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とになる。

であり、文責月そのヒ

さを告げるものでもあξ

毒者創立「文化とコミ

シ ョ ン」を執に、文~Jgf:

化論・コミュニケーシ三

の三部から構成さ本

様々な対象や方法を駆Jj
中で「社会学主義を-

立渇の模索が試みらa

興味深し」一冊。
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筑摩書房・ 1992年

力や倫理の在り方(それ自体

きわめてほ世主回句なものであ

る)がこれほどまでに人々を

魅了してきたのはなぜか、そ

れを読む者を捉えて離さなか

ったのはなぜか、と問う こと

もできる。それはひょっとす

ると、この作品が支E切〉記述

とはさしあたり無関係なある

濯の文学性を秘めていること

によるのかもしれない。

告l肢佐成1 .、 ニクラス・ルーマン
ム斗ウJレ干ーJ民社栄誉もU)

を鮮やかに;手かひ'おう〈らせる

方法となっている。第一章で

は既存初盛り場薪究の系譜が

概観さ才1ヘ第二重て'(;j:明治の

マックス・
ヴェーJ~-
「プロテスタン
テイズムの倫理と
資本主義の精神」
大塚久111m 岩波文庫 1991年

コンラッドの小説唱の島

のもつ文明論的含意とは何か。

それは人生が「悪夢の選択」

の連続である、ということだ。

私たちはいくつかの返凱可能

な事夢」のうちからいくら

かでもましなものを選んでそ

の中て全きるほかはない。そ

れは西院丘代文明というもの

が一つの事夢」として追訳

されていることからくる必守主

おまけ

業欲的プロテスタンテイズ

ムにおける「出納禁読むの

倫理とベンジャミン ・フラン

クリンにその典型をみる「資

本主義の精神」。本書は、この

二つの問の官択自慢蘇日比

を主題化する二とにより、近

代の産業資本を支える個人の

倫理(エートス)を浮かび上

がらせた、社会学の古典中の

古典である。しかし、われわ

れはそこに描き出されfこ親和

オロギーであり、家族内部の

分離さえt信寺されれば房長IJ的

に不要なものであること、「近

親相姦の禁止」は分離公理が

弱知村部に写像されたことの

効果であることなどが明ちか

にされる。さらにはフエミ ニ

スムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方向性が

模索8れる。「性愛そのものへ

の切実な感心に~.Iき寄せられ
た人たち」におすすめσ〉一冊。

~AERA MOOK12社会学がわかる。 .!i
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ゲンシュタインの「言語ゲー

ム」の発想に依拠しつつ、さ

らにはハートやJレーマンの法

理論を援用することで、法や

権力といった社会官調象の言

語的成り立ちを明らかにする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早〈取り入れたも

のとして必毛売。〉一冊である。

われわれを取り巻く世界は

「言語ゲーム」の巨大な渦巻の

ようなものとして存在してい

る。世界の中心をなすはずの

主体の形象もその中でのみ生

み出される。したがって主体

が言語を掌握するのなまない。

むしろ逆に言語こそが主体を

掌握するのだ。本害はウ'ィト
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謎
に
満
ち
た
現
象
で
あ
る
。

多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、

権
力
は
、

* 

じ
ゅ
う
ぶ
ん
明
確
な
概
念
に
み
え
る
。

近
代
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
は
、

権

権
力
は
現
実
的
で
、

近
代
社
会
の
な
か
で
、

ふ
つ
う
に
近
代
社
会
で
生
活
す
る
人
び
と
は
み

力
を
担
う
べ
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。
権
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、

な
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
知
識
は
、

権
力
を
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
知
識
を
前
提
に
し
て
、

社
会
(
科
)
学
者
た
ち
は
、

に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

近
代
と
は
違
っ
た
社
会
を
営
む
人

「
原
住
民
の
知
識

]og--go乏
包
官
」

西
欧
文
明
社
会
の

l一一権カの可能条件

考
え
て
み
た
ほ
う
が
よ
い
。

わ
れ
わ
れ
の
知
る
よ
う
な
権
力
の
観
念
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、

び
と
は
、

権
力
の
概
念
が
育
ま
れ
る
に
い

広
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ

l
コ
1

は、

権
力
の
謎
は
、

M
-
フ
l
コ
l
以
後
、

『岩波講座

/タヲ6~.2 0 

権
力
を
権
力
た
ら
し
め
て
い
る
視
え
な
い
力
こ
そ
、

ほ
ん
と
う
の
権
力
で
あ
る

そ
し
て
、

た
る
西
欧
的
文
脈
を
問
題
と
し
た
。あ

ら
ゆ
る
言
説
や
制
度
が
こ
の
意
味
で
の
権
力
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
。
社
会
(
科
)
学
は
、

権
力

と
示
唆
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
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」

2 

分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ー
コ

l
の
議
論
は
説
得
的
だ
が
、
同
時
に
疑
問
も
湧
い
て
く
る
。
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
言
説
が
権
力
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る

の
な
ら
、
フ

l
コ
l
自
身
の
言
説
も
権
力
の
作
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
事
実
は
、

フ
l
コ

l

の
権
力
分
析
の
正

し
さ
に
影
響
し
な
い
の
か
?

さ
ら
に
、
彼
の
い
う
権
力
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
l
は
明
確
な
定
義
を
与
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
?
(
橋
爪
、
一
九
八
五
b
↓
一
九
八
六

こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
ま
え
に
、

い
っ
た
ん
古
典
的
な
権
力
の
概
念
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
権
力
の
謎
に
つ
い
て
最
初
か
ら

振
り
返
っ
て
お
こ
う
。謎

と
し
て
の
権
力

権
力
の
定
義
と
し
て
も
っ
と
も
標
準
的
な
の
は
、

M
・
ヴ
ェ
l
パ
l
の
定
義
で
あ
る
。

ヴ
ェ
|
パ
l
は
権
力
を
、
「
あ
る
社

会
的
関
係
の
内
部
で
抵
抗
を
排
し
て
ま
で
も
自
己
の
意
志
を
貫
徹
す
る
す
べ
て
の
可
能
性
」
と
定
義
し
た
(
巧
与
戸

E
N
N
H
一

九
七
二
、
八
六
頁
)。
こ
の
有
名
な
定
義
は
、

わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
い
つ
で
も
相
手
に
無
理
や
り
言
う
こ
と
を
聞
か
す
こ
と

が
で
き
る
の
が
、
権
力
だ
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
、
権
力
を
ふ
る
う
人
間
の
側
か
ら
の
も
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
近
代
人

の
常
識
と
合
致
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
権
力
を
服
従
者
の
視
点
か
ら
定
義
す
る
試
み
も
あ
る
。
宮
台
真
司
の
権
力
の
予
期
理
論
(宮
台
、

一
九
八

九
)
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
本
当
な
ら
や
り
た
く
な
い
こ
と
を
や
ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
、
権
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
以
外
の
論
者
た
ち
の
権
力
の
定
義
も
参
考
に
し
て
、

そ
こ
か
ら
共
通
項
を
取
り
出
す
と
、

わ
れ
わ
れ
は
権
力
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

①
複
数
の
選
択
肢
(
行
為
の
可
能
性
)
:
:
(
服
従
者
に
は
)
少
な
く
と
も
二
つ
の
、
行
為
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
し
か
行
為
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
権
力
の
は
た
ら
く
余
地
が
な
い
。

②
自
由
意
思
・:
:
服
従
者
は
、
自
由
意
思
(
ほ
か
か
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
自
己
原
因
)
を
そ
な
え
て
い
て
、
(
い
や
い
や
で

は
あ
っ
て
も
)
自
発
的
に
権
力
に
服
従
す
る
。
権
力
へ
の
服
従
は
、
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
の
結
果
で
あ
る
。
自
由
意

思
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
権
力
は
な
い
。

③
選
好
・
:
・
服
従
者
は
、
自
分
の
選
好
を
も
っ
て
い
て
、
あ
る
選
択
肢
に
比
べ
て
別
の
選
択
肢
を
好
ま
し
い
(ま
た
は
、

い
や
だ
)
と
思
う
。
ど
ん
な
選
択
肢
も
無
差
別
(
ど
れ
で
も
同
じ
)
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
権
力
が
は
た
ら
い
た
と
は
言
え

‘、

、。

チ
ん

1
hv

④
反
実
仮
想
:
:
:
現
実
は
こ
う
だ
け
れ
ど
、
あ
あ
で
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
と
比
較
す
る
こ
と
。

服
従
者
が
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
な
け
れ
ば
、
権
力
は
成
り
立
た
な
い
。

こ
れ
ら
①
J
④
の
要
因
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
権
力
現
象
が
成
立
す
る
。
①
J
④
の
要
因
は
、
互
い
に
か
ら
ま
り
あ
っ
て
い

る
が
、

ど
の
ひ
と
つ
が
欠
け
て
も
、
権
力
だ
と
は
言
い
に
く
く
な
る
。

権
力
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
問
題
の
核
心
は
つ
ぎ
の
点
で
あ
る

l
l
そ
も
そ
も
な
ぜ
、

い
と
思
う
ほ
う
の
選
択
肢
を
選
択
で
き
な
か
っ
た
の
か
?

ひ
と
(
服
従
者
)
は
よ
り
よ

そ
れ
は
彼
の
自
由
で
あ
る
の
に
つ

こ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
選

択
肢
を
選
択
す
る
よ
う
に
強
い
て
い
る
作
用
こ
そ
が
、
権
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

* 

権
力
と
自
由
(
個
人
の
自
由
意
思
)
と
は
、
互
い
に
相
補
的
な
概
念
で
あ
る
。
自
由
が
発
見
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
権
力
も

i
i
f
i
!
i
a
F
h
F
L
E

，，‘.，‘
.
p
h
，‘.，‘・
P
:

‘，



4 5一一権力の可能条件

「唖

見
い
だ
さ
れ
て
い
く
。
権
力
は
、
自
由
を
妨
げ
、
自
由
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
を
示
し
て
い
く
の
だ
か
ら
。

ま
っ
た
く
の
決
定
論
(
機
械
的
な
モ
デ
ル
)
に
、
権
力
の
余
地
は
な
い
(
↑
②
)
。

近
代
社
会
は
、
人
聞
が
自
由
な
権
利
の
主
体
で
あ
る
と
想
定
す
る
。
そ
う
し
た
人
び
と
が
、
自
発
的
に
と
り
交
わ
す
契
約
に

よ
っ
て
、
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
社
会
契
約
説
は
、

そ
う
し
た
議
論
の
典
型
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
近
代
社
会
が
、
市
場

(E
R
E門
)
を
拡
大
さ
せ
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。

市
場
は
、
自
由
意

思
の
み
に
も
と
字
つ
い
て
任
意
の
相
手
と
関
係
を
樹
立
す
る
(
ま
た
は
、
し
な
い
)
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
契
約
が
す
べ
て

で
あ
る
。
契
約
は
、

そ
こ
に
権
力
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
誰
も
が
、
自
分
の
利
害
に
照

双
方
の
合
意
に
も
と
づ
く
か
ら
、

ら
し
て
最
善
の
選
択
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
誰
も
「
嫌
々
な
が
ら
本
当
は
や
り
た
く
な
い
こ
と
を
や
っ
て
」
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
発
想
を
お
し
進
め
、
個
人
主
義
的
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
社
会
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
権
力
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う

に
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
人
び
と
は
自
由
意
思
を
も
っ
て
い
る
。
自
由
で
あ
る
限
り
、
誰
も
が
自
分
に
と
っ
て
最
も
の
ぞ

ま
し
い
行
動
を
と
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
、
市
場
の
ケ
l
ス
と
同
じ
こ
と
が
言
え
て
、

ど
ん
な
社
会
関
係
も
権
力
と
解

釈
で
き
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
(
こ
の
こ
と
の
数
式
を
用
い
た
証
明
と
し
て
は
、
志
田、

一
九
八
七
を
参
照
)
。

自
由
の
あ
る
と
こ
ろ
に
権
力
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
権
力
は
、
人
び
と
の
自
由
に
な
ら
な
い
社
会
の
前
提
の
な
か
に
、
宿
る

こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
選
択
肢
の
な
か
の
一
つ
を
自
由
に
選
べ
る
と
し
て
も
、
選
択
肢
の
集
合
は
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ

た
の
か
つ

(ル
l
ク
ス
は
、
選
択
肢
を
隠
蔽
す
る
権
力
の
は
た
ら
き
に
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
)
契
約
を
自
由
に
結
べ
る

と
し
て
も
、
契
約
を
結
ぶ
た
め
の
条
件
(
双
方
の
初
期
手
持
ち
量
に
あ
た
る
も
の
)
は
、
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
の
か
?

個
人
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
(
権
力
の
予
期
理
論
も
含
め
て
よ
い
)
に
よ
っ
て
、
権
力
に
つ
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
ラF

'-

一-圃圃

こ
が
限
界
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、

つ
ぎ
の
制
約
が
あ
る
。
ま
ず
、
権
力
現
象
を
、
た
か
だ
か
二
者
関
係
の
な
か
で

だ
け
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
。
権
力
は
、
も
っ
と
広
い
範
囲
の
人
び
と
が
関
係
す
る
集
合
的
な
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
個
人
(
主
体
)
、
自
由、

選
好
を
実
体
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、

そ
れ
を
疑
わ
な
い
こ
と
。
む
し
ろ
そ
う
し
た

概
念
を
う
み
出
す
の
が
、
権
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
了
解

Z
E
O
B
S
E
E
m
)と
い
う
は
た
ら
き
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
、
権
力
が
作
動
す
る
の
に
必
要

な
、
反
実
仮
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

了
解
の
円
環

反
実
仮
想

(g
cロ
序
正
m
R
E巳
)は
、
あ
る
行
為
者
を
取
り
ま
く
状
況
(
彼
の
い
ま
・
こ
こ
に
不
在
の
人
び
と
や
行
為
)
を
、
彼

の
行
為
に
関
係
づ
け
る
営
み
(
I
了
解
)
の
、
ひ
と
つ
の
作
用
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ま
・
こ
こ
に
不
在
の
人
び
と
や
行
為
は
、
ご

く
単
純
に
考
え
て
、
い
ま
・
こ
こ
に
い
る
行
為
者
の
行
為
に
、
因
果
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

了
解

(
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
精
神
の
は
た
ら
き
)
を
通
じ
て
、
彼
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

了
解
は
一
般
に
、
社
会
を
社
会
と
し
て
成
立
さ
せ
、
人
び
と
に
行
為
の
前
提
を
提
供
す
る
。
了
解
を
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き

と
み
る
べ
き
な
の
か
、
私
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

* 

了
解
(
精
神
の
は
た
ら
き
)
は
、
世
界
を
構
成
す
る
。
世
界
の
な
か
に
は
、
自
分
(
自
己
像
)
や
自
分
以
外
の
人
び
と
(
他
者
像
)

が
含
ま
れ
て
い
る
。
構
成
さ
れ
た
世
界
は
い
わ
ば
、
自
分
の
頭
の
な
か
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
、
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世
界
は
外
界
(
宇
宙
)
と
区
別
さ
れ
な
い
。

了
解
は
、

他
者
に
つ
い
て
の
あ
り
あ
り
と
し
た
像
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
他
者
の
行
為
選
択
や
了
解
の
あ
り
方
に
つ
い
て

の
像
を
含
む
。

そ
こ
で
了
解
は
、
厳
密
に
考
え
る
な
ら
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
二
律
背
反
を
内
包
せ
ざ
る
を
え
な
い。

-
一
了
解
は
十
分
に
精
確
で
、
他
者
の
了
解
を
含
む
外
界
の
あ
り
方
を
写
し
と

っ
て
い
る
。

日
一
了
解
は
十
分
に
独
自
で
、

他
者
の
了
解
が
届
か
な
い
ほ
ど
自
己
の
内
部
に
向
か
っ
て
深
い
。

た
と
え
ば
、
私
は
、
自
分
は

A
さ
ん
の
こ
と
な
ら
何
で
も
知
っ
て
い
る
(
私
の
知
っ
て
い
る

A
さ
ん
が
ほ
ん
と
う
の

A
さ
ん

だ
)
(
I
)
と
信
じ
て
い
る
い
っ
ぽ
う
で
、
自
分
の
本
当
の
す
が
た
な
ど

A
さ
ん
に
わ
か
る
わ
け
が
な
い
(
私
の
知
っ
て
い
る
私
だ

守
道

‘

、

、

0

・刀中

ι
し

け
が
ほ
ん
と
う
の
私
だ

)
(
E
)
と
信
じ
て
い
た
り
す
る
。

ー
と

E
が
両
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
し
、
根
拠

で
は
こ
の
二
律
背
反
は
、

し
か
し
、
そ
れ
が
両
立
す
る
の
が
了
解
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

* 
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
て
い
る
の
か
。

ー
/
E
の
対
比
は
、
私
の
い
う
、
唯
物
論
的
リ
ア
リ
テ
ィ
/
現
象
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
対
比
に
相
当
す
る
(
橋
爪
、
一
九
八
八

↓
一
九
九
三
)
。
唯
物
論
的
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
了
解
の
あ
り
方
に
そ
く
し
て
言
え
ば
、
人
び
と
一
人
ひ
と
り
の
了
解
が
、
互
い
に

ず
れ
、
す
れ
違
い
、
異
な
っ
た
ま
ま
、
人
び
と
の
数
だ
け
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
相
当
す
る
。
(
た
だ
し
、
こ
の
事
実

を
誰
か
が
目
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
)

い
っ
ぽ
う
現
象
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、

そ
う
し
た
人
び
と
の
了
解
の
配
置
を
自

分
が
自
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
)

分
の
了
解
が
写
し
と
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
相
当
す
る
。
(
た
だ
し
、

こ
の
了
解
の
ど
こ
が
ど
う
不
正
確
で
あ
る
か
を
、
自

7 

図 1

ヴィトゲンゾュタイン『哲学的考察~(全集 2) より

こ
の
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
聞
の
魁
舗
は
、
自
分
の
了
解
と
他
者
の
了
解
が
喰
い

違
う
場
合
に
、
気
付
か
れ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
描
い
た
、
上

の
図
を
補
助
線
に
し
よ
う
。
こ
の
図
は
、

次
第
に
幅
の
狭
く
な
る
黒
白
の
縞
模
様
で
、
十
分
に
幅
が
狭
く
な
る
と
灰
色
に
な
っ

て
し
ま
う
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
白
黒
の
見
分
け
の
つ
く
最
後
の
行
が
、

そ
れ
と
識
別
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
無
理
だ
と
結
論
し
た
。

仮
に
三
行
自
が
最
後
の
行
だ
と
し
て
も
、
次
の
行
は
ど
の
み
ち
灰
色
に
し
か
見
え
な

い
の
で
、

そ
れ
を
確
認
す
る
す
べ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
途
中
で
中
断
さ
れ
て
も
、

最
後
ま
で
た
ど
ら
れ
た
と
同
等
の
効
果
を
も
っ
、
有
限
の
プ
ロ
セ
ス
の
例
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
図
の
、

黒
N
唯
物
論
的
リ
ア
リ
テ
ィ
、
白
U
現
象
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
、

と
解
釈
し
て
み
る
。
自
分
の
世
界
(
白
)
と
外
界
(
黒
)
と
は
明
ら
か
に
喰
い
違
っ
て
い

る
の
に
、
私
は
気
付
か
な
い
(
1
行
目
)
。
と
こ
ろ
が
、

A
さ
ん
と
接
触
し
て
、
認
識

を
改
め
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
私
の
世
界
の
内
部
に

A
さ
ん
か
ら
え
た
認
識

を
繰
り
込
む
。

A
さ
ん
も
同
じ
こ
と
を
す
る
(2
行
目
)
。
さ
ら
に

(A
さ
ん
や
、

ほ

か
の

B
さ
ん
や
、

C
さ
ん
や
:
・
と
)
同
様
の
接
触
を
続
け
て
、

同
じ
修
正
を
繰
り

返
し
て
い
く
。
図
は
、

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
象
徴
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る。
こ
こ
で
、

つ
ぎ
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ひ
と
つ
は
、
互
い
の
組
踊
が
気
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付
か
れ
で
も
、

そ
れ
は
た
だ
ち
に
修
正
さ
れ
て
し
ま
い
、

喰
い
違
い
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
は

A
さ

ん
か
ら
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
事
実
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
瞬
間
に
、

そ
の
事
実
(
か
つ
て
は
私
に
外
在
し
た
)
は
私
の
世
界

の
な
か
に
繰
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
私
の
了
解
は
、

は
じ
め
か
ら
相
手
と
ひ
と
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
着
床
し
て
い
た

と
同
様
の
効
果
を
持
続
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
修
正
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど
こ
ま
で
続
け
て
も
終
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
実
際
に
は
数
ス
テ
ッ

プ
で
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
私
と
、

A
さ
ん
。
私
の
知
っ
て
い
る
A
さ
ん
と
、

A
さ
ん
の
知
っ
て
い
る
私
。
私

の
知
っ
て
い
る
A
さ
ん
の
知
っ
て
い
る
私
と
、

A
さ
ん
の
知
っ
て
い
る
私
の
知
っ
て
い
る
A
さ
ん
。
:
:
・
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

す
ぐ
に
打
ち
切
ら
れ
る
が
、

あ
た
か
も
先
ほ
ど
の
図
の
よ
う
に
、

そ
れ
が
最
後
ま
で
た
ど
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
区
別
が
つ
か
な
い

の
で
あ
る
。

* 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
び
と
の
了
解
は
、
互
い
を
繰
り
込
み
つ
つ
、
安
定
し
た
状
態
ご
種
の
均
衡
)
を
保
っ
て
い
る
。
実
際

に
人
び
と
の
了
解
し
て
い
る
内
容
(
め
い
め
い
が
描
い
て
い
る
世
界
)
は
異
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
ず
、

こ
れ

以
上
修
正
す
る
必
要
の
な
い
予
定
調
和
の
関
係
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
人
び
と
の
こ
の
よ
う
な
了
解
の
配
置
を
、
了
解

の
円
環

(50
巳
R
Z
え

c
z
q
ω
S
E
E
m
ω
)
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

了
解
の
円
環
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
了
解
の
円
環
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
の
了
解
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
誰
か
の
了
解
が
突
然
変
動
し
た
か

ムJ

ル
」
い
っ
て
、

そ
れ
に
脅
か
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
安
定
で
あ
る
。

第
二
に
、
了
解
の
円
環
は
、
人
び
と
が
社
会
に
つ
い
て
知
り
う
る
こ
と
の
極
大
な
内
容
を
含
む
。
了
解
の
円
環
は
、
社
会
を

有
意
味
な
も
の
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
、

い
わ
ば
背
景

(
g
n
w
m円
O
E丘
)
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
私
の
了
解
と
他
者
の
了
解
は
、

ど
ち
ら
も
了
解
の
円
環
に
内
属
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、
内
容
が
異
な
っ

て
も
、
同
じ
現
実
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
接
続
さ
れ
る
。
了
解
の
円
環
は
、
私
の
了
解
が
人
び
と
の
了
解
へ
と
接
続
さ
れ
る

た
め
の
条
件
を
与
え
る
。

集
合
的
な
効
果
と
し
て
の
、

権
力

以
上
を
踏
ま
え
、
社
会
の
骨
格
的
な
成
り
立
ち
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
お
さ
え
て
み
る
(
橋
爪
、

一
九
九
三
)
。

山
人
び
と
は
身
体
と
し
て
、
存
在
す
る
。
社
会
は
、
身
体
の
集
合
態
(
空
間
)
で
あ
る
。

凶
身
体
は
、
了
解
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
世
界
を
構
成
す
る
。
世
界
は
、
自
己
の
身
体
像
、
他
者
の
身
体
像
を
含
む
。

間
身
体
が
互
い
に
直
接
に
関
係
し
あ
う
作
用
が
、
性
で
あ
る
。
性
は
身
体
の
近
傍
で
作
用
す
る
。

凶
身
体
か
ら
身
体
に
波
及
す
る
、
形
式
的
で
不
変
な
作
用
が
言
語
で
あ
る
。
言
語
は
、
空
間
を
直
進
し
て
、
遠
隔
に
到
達

す
る
。

9一一権力の可能条件

同
身
体
が
、
他
の
身
体
と
と
も
に
あ
る
こ
と
で
集
合
的
な
効
果
の
も
と
に
置
か
れ
る
現
象
が
、
権
力
で
あ
る
。
権
力
は
、

性
な
ら
び
に
言
語
に
よ
っ
て
関
係
し
あ
う
諸
身
体
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、

そ
れ
ら
か
ら
独
立
な
作
用
と
し
て
、
身
体
を

と
ら
え
る
。

* 

最
後
の
聞
に
い
う
「
集
合
的
な
効
果
」
に
つ
い
て
、
補
足
し
よ
う
。
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私
や
他
者
の
身
体
は
、
性
な
ら
び
に
言
語
に
よ
っ
て
関
係
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
諸
身
体
の
相
互
関
係
を
、
私
が
私
の

世
界
の
な
か
の
像
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
、
了
解
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
私
の
身
体
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
と
共
に

あ
る
こ
と
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
私
は

H

生
ま
れ
た
に
他
の
身
体
か
ら
由
来
し
た
)
の
だ
っ
た
。
あ
る
身
体
と
交
渉
が

も な
く
な
る
(
た
と
え
ば
相
手
が
死
ぬ
)
こ
と
、
あ
る
一
群
の
身
体
か
ら
脱
す
る
(
た
と
え
ば
他
の
部
族
に
嫁
ぐ
)
こ
と
は
あ
り
え
て

こ
の
社
会
に
あ
る
身
体
の
総
体
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
身
体
の
集
合
性
は
、
了
解
の
円
環
の
か
た
ち
で
各
人
を
と
ら
え
る
。

権
力
は
、
あ
る
身
体
内
部
の
作
用
で
な
い

(身
体
に
、

そ
の
外
か
ら
及
ぶ
作
用
で
あ
る
)
。

い
っ
ぽ
う
私
の
行
為
は
、
私
に
よ

っ
て
(
身
体
内
部
で
)
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
権
力
が
私
に
及
ぶ
場
合
、

そ
れ
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
変
換
を
必
要
と
す
る
。

す
な
わ
ち

H

身
体
の
集
合
性
↓
(
私
の
)
身
体
H

を、

H

了
解
の
円
環
↓
(
私
の
)
了
解
d

に
置
き
換
え
る
と
い
う
変
換
で
あ
る
。

こ
の
変
換
に
よ

っ
て
、
権
力
の
効
果
は
、
私
の
身
体
の
う
え
に
対
応
す
る
作
用
を
も
ち
、
実
効
的
な
も
の
に
な
る
。

な
お
こ
こ
で
、
了
解
の
円
環
と
(
私
に
お
け
る
)
そ
の
像
と
は
、
区
別
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
了
解
の
円
環
の
な
か
で
は
、

私
の
了
解
と
他
者
の
了
解
と
は
融
け
あ
っ
て
区
別
が
つ
か
な
い
か
ら
だ
。
私
は
、
私
の
必
ず
し
も
よ
く
知
ら
な
い
多
く
の
人
び

と
(
身
体
)と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
了
解
の
円
環
は
、
私
が
そ
れ
を
信
じ
る
た
め
に
必
要
な
、

四

ひ
と
つ
の
地
平
な
の
で
あ
る
。

権
力
は
、

ど
の
よ
う
に
身
体
を
と
ら
え
る
か

権
力
は
な
ぜ
、
逃
れ
が
た
く
、
す
べ
て
の
人
び
と
を
と
ら
え
る
の
か
。

権
力
の
拘
束
性
の
実
質
は
、
こ
の
社
会
空
間
か
ら
ひ
と
は
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
、

一一→t現在の行為

行為は未来に向かつて

開かれてL、る

一行為一行為一行為一

過去の行為列(社会)端点は過去に

f交している

11 

そ
の
事
実
に
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、

了
解
を
通
じ
て
、
知
識
と
し
て
人
び
と
を
と
ら
え
る
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
権
力
の
本
質
と
は
、
知

識
な
の
で
あ
る
。

* 

権
力
の
作
用
を
、
了
解
の
円
環
と
の
関
係
か
ら
も
う
少
し
説
明
し
て
み
よ
う
。

私
が
い
ま
、
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
は
、
私
の
行
為
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で

私
の
自
由
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
が
行
為
と
し
て
効
力
を
も
っ
(
妥
当
す
る
)
た
め

7

」

十
I
h

、

bv
lv
 

さ
ま
ざ
ま
な
そ
れ
以
前
に
行
な
わ
れ
た
行
為
と
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、

そ

れ
が
あ
る
も
の
を
買
う
行
為
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
以
前
に
、
誰
か
が
そ
の
も
の
を
売
り
出
し
て
い
な
け
れ

図2

ば
な
ら
ず
、

ま
た
、
誰
か
が
貨
幣
を
提
供
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
等
々
。
こ
う
し
た
接
続
の
全

体
は
、
私
の
恋
意
に
な
ら
な
い
。

私
の
行
為
は
、

こ
れ
ま
で
に
行
な
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
、

こ
れ
ま
で
に
行
為
を
行
な
っ
た
さ
ま

ざ
ま
な
人
び
と
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
(
私
の
行
為
が
前
提
と
す
る
行
為
が
、

さ
ら
に
ほ
か
の
行
為

を
前
提
と
し
、
以
下
同
様
で
あ
る
た
め
、

こ
の
関
係
は
お
そ
ら
く
た
ち
ま
ち
空
間
の
全
体
に
及
ん
で
い

く
。
)
行
為
は

一
般
に
、

不
在
と
な
っ
た
行
為
列
(
過
去
の
社
会
)
を
前
提
と
し
て
、
可
能
と
な
る
。
過

去
↓
現
在
に
向
か
う

一
方
向
的
な
関
係
(
前
提
と
な
る
過
去
の
行
為
が
、
現
在
の
行
為
を
規
定
す
る
関

係
)
は
、
権
力
の
不
可
抗
性
の
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
る
。

言
語
は
、
身
体
の
聞
を
波
及
す
る
不
変
の
(
H
意
味
を
変
化
さ
せ
な
い
)
作
用
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

不
在
の
他
者
た
ち
(
死
者
を
含
む
)
の
言
説
や
、
彼
ら
の
か
た
ち
づ
く
っ
た
社
会
関
係
、
行
為
の
妥
当
性
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(
過
去
の
社
会
の
様
式
)
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
っ
ぽ
う
性
は
、
身
体
と
身
体
と
の
聞
の
直
接
的
な
作
用
だ
っ
た
。
け

れ
ど
も
、
性
は
間
接
的
な
関
係
に
転
化
し
う
る
(
た
と
え
ば
、

A
が
B
の
親
で
あ
り
、

B
が
C
の
親
で
あ
る
場
合
、
そ
こ
か
ら

A
と
C
の
間
接
的
な
関
係
が
派
生
す
る
)
。
そ
こ
で
、
あ
る
身
体
が
存
在
さ
せ
て
い
る
性
の
(
間
接
的
な
)
関
係
は
、
ど
こ
ま
で

も
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
が
こ
れ
か
ら
行
な
お
う
と
す
る
行
為
は
、
過
去
の
行
為
列
(
過

去
の
社
会
)
に
一
方
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
為
列
は
い
つ
始
ま
っ
た
と
も
し
れ
ず
、
端
点
は
過
去
に
没
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
れ
か
ら
の
行
為
の
ほ
う
は
、
未
来
に
向
か
っ
て
聞
か
れ
て
い
る
。
行
為
は
、
互
い
に
組
み
あ
わ
さ
っ
て
秩
序
あ

る
ま
と
ま
り
を
か
た
ち

ε

つ
く
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
数
学
の
「
集
合
ω
め
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
適
当
で
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
の
境
界
を
確
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
ら
だ
。

* 

過
去
の
行
為
は
互
い
に
必
ず
し
も
分
離
さ
れ
ず
、

ひ
と
つ
の
地
平
を
構
成
す
る
。

過
去
の
行
為
の
あ
る
も
の
は
、

誰
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
か
は
っ
き
り
し
て
い
て
、

現
に
行
な
わ
れ
よ
う
と
す
る

行
為
の
明
確
な
前
提
と
な
る
。

し
か
し
、

そ
う
し
た
行
為
の
背
後
に
も
ま
だ
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
が
あ
り
、

そ
れ
ら
は
は
っ
き
り

分
解
で
き
な
い
。

堆
積
し
た
地
層
の
よ
う
に
積
み
重
な
っ
た
過
去
の
行
為
の
集
積
効
果
が
、

行
為
の
現
在
を
規
定
し
、

行
為
の

展
開
す
る
場
を
形
成
す
る
。

い
ま
生
き
て
行
為
す
る
人
び
と
は
、
身
体
と
し
て
、

こ
の
地
平
の
う
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
ど
の
身
体
も
、

全
体
を
見
渡
す
位
置
に
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
こ
に
多
く
の
身
体
が
存
在
し
、
緊
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
身
体
の
集
合
性
を
包
み
込
む
の
が
、
了
解
の
円
環
で
あ
る
。
了
解
の
円
環
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
身
体
が
互
い
に
ど

の
よ
う
に
関
係
し
制
約
し
あ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、

ひ
と
が
依
拠
し
う
る
最
終
的
な
知
識
で
あ
る
。
直
接
に
拘
束
し
あ
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
身
体
同
土
が
、
間
接
的
に
制
約
し
あ
う
。
こ
の
こ
と
が
知
識
と
し
て
知
ら
れ
て
は
じ
め
て
、

そ
の
制
約
は

現
実
的
な
拘
束
に
転
化
す
る
。

社
会
空
間
の
な
か
か
ら
適
当
に
ふ
た
つ
の
身
体
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
、

な
ん
ら
か
の
制
約
し
あ
う
関
係
の
径
路

が
み
つ
か
る
だ
ろ
う
。
身
体
は
、
こ
の
空
間
に
内
属
す
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
身
体
と
そ
の
よ
う
な
径
路
で
結
ば
れ
る
こ
と
が

避
け
が
た
い
。
空
間
に
そ
な
わ
る
身
体
聞
の
こ
う
し
た
制
約
の
総
体
が
、
も
っ
と
も
根
底
的
な
意
味
で
の
権
力
で
あ
る
。
こ
う

し
た
身
体
と
身
体
と
の
制
約
関
係
は
、

そ
の
と
き
ど
き
に
お
い
て
切
り
わ
け
ら
れ
、
明
示
的
な
権
力
関
係
と
な
っ
た
り
、

な
ら

工
ミ
っ
こ
り
す
る

0

7
カ
ナ
'
一
5
2
c

五

権
力
の
妥
当
域

身
体
聞
の
制
約
関
係
(
も
っ
と
も
根
底
的
な
意
味
で
の
権
力
)は
、
ど
の
よ
う
に
社
会
空
間
を
満
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

権
力
は
そ
も
そ
も
、
了
解
の
円
環
を
経
由
し
た
、
空
間
全
域
に
わ
た
る
作
用
で
あ
る
の
で
、
局
所
的
な
現
象
や
体
験
に
解
消

13一一権力の可能条件

で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
人
び
と
は
、
権
力
者
と
服
従
者
と
の
あ
い
だ
の
権
力
関
係
を
多
く
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
を
、
権
力
の
構
成
要
素

(
そ
れ
を
解
明
で
き
れ
ば
、
そ
の
複
合
と
し
て
権
力
を
記
述
で
き
る
も
の
)
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

二
者
間
の
権
力

関
係
は
、

そ
の
権
力
関
係
を
妥
当
さ
せ
る
社
会
的
文
脈
と
輯
接
し
た
場
合
に
、

は
じ
め
て
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
権
力
が
ど
の
よ
う
に
妥
当
す
る
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
お
こ
う
。
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* 

権
力
が
妥
当
す
る
と
は
、
あ
る
場
面
で
効
力
を
も
っ
た
権
力
関
係
が
、

そ
れ
以
外
の
場
所
で
も
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
な
く

権
力
と
し
て
有
効
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
権
力
関
係
が
有
効
な
も
の
と
し
て
通
用
す
る
場
所
を
、
権
力
の
妥
当
域
と
い

う
こ
と
に
す
る
。
(
権
力
が
妥
当
す
る
と
い
う
現
象
は
、

ハ
ー
ト
が
論
じ
た
法
的
ル

l
ル
の
承
認
と
似
て
い
る
。
)

権
力
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
、
権
力
関
係
の
な
か
で
働
く
予
期
と
、
円
環
し
て
い
る
(
ニ
ワ
ト
リ
と
タ
マ
ゴ
の
関
係
で
あ
る
)
。

権
力
関
係
に
あ
る
当
事
者
は
、
人
び
と
が
そ
れ
を
妥
当
な
も
の
と
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
と
予
期
す
る
の
で
、
権
力
関
係
を
成
り

立
た
せ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
人
び
と
は
、
権
力
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
妥
当
な
も
の
と
み
な
す
。

権
力
を
妥
当
さ
せ
て
い
る
の
は
、

め
い
め
い
の
了
解
で
あ
る
。
あ
る
関
係
は
権
力
関
係
で
あ
る
と
認
識
し
、
し
か
も
そ
の
関

係
の
効
力
を
承
認
す
る
。
そ
れ
が
こ
の
場
合
の
、
了
解
の
な
か
み
で
あ
る
。

め
い
め
い
の
了
解
は
喰
い
違
っ
て
い
る
か
ら
、
ラ，

、ー

う
し
た
承
認
が
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
連
鎖
し
て
い
く
と
い
う
保
証
は
な
い
。
逆
に
い
う
と
、
権
力
関
係
が
拘
束
力
を
も

っ
て
当
事

者
を
と
ら
え
る
の
は
、

そ
こ
で
成
立
し
た
権
力
が
自
分
の
周
囲
に
妥
当
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
子
想
で
き
る
場
合
で
あ
る
。
権
力

関
係
の
当
事
者
は
、

か
な
ら
ず
こ
う
し
た
領
域
(
権
力
の
妥
当
域
)
を
、
自
分
の
ま
わ
り
に
も
っ
て
い
る
。

* 

権
力
関
係
の
両
当
事
者
は

一
般
に
、
互
い
の
背
後
に
あ
る
権
力
の
妥
当
域
を
、

具
体
的
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、

王
の
代
官
A
が
、
農
民

B
か
ら
税
を
取
り
立
て
る
と
こ
ろ
を
考
え
よ
う
(
王
、
代
官
な
ど
と
い
っ
た
名
前
は
、

あ
と
で
論
じ
る
権
力
の
ゲ

l
ム
、
権
力
の
制
度
の
な
か
で
、

は
じ
め
て
意
味
を
も
っ
概
念
だ
が
、

こ
こ
で
は
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き

や
す
い
の
で
便
宜
的
に
用
い
て
い
る
)
。

税を払う(払った)か

ら作物を出せ

私は王の代官だ，

税を払え

受け取った税は

私のものだ 代
官
A
が
農
民
B
か
ら
税
を
取
り
立
て
て
い
る
。

A
が
税
を
要
求
し
、

B
が
そ
れ
を
払
え
ば
、
こ
の
関
係
は
権
力
関
係
と
し

て
成
立
し
た
、
と
言
え
よ
う
。
代
官
A
が
税
を
取
り
立
て
る
の
は
、

そ
の
背
後
に
、
彼
を
代

官
と
し
て
派
遣
し
た
別
の
存
在
(
王
)
が
い
る
か
ら
だ
。

王
は
、

A
が
取
り
立
て
た
の
は
自
分

農民B 家族や兄弟

作物を出す

そ
れ
を
引
き
渡
す
よ
う
に
求
め
る
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
農
民
B
の
背

の
税
だ
と
考
え
て
、

Bの妥当域

必
久
y

」
十
品
、

，I
1t
L
V
B
h
v
 

い
っ
し
ょ
に
畑
で
仕
事
を
し
た
家
族
や
、
兄
弟
た
ち
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
自
分
が
税
を
払
う
の
だ
か
ら
と
、
そ
の
分
を
彼
ら
の
取
り
分
か
ら
集
め
て
回
る
か
も

し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
関
係
の
網
は
、

さ
ら
に
そ
の
外
側
に
拡
が

っ
て
い
よ
う
。

双
方
が
背
景
に
し
て
い
る
こ
う
し
た
権
力
の
妥
当
域
は
、
そ
の
全
体
の
構
造
に
お
い
て
、

代官 A一農民B

税を払う

権
力
の
妥
当
条
件
を
つ
く
り
出
す
、
と
考
え
ら
れ
る
。
権
力
関
係
が
、
権
力
者
/
服
従
者
と

い
っ
た
非
対
称
な
関
係
と
な
る
の
は
、

双
方
が
背
景
に
し
て
い
る
妥
当
域
の
構
造
の
違
い
に

図3

権力関係

対
応
し
て
い
る
。

-'一ー・
ノ¥

線
的
な
作
用
と
し
て
の
権
力

王一代官A

税を渡す

も
、
権
力
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Aの妥当域

権
力
の
妥
当
と
な
ら
ん
で
、
線
的
な
作
用

(Z
B
R
o
h
)句
ω
Z
O
ロ
)
と
し
て
現
象
す
る

こ
と

権
力
は
、
空
間
(身
体
の
集
合
)
に
人
び
と
が
内
属
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
相
互

と
の
ベ
た
。
身
体
聞
の
相
互
制
約
の
、
あ
る
も
の
は
直
接
的
で
あ
り
、

制
約
に
由
来
す
る
、

あ
る
も
の
は
間
接
的
で
あ
る
。
間
接
的
な
制
約
は
、
知
識
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
人
び
と
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は
、
各
人
が
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
各
人
が
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お

り
、
。
権
力
は
、

こ
う
し
た
知
識
の
高
階
な
集
合
性
(
了
解
の
円
環
)
の
う
え
で
機
能
す
る
。

* 

権
力
は
、

身
体
の
直
接
的
な
制
約
(
た
と
え
ば
、

暴
力
や
性
)
を
必
ず
超
え
出
て
い
る
。

(
直
接
的
な
制
約
で
し
か
な
い
も
の

は
、
物
理
的
な
制
約
や
性
的
な
体
験
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
圧
力
の
総
体
(
直
接
的

な
制
約
+
間
接
的
な
制
約
)
は
、

直
面
す
る
他
者
の
身
体
の
背
後
(
権
力
の
妥
当
域
)
か
ら
、

あ
る
状
況
で
あ
る
他
者
の
身
体
と
直
面
す
る
場
合
に
、

体
験
さ
れ
る
。

そ
こ
で
そ
の
圧
力
は
、

自
分
の
身
体
を
め
が
け
て
や
っ
て
く
る
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
権
力
は
、

あ
る
権
力
の
妥
当
域
か
ら
、

そ
れ
を
背
景
と
す
る
身
体
を
通
っ
て
、

も
う
ひ
と
つ
の
身
体
(
権
力
に
捉
え

ら
れ
る
私
)
を
突
き
抜
け
、

私
の
背
景
と
な
る
権
力
の
妥
当
域
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
、

線
的
な
作
用
で
あ
る
。

根
底
的
な
意
味
で

の
権
力
は
、

あ
ら
ゆ
る
身
体
を
互
い
に
つ
な
ぎ
と
め
る
制
約
の
多
方
向
な
網
の
目
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
具
体
的
な
身
体
を
捉
え

る
場
面
で
は
、

必
ず
あ
る
方
向
を
も
っ
て
体
験
さ
れ
る
の
だ
。

権
力
に
は
方
向
が
あ
る
。

権
力
が
、

い
っ
ぽ
う
の
身
体
か
ら
も
う
い
っ
ぽ
う
の
身
体
へ
線
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
き
、

人
び
と
は
そ
こ
に
権
力

の
線
分
(
権
力
線
)
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
あ
ら
ゆ
る
身
体
へ
、
権
力
線
が
走
っ
て
い
る
。
そ
し
て
人
び
と
は
幾
重
に
も
、

そ
の
権
力
線
に
対
応

す
る
権
力
の
妥
当
域
に
蔽
わ
れ
て
い
る
。
権
力
の
妥
当
域
の
集
積
と
し
て
の
社
会
空
間
の
様
相
を
、
権
力
空
間
と
よ
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。

* 

権
力
を
体
験
す
る
と
、

ひ
と
は
、

権
力
の
線
分
(
権
力
線
)
を
そ
の
上
流
に
た
ど
ろ
う
と
す
る
。

た
と
え
ば
、

さ
き
ほ
ど
の
農

民
B
は
、
代
官
A
の
背
後
に
権
力
線
を
想
定
し
、
王
↓
代
官
A
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
権
力
関
係
を
発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
権
力
線
は
、

そ
こ
で
行
き
止
ま
り
で
は
な
く
、

王
の
背
後
に
あ
る
権
力
の
妥
当
域
の
な
か
へ
と
さ
ら
に
伸
び
て
い
る
だ

ろ
う
。権

力
線
は
、

ど
こ
ま
で
伸
び
て
い
く
か
っ

そ
れ
が
湾
曲
し
て
、
も
と
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
婚
姻
交
換
に
お
け
る
女
性
の
与
え
手
/

受
け
手
の
あ
い
だ
を
、
権
力
的
な
上
下
関
係
と
み
な
し
て
い
る
社
会
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
権
力
線
は
、
婚
姻
交
換
の
ル
|
フ

を
た
ど
っ
て
、
も
と
の
場
所
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
権
力
線
の
端
点
を
、
端
的
に
想
定
す
る
。
神
、
あ
る
い
は
国
家
主
権
と
い
っ
た
観
念

し
か
し
こ
れ
は
、

や
は
り
稀
な
ケ
|
ス
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
人
び
と
は
権
力
線
を
、
上
流
へ
、
権
力
の
源
泉
へ
た
ど

は
、
人
び
と
の
こ
う
し
た
想
定
の
帰
結
で
あ
る
。
人
び
と
は
、
了
解
の
円
環
の
な
か
に
こ
う
し
た
架
空
の
身
体
(
特
異
点
)
を
追

加
す
る
。
そ
し
て
、
空
間
全
体
の
権
力
線
が
安
定
し
て
そ
こ
か
ら
流
出
す
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

人
び
と
は
権
力
を
、

し
ば
し
ば
、
命
令
関
係
に
照
ら
し
て
解
釈
(
モ
デ
ル
化
)
す
る
。

命
令
は
、
言
語
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
様
相
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
意
味
的
な
作
用
で
あ
る
。

し
か
し
人
び
と
は
、
命
令
モ
デ

ル
に
よ
っ
て
権
力
空
間
を
解
釈
し
、

た
と
え
ば
神
を
、
絶
対
的
で
権
力
的
な
命
令
の
究
極
の
発
話
主
体
と
考
え
る
。

こ
の
解
釈
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は
、
人
び
と
を
納
得
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
が
、

し
か
し
経
験
的
で
も
正
確
で
も
な
い
。
権
力
は
、
言
語
と
関
わ
り
な
く
、

関
係

の
な
か
で
自
ら
を
再
生
産
し
う
る
。

* 

設
定
さ
れ
た
権
力
空
間
の
な
か
で
、
権
力
線
の
(
上
流
の
)
端
点
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
る
点
を
、
権
威

(
2
5
0ユ
ミ
)
と
い
う
。



社
会
は
言
語
ゲ

l
ム
の
渦
巻
き
で
あ
る
、

と
の
べ
た
(
橋
爪
、

一
九
八
五

a)
。
人
び
と
の
行
為
は
規
則
に
従
っ
て
お
り
、

号
百
詰
問

18 

人
び
と
は
、
権
威
が
ま
ず
実
在
し
、

し
か
る
の
ち
に
権
力
が
存
在
す
る
と
信
じ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

正
し
く
な
い
。
あ
ら
ゆ

る
社
会
関
係
は
、

い
く
ば
く
か
の
割
合
で
権
力
関
係
の
要
素
を
含
む
、
権
力
の
前
駆
形
態
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
定
の
手
続
き

に
よ
っ
て
、
権
力
が
編
成
さ
れ
、

可
視
的
と
な
る
の
だ
。

七

権
力
ゲ

l
ム

権
力
を
意
図
的
に
行
使
す
る
場
合
、

ひ
と
は
、
権
力
の
メ
タ
知
識
を
必
要
と
す
る
。

権
力
そ
れ
自
体
が
、
知
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
権
力
を
、

ひ
と
つ
の
対
象
と
み
て
、
行
使
す
る
。
こ
れ
は
知
識
に
関
す
る
知
識

で
あ
る
か
ら
、

メ
タ
知
識
と
よ
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
権
力
は
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
る
の
か
。

* 

ゲ
ー
ム
と
し
て
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

権
力
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提
に
も
と
づ
く
人
び
と
の
ふ
る
ま
い
を
、
権
力
ゲ
l

ム
と
よ
ぶ
。
権
力
ゲ
l

ム
は
、

言
話
回
ゲ

l

ム
の
一
種
(
す
な
わ
ち
、
社
会
の
部
分
空
間
)
で
あ
る
。

一
般
に
言
語
ゲ
l

ム
の
な
か
で
、
そ
の
前
提
が
実
在
し
は
じ
め
る
。
し

た
が
っ
て
、
権
力
ゲ
|
ム
の
な
か
で
、
権
力
資
源
や
権
力
手
段
が
実
在
し
は
じ
め
る
。
権
力
が
あ
る
か
ら
、
権
力
ゲ
|
ム
が
可

一旦語ゲ
1

ム
は
根
拠
が
な
い
。
こ
こ
か
ら
、

つ
ぎ
の
こ
と
が
導
か
れ
る

l
lあ
る
権
力
ゲ

l
ム
の
成
立
を
、
そ
の
ゲ

l
ム
の

能
に
な
る
の
で
は
な
い
。
権
力
ゲ
l

ム
が
あ
る
か
ら
、
権
力
の
社
会
的
実
在
が
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(実
在
を
確
証
さ
れ

な
く
て
も
よ
い
権
力
線
は
、
権
力
ゲ

l
ム
の
内
部
に
も
外
部
に
も
走
っ
て
い
る
。
)

特
定
の
権
力
ゲ
l

ム
が
、
社
会
空
間
の
全
域
を
お
お
い
、
権
力
空
間
に
完
全
な
表
現
を
与
え
る
と
き
、

そ
れ
は
権
力
の
制
度

内
部
の
権
力
に
よ

っ
て
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
あ
る
権
力
ゲ
|
ム
の
内
部
に
、

そ
の
権
力
を
解
除
・
失

効
さ
せ
る
よ
う
な
積
極
的
な
契
機
は
見
つ
か
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
権
力
ゲ

l
ム
は
、
①
ほ
か
の
権
力
ゲ

l
ム
に
よ
っ
て
、
②
ほ
か
の
、
権
力
ゲ
|
ム
に
類
似
す
る
ゲ

l
ム

(
た
と
え
ば
、
宗
教
)
に
よ
っ
て
、
③
ほ
か
の
、
権
力
を
解
除
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
ゲ
|
ム

(
た
と
え
ば
、
民
主
主
義
)
に
よ

っ
て
、
挑
戦
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
、

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

* 

と
な
る
。

法
の
シ
ス
テ
ム
は
、
権
力
の
制
度
の
一
形
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
社
会
空
間
の
全
域
を
お
お
う
権
力
ゲ
|
ム
の

一
種
だ
か
ら
だ
。
法
的
責
務
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
ム
は
、

し
か
る
べ
き
身
体
に
い
か
に
権
力
線
を
照
準
す
る
か
の
技
術
論
で
あ
る
。

そ
し
て
法
の
シ
ス
テ
ム
は
、
責
務
を
め
ぐ
る
ゲ
|
ム
を
一
次
ゲ
|
ム
と
す
る
、

二
次
ゲ

l
ム
の
複
合
(す
な
わ
ち
、
高
階
の
権

カ
ゲ
ー
ム
)
で
あ
っ
た
。
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/¥ 

脱
権
力
ゲ

l
ム
と
し
て
の
民
主
主
義

権
力
ゲ

l
ム
が
転
態
し
た
も
の
が
、
民
主
主
義
の
ゲ

l
ム
で
あ
る
。

近
代
民
主
主
義
は
、
権
力
に
対
す
る
独
特
の
態
度
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
合
意
↓
権
力
を
樹
立
す
る
こ
と
の
宣
言
↓
権

限
を
付
与
す
る
こ
と
の
宣
言
↓
:
:
・
と
続
く
プ
ロ
セ
ス
を
特
徴
と
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
強
制
の
前
提
に

人
び
と
の
合
意
を
想
定

-
F
a
F
動量
F

‘a
p

担1

畑(
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し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
の
が
民
主
主
義
で
あ
る
。

民
主
主
義
は
、
権
力
ゲ

l
ム
の
裏
返
し
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
|
ム
の
な
か
に
い
る
と
、
権
力
が
視
え
な
く
な
る
。
そ
の
か
わ
り

に
、
人
び
と
の
意
思
と
合
意
(
だ
け
)
が
見
え
て
く
る
。
権
力
や
権
限
を
行
使
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
人
び
と
の
合
意
が
先
行
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は
、
権
力
は
な
く
合
意
が
あ
る
。
こ
の
想
定
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
導
く
こ
と
は
、

最
初
の
「
謎
と
し
て
の
権
力
」
の
と
こ
ろ
で
の
べ
て
お
い
た
。

* 

民
主
主
義
の
ゲ

l
ム
の
場
合
に
も
、
す
べ
て
の
社
会
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
身
体
を
と
ら
え
る
権
力
線
が
交
錯
し
て
い
る
。

私
は
不
可
抗
の
力
に
、
縛
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
、
私
は
権
力
線
の
上
流
に
、
他
者
の
意
思
を
み
な
い
。

他
者
も
法
(ル

|
ル

)
に
従
っ
て
ふ
る
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
ル

l
ル
の
根
底
に
は
私
た
ち
の
合
意
が
あ
っ
た
。
実
際
問
題
と
し
て

そ
う
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
権
力
は
、
自
分
の
意
思
が
自
分
を
縛
る
現
象
に
置
き
換

そ
ん
な
合
意
を
し
た
覚
え
が
な
く
て
も
、

え
ら
れ
て
し
ま
う
。

民
主
主
義
の
前
提
を
、
復
習
し
て
み
よ
う
。
①
人
び
と
は
自
由
意
思
を
も
ち
、
自
己
決
定
す
る
権
利
の
主
体
で
あ
る
。
②
各

人
の
行
為
が
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
事
前
の
合
意
に
も
と
づ
く
。
③
社
会
の
制
度
的
な
骨
格
は
の
こ
ら
ず
、
明
示
的

な
法
(
実
定
法
)
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
実
定
法
の
体
系
は
、
円
環
す
る
。
こ
こ
で
、
人
び
と
が
空
間
に

内
属
す
る
ほ
か
な
い
拘
束
性
は
、
実
定
法
の
円
環
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
。

一
つ
ひ
と
つ
の
法
を
、
自
分
の
意
思
が
自
分
を
拘

束
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
円
環
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
て
、
民
主
主
義
は
、
了
解
の
円
環
を
、
合
意
の
円
環
(
意
思
の
究
極
的
な
整
合
性
)
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
。

し
カミ

し
、
民
主
主
義
も
ま
た
、
権
力
ゲ

l
ム
と
同
様
、
権
力
に
つ
い
て
の
メ
タ
知
識
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の

メ
タ
知
識
(権
力
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
知
識
)
は
、

そ
の
ゲ

ー
ム
に
内
属
し
な
い
人
び
と
に
対
し
て
真
理
を
主
張
す
る
こ
と
が

で
会
」
な
い
。

*
 

そ
れ
で
は
、
民
主
主
義
ゲ

ー
ム
の
ど
こ
に
権
力
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。

い
ま
の
流
行
り
は
、

H

権
力
を
視
え
な
く
し
て
い
る
力
、

そ
こ
に
権
力
が
作
用
し
て
い
る
H

と
い
っ
た
言
い
方
で
あ
る
。
間

達
一
つ
て
は
、

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
私
は
、
そ
う
言
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。
そ
う
言
っ
て
す
ま
せ
る
だ
け
で
は
、
権
力

の
本
質
論
を
欠
い
た
ま
ま
議
論
を
円
環
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
先
に
発
展
が
な
い
。

権
力
は
、
知
識
で
あ
る
。
身
体
の
配
列
と
作
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
、
知
識
で
あ
る
。
身
体
の
配
列
に
関
し
て
は
性
が
、

作
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
言
語
が
、
知
識
の
前
提
と
な
る
。

し
か
し
権
力
は
、

そ
れ
ら
に
還
元
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

権
力
は
、
知
識
が
現
実
性
を
も
ち
、
権
力
を
作
動
さ
せ
、

そ
れ
が
ま
た
知
識
と
な
り
、

:
:
:
と
い
う
自
己
形
成
的
な
運
動
で
も

あ
る
か
ら
だ
。
循
環
す
る
民
主
主
義
の
ゲ

l
ム
も
ま
た
、

そ
う
し
た
運
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
記
述
で
き
る
。

権
力
を
可
能
に
す
る
根
拠
||
そ
れ
は
、
権
力
の
概
念
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
。

ひ
と
は
、
権
力
を
知

っ
て
い
る
。
想
像
力

は
ひ
と
を
自
由
に
す
る
が
、

そ
の
反
作
用
と
し
て
、
身
体
が
不
自
由
で
あ
る
こ
と
を
発
見
さ
せ
る
。
人
び
と
は
、
想
像
力
の
な

か
で
、
不
自
由
の
あ
り
か
に
解
釈
を
加
え
る
。
そ
れ
が
知
識
と
な
っ
て
、
空
間
の
な
か
で
現
実
化
す
る
と
き
、
権
力
は
生
成
す

。
る

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
人
間
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
力
を
、
空
間
に
属
す
る
独
立
な
作
用
に
か
ぞ
え
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
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学
の
校
本
拠
念
』
岩
政
文
庫
)

三百
m
E
R
E
-
E
E
P
E
N
-
-
g
s
o
E
R
Z
E
S
E
E
S昌
二

九

七

六
、
藤
本
隆
志
訳
『
哲
学
探
究
』
(
ウ
ィ
ト
什
ン
ン
ュ

イ
ン
全
集

8
)
大
修
館
書
庖
)

一
頁

l
二
九
頁

+十

R
E
O巧
【
的

H
U
0
4
5
円
市
O印
印
一

E
m
U
3
σ
v
L
)田
町

ωσ
ロ
円
。
国
〉

ω
Z
R巴
宮
戸
宮
内
同
『
の

Y

E
。。

ヰと〉、ま u--

日
本
中
を
揺
る
が
せ
た
オ
ウ

ム
真
理
教
事
件
を
め
ぐ
り
、
活

発
な
論
議
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て

い
る
。
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か

ら
教
団
幹
部
の
逮
捕
に
い
た
る

時
期
、
風
俗
的
な
話
題
が
世
の

関
心
そ
呼
ん
だ
。
そ
の
狂
騒
が

冷
め
た
後
、
現
代
日
本
の
精
神

状
況
が
」
解
読
す
る
知
的
な
格
闘

が
静
か
に
始
ま
っ
て
い
る
。

口

口

1996年 (平成8年)'7月ワ日 (日曜日)

「
オ
ウ
ム
が
、
あ
る
い
は
オ

ウ
ム
的
な
も
の
が
、
私
自
身
も

そ
う
で
あ
り
う
る
可
能
性
を
示

し
て
い
る
、
と
い
う
自
覚
な
し

に
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
書

く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」。

一
九
五
八
年
生
ま
れ
の
社
会
学

者
、
大
沢
真
幸
氏
は
近
刊
の
『
虚

構
の
時
代
の
果
て
』
(
ち
く
ま

新
書
)
に
こ
う
記
し
た
。

オ
ウ
ム
が
抱
い
て
い
た
ハ
ル

マ
ゲ
ド
ン
思
想
の
く
だ
ら
な
さ

そ
噸
笑
(
ち
ょ
ろ
し
よ
う
)
す

る
の
は
た
や
す
い
。
だ
が
、
そ

の
「
く
だ
ら
な
さ
」
が
特
殊
で

な
い
多
く
の
人
の
行
動
を
と
ら

え
て
し
ま
っ
た
根
拠
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
れ
ば
、
社
会
学
的
な
分

析
に
大
切
な
意
味
が
出
て
く

る。

ζ

れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

通
り
、
大
沢
氏
も
オ
ウ
ム
の
思

想
を
終
末
イ
メ
ー
ジ
に
彩
ら
れ

た
七
、
八
0
年
代
サ
ブ
カ
ル
チ

ャ
ー
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
見
る
。

例
え
ば
、
教
団
施
設
に
あ
っ
た

空
気
清
浄
器
と
人
気
ア
ニ
メ

「
字
宙
戦
艦
ヤ
マ
ト
」
区
出
て

く
る
放
射
能
除
去
装
置
の
名
前

が
同
じ
「
コ
ス
モ
ク
リ
ー
ナ
ー
」

だ
っ
た
と
い
っ
た
点
を
確
認
す

る
。
過
去
の
新
興
宗
教
で
は
、

貧
困
や
病
気
が
入
信
そ
促
す
ζ

と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
オ

に
さ
か
の
ぼ
り
、
救
済
へ
と
直

線
的
に
発
展
す
る
時
聞
の
流
れ

方
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
近
代
の
論
理
を
戦
後
日
本
に

あ
て
は
め
る
。
社
会
変
革
の
理

想
が
否
定
さ
れ
た
後
、
な
お
理

想
の
純
化
そ
目
指
せ
ば
、
論
理

的
に
理
想
は
自
己
否
定
さ
れ
、

虚
構
の
肯
定
を
招
く
。
そ
れ
が

現
実
の
否
定
、
世
界
の
破
壊
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
の

で
あ
る
。

ー
エ
イ
ジ
の
ム
l
ブ
メ
ン
ト
に

位
置
付
け
ら
れ
る
と
書
く
。

ニュ

l
エ
イ
ジ
と
は
、
新
霊

性
運
動
と
も
い
わ
れ
、
一
九
七

O
年
む
ろ
か
ら
同
時
的
げ
た
戸
進

国
の
都
市
で
展
開
し
て
い
る
運

動
。
芹
沢
氏
は
と
ん
な
ふ
う
に

分
析
す
る
。
若
者
の
優
し
さ
は

「
心
配
そ
か
け
な
い
と
い
う
形

で
働
き
か
け
を
や
め
る
」
よ
う

に
変
容
し
、
や
が
て
人
間
関
係

の
不
全
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の

『す

O
ム
』
畠
む
祉
舎
を
餌
髄

戦
後
日
本
の
精
神
構
造
と
連
関

ウ
ム
の
場
合
は
不
幸
が
何
も
な
そ
れ
自
体
は
む
き
出
し
の
ロ

い
と
い
う
空
虚
さ
が
入
信
動
機
ジ
ッ
ク
だ
が
、
そ
こ
に
冷
戦
の

と
な
っ
て
い
る
。
サ
ブ
カ
ル
チ
崩
壊
や
自
殺
本
の
流
行
に
見
る

ャ
1
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
空
虚
さ
生
の
無
意
味
化
と
い
っ
た
時
代

の
克
服
が
現
実
の
全
否
定
へ
と
相
を
重
ね
て
い
く
。

暴
走
し
て
い
っ
た
の
は
な
ぜ
な
評
論
家
の
芹
沢
俊
介
氏
は

の

か

。

「

イ

エ

ス

の

方

舟

」

を

は

じ

め

、

大
沢
氏
は
「
近
代
」
の
ル
1

日
本
の
新
し
い
宗
教
に
注
目
し

ツ
を
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
神
教
て
き
た
。
近
著
『
「
オ
ウ
ム
現

く

s
tく
j
く
く
く
く
く
象
」
の
蟹
巴
(
筑
摩
書
房
)

オ
ウ
ム
真
理
教
を
論
じ
る
著
作

の
中
で
同
氏
は
オ
ウ
ム
真
理
教

物
の
刊
行
が
相
次
い
で
い
る

は
突
然
変
異
で
は
な
く
、
ニ
ユ

に
'じ
ら
い

i'flbiirkJか
ev--れ

f
l
i
c
k肝、ド
仁
子

内
向
か
ら

「自
分
探
し
」
が
始

ま
り
、
「
自
分
が
変
わ
れ
ば
世

界
が
変
わ
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ー

エ
イ
ジ
の
流
れ
に
合
流
し
て
い

っ
た
|

|
。
日
本
の
戦
後
五
十

年
は
こ
の
「
自
分
探
し
」
が
露

出
す
る
過
程
だ
っ
た
と
い
う
。

社
会
学
者
、
橋
爪
大
三
郎
氏

の
分
析
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
日

本
人
は
自
ら
の
意
志
で
体
制
そ

選
ん
で
い
な
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
そ
持
ち
続
け
た
と
い
う
(
南

風
社
刊
『
オ
ウ
ム
と
近
代
国

家
』
)
。
子
供
は
親
か
ら
「
自

由
に
し
て
い
い
」
と
い
う
指
示

と
「
と
れ
を
し
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
禁
止
を
同
時
に
示
さ
れ

る
と
精
神
的
に
分
裂
す
る
。
専

門
用
語
で
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン

ド
状
況
が
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の

間
に
あ
り
、
オ
ウ
ム
も
ま
た
、

こ
の
戦
後
の
精
神
構
造
の
中
に

あ
る
、
と
橋
爪
氏
は
指
摘
す
る
。

教
団
が
極
端
な
反
米
主
義
だ
っ

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

口

口

先
日
行
わ
れ
た
「
宗
教
と
社

会
」
学
会
で
は
、
オ
ウ
ム
そ
生

ん
だ
神
秘
主
義
な
ど
の
潮
流
が

事
件
の
後
、
衰
退
す
る
こ
と
な

く
、
拡
大
し
て
い
る
と
報
告
さ

れ
た
。
若
者
た
ち
の
「
身
体
や

意
識
を
束
縛
と
感
じ
る
感
受

性
」
(
芹
沢
氏
)
、
そ
れ
を
乗

り
越
え
る
た
め
の
超
能
力
へ
の

関
心
は
、
む
し
ろ
進
行
し
て
い

る
か
に
見
え
る
。
オ
ウ
ム
的
な

も
の
を
い
か
に
し
て
超
え
る

か
。
大
沢
氏
は
社
会
学
的
な
考

察
、
格
闘
の
果
て
に
「
他
者
に

対
す
る
徹
底
し
た
寛
容
」
と
い

う
言
葉
そ
し
ぼ
り
だ
し
て
い

る
Q

文
化
部
内
田
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一


