と
な
く
連
続

し
て
い
て
特
徴
が
な
い
の
が
、
こ
の
世
代
の
特

徴
で
す
。

し
か
も
、
「
団
塊
の
世
代
の
先
回
り
」
が
、
こ

れ
に
拾
を
か
け
て
い
る
。

E
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
本
当
な

ら
切
断
の
対
象
と
な
る
は
ず
の
大
人
た
ち
が
、

い
や
に
も
の
わ
か
り
が
い
い
ん
で
す
。
親
た
ち

が
ピ

l
ト
Y
ズ
の
注
釈
を
し
て
く
れ
る
。
服
で

も
食
べ
物
で
も
乗
り
物
で
も
、
こ
う
い
う
の
が

あ
る
と
面
白
い
だ
ろ
う
と
、
行
く
先
々
、
庖
ぞ

開
い
て
待
っ
て
い
る
の
は
団
塊
の
世
代
な
ん
で

す
。
こ
う
ま
で
先
回
り
さ
れ
た
の
で
は
面
白
く

な
にじ

ゃ
あ
、
「
結
合
」
の
ほ
う
は
成
功
し
た
か
と

「ノ
1
7
Y
幻
想
」
は
、
一
見
無
害
に
見
え
ま

す
が
.
問
題
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

戦
後
、
印
年
近
く
が
経
ち
ま
し
た
。
民
主
主

義
の
予
行
演
習
も
終
わ
っ
て
、
い
よ
い
よ
民
主

主
義
で
生
ま
れ
育
っ
た
第
二
世
代
の
時
代
で
す
。

団
塊
の
世
代
が
も
の
心
つ
い
た
こ
ろ
の
社
会

は
余
裕
が
な
〈
、
若
者
の
側
か
ら
オ
W
タ
ナ
テ

イ
ブ
ぞ
出
せ
ば
す
ヤ
喧
嘩
に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
こ
う
す
る

-2R
体
制
側
も
い
く
つ
か
、
選

択
肢
を
用
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
は
、

選
択
肢
が
ま
す
ま
す
内
実
を
と
も
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
誰
か
が
誰
か
を
管
理
す
る
た
め
に
体

制
を
作
っ
て
い
る
、
と
い
う
仕
組
み
は

E
ん

E

ん
壊
れ
て
い
る
。
憲
法
改
正
、
P
K
O、
コ
メ

の
輸
入
自
由
化
な

E
、
自
の
前
の
問
題
を
例
に

あ
げ
て
も
、
い
ま
ま
で
み
た
い
に
対
立
し
た
グ

y
lプ
が
押
し
〈
ら
ま
ん
じ
ゅ
・
フ
し
て
み
て
も

解
決
し
ま
せ
ん
.

社
会
の
カ
学
が
変
化
し
、
手
続
き
そ
踏
め
ば
、

制
度
の
か
な
り
の
部
分
が
変
更
可
能
に
な
っ
た
@

こ
れ
ま
で
に
な
く
、
ソ
フ
ト
な
時
代
の
到
来
で

、
& 

-コンビニエンス・ストアーの利周囲敵 11週間】

い
う
と
、
こ
ち
ら
も
低
調
。
理
由
は
‘
価
値
相

対
主
義
が
公
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
e

つ
い
こ
の
間
ま
で
、
ベ

W
リ
ン
の
壁
を
は
じ
め
、

世
の
中
に
は
動
か
せ
な
い
壁
が
あ
っ
て
、
右
と

左
‘
北
と
南
の
よ
う
な
対
す
7
T形
成
し
て
い
た
。

そ
の
反
対
側
に
移
れ
ば
、
一
応
、
自
分
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
が
作
れ
た
ん
で
す
。
で
も
ベ
ル
リ
ン

の
笠
が
崩
唆
し
て
か
ら
、
個
々
人
で
価
値
観
が

違
う
の
は
当
た
り
前
、

E
れ
だ
っ
て
あ
り
な
ん

だ
と
い
う
世
界
に
な
っ
た
。
少
々
の
こ
と
で
、

大
人
は
驚
い
て
く
れ
な
い
。
同
じ
世
代
の
な
か

で
も
価
値
観
が
多
様
化
し
、
こ
れ
ま
で
み
た
い

に
特
定
の
価
値
に
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
卜
し
て
世
代

形
成
を
は
か
る
学
ん
て
、
'
P
之
小
可
能
な
の
で
す
。

団
塊
の
世
代
の
こ
ろ
だ
っ
た
ら
‘
政
治
と
い

う
相
場
所
に
飛
び
込
め
ば
、
社
会
党
や
共
産
党
の

や
ら
な
い
過
激
派
の
世
界
が
あ
っ
た
。
金
に
な

ら
な
い
前
衛
芸
術
を
や
っ
て
も
よ
か
っ
た
し
、

新
宿
で
シ
ン
ナ
ー
を
吸
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ

れ
で
世
代
形
成
が
で
き
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が

い
ま

E
言
、
反
社
会
的
だ
と
言
っ
て
も
ら
え
る

の
は
、
一
部
の
新
宗
教
寸
ら
い
の
も
の
。
統
一
教

・
会
に
入
れ
ば
.
親
も
心
配
す
る
し
マ
ス
コ
ミ
も

叩
い
て
く
れ
ま
す
が
、
ま
さ
か
ジ
子
あ

ν
l
シ

ョ
ン

X
全
体
が
入
信
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

と
い
う
わ
け
で
、
団
塊
の
世
代
の
先
回
り
を

は
ね
の
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
自
分
た
ち
の
世

代
に
狙
自
の
価
値
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
こ
の
世
代
の
若
者
た
ち
の
多
〈
は
、
オ
タ
ク

っ
ぽ
く
、
カ
川
ト
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

カ
ル
ト
は
本
来
、
特
定
の
教
義
や
価
値
観
を
共

有
す
る
集
団
と
い
う
意
味
で
す
が
、
そ
う
い
う

も
の
か
ら
ほ
ど
遠
く
、

中
心
と
な
る
べ
き
価
値

観
を
欠
い
た
ま
ま

J
』
れ
だ
け
知
っ
て
る
'
と

い
う
ゲ
l
ム
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
オ
タ
ク

や
カ
N
ト
も
「
結
合
」
と
「
分
離
」
の
ゲ
!
ム

な
の
で
す
が
、
微
細
な
遠
い
百
ヨ

l
カ
山
げ
な
情

す
-
こ
の
状
況
に
よ
シ
子
不

V
l
シ
ョ
ン

X
は、

E
の
よ
う
に
応
じ
て
い
〈
の
か
。
後
ら
は
価
値

観
に
こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
外
の
価

値
観
と
の
聞
に
、
論
争
や
対
誌
が
成
り
立
ち
に

〈
い
。
民
主
主
義
の
機
能
で
あ
る
、
チ
ェ
ッ
ク
&

バ
ラ
ン
ス
が
き
ち
ん
と
働
く
か
と
い
う
心
配
が

あ
り
ま
す
。

反
面
、
日
本
人
が
本
当
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
グ

な
仕
事
を
す
る
の
は
、
こ
の
世
代
か
ら
あ
と
だ

と
も
言
え
る
。
後
ら
に
は
情
報
が
行
き
わ
た
っ

て
い
て
、

真
似
と
真
似
で
な
い
本
物
と
は
す
ぐ

区
別
で
き
る
。
ま
た
、
自
由
も
あ
る
か
ら
、
や

ろ・

7
と
思
え
ば
な
ん
で
も
で
き
る
・
自
分
の
手

の
な
か
に
あ
る
情
報
や
自
由
を
、
ま
だ
十
分
に

使
い
こ
な
し
て
い
な
い
だ
り
で
、
そ
の
こ
と
に

気
付
け
ば
、
後
ら
は
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
後
ら
が
お
と
な
し
い
羊
の

群
れ
で
な
く
、
個
性
あ
る
届
似
た
ち
と
な
っ
た
と

き
‘
は
じ
め
て

X
に
名
前
が
与
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(
情
成
・
温
水
ゆ
か
り
)
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はしづめだいさぶろう

橋爪大三 郎先生(社会学者東京工業大学助教綬)

「女性の意識が変わり、 社会が変わって、
次に必要なのは男性の考え方を変えていく
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こういう囚維を党{汚の上で、「今まて・人

が進んでないi丘を進もう J r自分の可能性

を試してみよう」と考える女性がJ('/えてい

るというのは、頼もしいことです。これか

らの男性は、そういう女性に魅力を!さじも

L‘ょうでは駄目だと思いますよ。

~過渡期の後に問われる女性の真価~

こうして見てきたいろいろな問題ば、 今

がi邑iWUJた'からなのです。やがて、女1:1ーが

社会に進出することが当りiiiiになって.本

当に“つりあっている"結絡をして、子供

を安心して産めるH封切味ると忠L、ますし

そうなってL、かなければなりません。

その時.女性の兵怖がIllJわれることにな

ります.1f.怖を得た女性たちには、そこに

安住せずにライセンスを得た後も、 1.lfl"J分

貯における技量をHiめるように修練してほ

しいと思います。…これは.男性にも全〈

同じことが言えるのですけどね。

'::文責、平ポンク編集部
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しかし、その結婚維をクリアしても次の

問題があります。それは“子供"てす。

子供を産むと、そこから引き継いで育児

などの負担も集中してしまうので、キャリ

アが途切れてしまう。たとえ産むとしても

2人ほしいところを l人て守則受したり、 1 

人産むところを産まないて我慢したりで、

全般に子供の数が少なくなってきています。

子供を産むのが負担になるというのは、女

性にとってはとても図ることです。

では、たとえばアメリカではどうか。社

会4特車は日本以下ですが、ベビーシッター

などの補助労働をコミュニティ ーか支援す

るというシステムがあります。しかし、日

本は家も狭〈、完全雇用だから准もそうい

うことはしませんしそう L寸習慣もあり

ません。 見ず知らずの人に契約て~ffiけると

し、う考え方がありませんでした。

日本にベビーシッターの文化が合わない

のであれば、それに代わるようなうまいシ

ステムを社会が考えるべきでしょうね。

女性が資格を取ることでの

問題をどうすればいいのか?
~“つりあっている"結婚が難しい~

資格を取得すれ広夫に依存したり男社

会に妥協したりしないで生きていける。そ

れは、女性の自立にとって一番良いことで

す。しかし、これが裏目に出てなかなか人

生設計"'/)1上手くいかない場合があります。

第一に配偶者を見つけるのが難しい。日本

の通念では、夫と委を比べると夫の方が少

し年上で、収入や社封守地位や学歴もちょ

っと上なのがバランスが良いという感覚が

何となくあ ります。 “つりあっている"と

いうのはそういう意味で、“まったく対等?

ではありません。たとえL!.、収入は夫の方

が多いが学歴は委の方が上だからちょうど

いい、とはあまり思わないわけて寸。そう

するとどうなるかというと、良くできる女

性ほど、もっと上の男性を見つけなければ

ならないという周囲の期待が生まれてしま

います。下手をすると、本人もそう思って

しまう場合がある。そうなると、栢手はな

かなか見つからない。

それを男性の側から見ると…。今、競争

の厳しい社会の中で、男性たちは!動き過ぎ

てす。そんな男性たちが、そのデキル女性

と、 OL2年目で「そろそろやめようかな」

と思っている家庭の主婦型の人と、どちら

を奥さんにしたいか。いろいろあるだろう

けど、「俺も疲れているので、家に帰った

らくつろぎたいのて・」と言って家庭の主鋳

型の人を選ぷ男性がまだまだ多い。こうし

た男性の考えは、これから変えていく必要

があるとは，E、いますけれども。

~子供を産むのが負担になっている社会~

ことで、す」

とつは、従来男性がやっていた仕事の中に

女性も入っていくということ。たとえば、

男女雇用後会!!!J等法以降の “総合職"とい

うのがこれです。

もうひとつbえ“資格"です。ある水準

以上のライセンスをもらうと、男女に関係

な〈その仕事ができる。そうすると、男社

会に適応して、男性の音E下になって、男の

同僚と競争していくということをしなくて

も済みます。お茶汲みもないし、肩たたき

もない。それから、自営業てすから自分の

都合に合わせて休むこともできます。資格

は、わざわざ男社会の中て幸子労しなくても、

女性が社会進出していけるという有利な，守、

が多いのて寸。

の窓Eキぬぎあって、キレイな女性たちがキレ

イであるということで「結婚できるから大

丈夫だ」と忠わないで、勉強を続けている

ということ。そして、デキル女性の総数が

培えて競争も激しくなり、「同じ能力があ

るのならキレイな女性を」ということでテ

レビなどで然用されて活躍していること。

ある種、差別だと思いますが…。

こうした現象の転換!日jは、 ω王子代の初め。

四年制大学へ女性が進学することは、昔は

就聡しないということを意味していま した。

しかし、 ω年代に入って、大幅な入手不足

と企業のハイテク化などで、女性を戦力と

して考えるようになって採用動向が変わっ

てきたのて寸。

“女性と資裕"を考えていく上て二次の

3点がキーポイントになると思います。

①まず、昔はデキル女性とキレイな女性は、

別なタイプでした。しかい目立は、デキて

しかもキレイな人が目立って噌えてきてい

る。それはなセ'か?

(2);欠に、女性が・資怖を取って社会に進出"

するのと"資俗なしで社会に進出"するの

とでは、 どこカイどうi主うのか?

Q)そして、女性が資格を取ったとしても、

ほかのIilJlillをどうすれ(まい」‘のか?

では、この3点をそれぞれ詳しく見てい

きましょう。

~女性は覚悟を決めて二者択一する~

そこで、デキル女性か唱えてきたときに、

彼女たちが考えるのは総合戦でいこうか、

それとも何か自分だけの技能を身に付けて

資格を得ょうか、資絡を得ないまでもプロ

フェッショナルとして生きていこうか、と

いう二者択一なのです。

たとえば大学などでも、建築学科に進ん

で建築士になろうとか、学位を取って学者

として生きていこうとL寸女性たちは、男

性に比べて恨性が入ってる。「この仕事は

苅哉だと思って一生やっていくんだ」とい

う覚悟があってきています。男性の場合は、

どこかふらふらしていて、「理科系にきた

けど、証券会社に就職しょうかなJ などと

考えたりしている。女性はそういったこと

は、もう高校のときに考えています。だか

ら、今はまだ党l合がないと女性は専門職に

なれない時代ですが、いったん党倍を決め

れば恨性入れて勉強しますから資絡を取り

やすい。そういう意味からも資絡を取るこ

とは、女性に向いていると思います。

溢き舎さト

女性の“資格による社会進出"と

“資格によらない社会進出"とは、

どう違うのか?
~女性にとっての“総合職"と“資格"-

では、デキル女性たちは、どうやって生

きていくのか。当然、自分の能力や自分の

修めた学問・技術を活かして仕事をしたい。

そうすると、就股しなければならない。社

会に出なければならない。 1設業をi芸ばなけ

ればならない。ところが、従来女性のため

に用意されていた職業は、補助的な仕事が

多かったから、新しい分野を開拓していか

なければなりませんでした。

そこで、ふたつの可能性があります。ひ

最近、デキてしかもキレイな女性が

目立って増えてきているo

それはなぜか?
~卒業アルバムがお見合い写真だっf頑 ~

昔は、ー;走大学には美人l弘、なb‘!とい

うiiii念がありました。どうしてかというと、

かつての女性のライフコースは、“お嫁に

行くこと"カ4非常に重要なことて七社会に

進出することはあまり期待されていません

でした。そこで¥一流女学校の卒業アJレパ

ムは、お見合い写真の代わりになっていた

のてす。そして、 E脱 tが良〈て気立てのよ-

.い美人には、お見合いの誌があめあられと

降ってきて、卒業前に話約したりする人が

たくさんいたわけです3

では、そうでない人はどうか。続が「ウ

ーン。おiIIiはねえ、やっぱり勉強で身をた

てたほうがいいよ」ということで.苦学をし

て医者になったり学者になったりしました。

、

~女性の意識と社会のニーズの変化~

ところが&近、頭が良くてキレイな人が

とても明えてきていますs これにはふたつ
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子どものころ，民主主義のことをなんて教わった

だろうか。民主主義とはみんなで平等に暮らすこと，

だったろうか? 民主主義こそ最高の政治制度だ，

と言ってきた橋爪大三郎さんに，なぜそう考えるの

か話を聞いてきた。

E----aEE--------aa-------EE--E・E・-

一一民主主義は.なぜ最高の政治制度なんですか。

こんな話があります。頭をぶち割る代わりに，頭を

数えるのが民主主義である，と。例えば，人間が10人

いたとします。当然のことながら，十人十色の考え方

や利害関係が出てきますよね。こうなると，みんな別々

のことを考えているわけですから，何か物事を決めな

ければならなくなったとき，なかなか意見がまとまり

ません。では，どうすればいいのか。 1つは，自分を

除いた残り 9人の頭をぶち割ってしまえばいいわけで

す。実際にぶち割らなくても，ぶち容jるぞと脅して黙

らせる。そうすれば， 10人いようと自分 1人の意見を

通すことが可能です。これが lつの方法。

民主主義はそれとはまた別の方法で，脅して黙らせ

る代わりに自分の考えをみんなにしゃべらせます。も、
ちろん良い考えも悪い考えも出てくる.んですが.議論

を通じて悪い考えは徐々に言い負かされ，より良い考

えが残っていくだろうと民主主義では考えるんです。

で，これ以上言い負かされないような考えがいくつか

最後に残ったとき，それぞ.れの考えの支持者を数え，

数の多かったほうを全体の結論にします。その決定に

全員が責任を持って従うというのが，民主主義のシス

テムなんですね。

もし民主主義を否定すれば，必然的』こ，頭をぶち割

るぞと管して物事を決めていくような制度になってい

きます。頭をぶち割るほうにしてみれば，そのほうが

物事を決めるのに都合がいいわけですが，残りの人た

ちは自分の考えを自由に言うことができなくなってし

まいます。ですから，みんながなるべく満足する制度

としては，民主主義がいちばん優れているわけです。

一一民主主義のもとで.個々人はどのような行動規範

が求められるわけですか。

まず議論すること，次に多数決で決めること，そし

て決めたことにはみんなが従うこと。この 3つです。

議論をせずに多数決で決めても民主主義とは言えませ

んし，多数決で決めたことに個々人が従わなければ民

主主義にはなりません。民主主義のもとでは，自分に

都合が悪かったり決定に賛成できなかったりした場合

でも，決まったことには従わなくてはなりません。当

然，ストレスもたまります。ですが，平均してみれば

ほかのやり方よりも全体的にみんなの満足感が高くな

るんです。

一一民主主義は日本でどのように受けとめられている

のでしょうか。

日本で民主主義は，主義という文字が付いているた

めに，マルクス主義のような思想であるかのように誤

解されています。確かに広い意味では思想ですが，そ

の中に社会民主主義だとか福祉を重視するだとかの思

想を含み持つもっと大きな政治の枠組みなんです。

個々人にとってはこの社会の成員としての行動様式，

マナー。これを思想だと誤解しているから，本を読ん

だりしなければ理解できないとか，一般国民には関係

がないとか思われています。

第二の誤解は，民主主義とみんなで仲良くすること

が同じだと思われていることです。日本人のものの決

め方というのは，対立がなくてみんな同じ意見になる

のが理想とされていて，それがしばしば民主主義だと

誤解されています，ですが，それは民主主義とは全く

反対の考え方です。民主主義は，みんな同じ意見にな

ればよしとする制度では決してないのですから。

(次号に続く。聞き手は本誌:石島裕之)

栂爪大三郎さんは， 1948年鎌倉市生まれ。東京大学

大学院社会学研究科1事土螺程修了。現在東京工業大掌

助教授。著書にr官険としての社会科学」などがある。
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橋木太三郎の巻(第 3回)

民主主義をテーマに話を聞いてきた僑爪大三郎の巻も、

これでおしまい。考えだすと訳が分からなくなってしま

うような「社会」について知りたい、という人は、ぜひ

橋爪さんの著作に触れてほしい。簡にして要を得た橋爪

さんの諸論文から受け取るものは、少なくないはずだ。

ば
撃
さ
いし・一
-
JJ・-

誤解されたままの，民主主義。橋爪さんは先月，そん

なことを話してくれた。それにしても.どうして日本で

は，橋爪さんの話す民主主義の原則から離れた所で物事

が動いていくのだろうつ “民主主義"という言葉自体

はありふれていて，何をいまさらって感じさえするのに。

うようなことがらを，決定すること」である，と。た

しかに僕たちは，言い古されたことかもしれないけれ

ど，独りでは生きていけない存在，いわば「共同生活

を営む生きもの」だ。だからこそ，みんなを拘束する

何らかの取り決めが生じるようにむなる。

それにしても橋爪さんはなせ.，「民主主義は最高の政

治制度である」という，強い容さを持った言葉を表題

としたのだろうか。たとえばその認さは，民主主萎は

僕たちによって生きられるべきものだとする，本容の

はしがきでも聞き取ることができる。果たしてそれは，

「政治」に対してあいまいな手っさしか持ち得ていない

僕と，どこかで切り結ぶことがあるのだろうか。民主

主義における行動規範を rまず議論すること，次に多

数決で決めること，そして決めたことにはみんなが従

うこと J (当欄12月号記事)の 3つを挙げたうえで，こ

れが日本ではまだ根づいていないという橋爪さんの指

摘は，僕に，たしかにそういった状況はあるなぁとい

ったたぐいの納得をもたらした。

それは決して，“政治改革"といったメディアを通し

てあちら側古当らやってくるような事柄からではなし

むしろ仲間うちの関係でこそはっきりと見えてくるよ

うな質を持ったものではないか，と思う。さらに言え

ば，メディアから伝達されてきた「政治」にのめり込

むことで，逆に足元をすくわれてしまう可能性だつで

あると思う。マスコミ大の「政治」だけが「政治」じ

ゃないということ。それは，橋爪さんが民主主義の前己さrぐミアスコZJオの rJ1..玄迫J
提は r人間一人ひとりが自分の生き方を考え，っきつ

め，決してそれを他人に預けないことJ (r民主主義は

最高の政治制度であるJ)だと言ったことと，地続きだ。

最終的に僕たち一人ひとりが，民主主義ゃいろんな事

柄に対してどんな態度を取るにせよ，このことだけは

たしかに言えるんじゃないだろうか。

(編集部・石島裕之)

こんなすっきりしない心情を引きずっていた僕に，

「政治」について考えるときのヒントを与えてくれたの

が，橋爪大三郎さんの『民主主義は最高の政治制度で

あるJ (現代書舘)だ。僕にとって相当にあいまいだっ

た「政治」を，簡潔な言葉で定義づけている。すなわ

ち「政治」とはおおせ.いいの人びとを拘束してしま

ふだん，僕たちは，いったいどんなことを話題にし

て話をしているだろうか。話す内容によっては相手に

なかなか話が通じなくて苦労した，なんて経験を持つ

人，けっこういるのではないか。相手がだれであるか

によって，その話題が理解されるか否かが，変わって

くる。ごく親しい間柄でしか通じない話もあるし， 自

分の町内でだけ交わされるローカルな話題もあるとい

うように，話される内容によ ってどの くらいの人たち

に理解されうるか，その程度が違ってくるのだ。

それでは，より多くの人に共有されている話題とい

ったら何だろうか。やはり，メディアを還して届けら

れるさまざまな情報だろう。映画しかり，イベント情

報しかり。そういった中で，とりあえず耳に入ってる

けどなんだかうっとうしくって話題にするのはちょっ

とねえ，というのが「政治」ではないか。この「政治」

に対しては，大別して 2つの気分が混在しているよう

に思う。テレピなどを通じて知る「政治」は，あちら

側のこと。自分の生活がそれで変わるわけでもなし。

これがまず第 lの気分。かといって完全に無視するほ

どには，ふっ きれてない(他人事と言ってはみても，

やはりどこかで自分の生活にかかわっているような気

もするなあ)。これが第2の気分。「政治」に対するこ

んなとっかかりのない漠然としたままの気分が，少な

くとも'65年生まれの僕にはあったと思う。

僑爪大三郎さんは.194日年鎌倉生まれ。東京大学大学

院社会学研究科簿土課程修了。現在東京工業大学助教

拒至。著者に r民主主義(d:最高の政治制度であるJ などが

ある。

す。逆に日本の場合， トラブルが生じたときに人間関

係で解決しようとしますから，法律に対ナる依積心が

非常に{~くなっています。

一一そうした状況下で，日常的に個々人はと・のように

怒る舞っていけばいいと考えますか。

日常生活で，みんながいちいち代議士のように議論

しなければいけないとは思いません。 しかし，プロフ

エツショナルにはプロフ ェッシ ョナルとしての倫理が

あります。例えば，普通の人はだれかの体に刃物を突

き立ててどんどん切ってしまおうとは思いませんが，

外科医にはそれが仕事です。嫌だと言っていたら，外

科医なんでできませんよね。手術は，長い訓練を経て

できるようになるわけですが，そうしたプロフェッシ

ヨナルとしての信頼があればこそ，ほかの人は安心し

て手術をまかせているわげです。これではじめて分業

がうまくい仏プロとはそういうもので，どんな職業

であっても，例えば政治家でも，同じことが言えます。

日本の風土は言論によ って事を荒立てるのを嫌いま

すが，それでも，明確な言葉によって争点を浮き立た

せて政策決定を私にまかせてください，私にまかせて

くれれば皆さんの悪いようにはしません，これこれこ

ういう理由があるからです，と言えるような政治家が

出てこなければならない。きちんとした政策を立案・

立法化して，それを国民に分かりやすく説明する。こ

れが政治家に本来必要な能力なのですから，そういう

能力のある人が幅広く支持されていくように国民が協

力していけば，日本はいまよりもいい状態になるので

はないかと考えています。(聞き手は本誌:石島俗之)

一一民主主義を自分の日常に引き寄せて考えたとき，

実はどこかピンとこないところがあるんです。これは，

私だけに限らないように思うんですが…。

問題は，社会に対するものの見方にあります。

平均的な日本人の場合，社会を同心円状に見ている。

自分がまずあって，つぎに夫婦とか家族などの身内，

それから親戚とか親しい友人，そこからまた広がって

職場とか地域，そして村や町などがある， というふう

に。で，さらに，日本というちょっと硬い膜があって.

そこから先は定洋と広がっている，と。

そして，それぞれの場にふさわしい行動様式がある

のです。相手がだれであるかによって，日本人は対応

が全く違ってきます。そこには人間に対する普道的な

援念がありません。もちろん人を殺してはいけない，

という程度の観念はあるんですが，具体性に欠けてい

るんです。 、

これは，他人;こ対して積極的にかかわろうとする方

法論が欠けていることを意味しています。自分たちと

は異なる人間(つまり他人)がいたる所に存在してい

ることを，想定していないわりです。

日本人はまず，つき合う相手との仲にこだわるので

すが，仲が良くなかったとしてもとにかく一緒に社会

生活を営んでいくのが近代社会なんです。ここで重要

なのは， 1中の良くない相手から見れば当然自分も他人

と思われていること。他人ですから;親切にしてもら

えません。もし自分が他人に意地悪をしたら，相手か

ら見たら自分も他人ですから，仕返しされてしまいま

すよね。そこで，他人に対しても親切にしなくてはい

けなくなってきて，やがて，最低限こういう義務は守

りましようという法律が作られるようになります。そ

の法律によって自分も相手も守られる。このようにし

て市民法が作られてきたわけですから，ヨーロッパや

アメリカなどでは法律に対する信頚が非常に高いので
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