
旦

す

る

も

の

」

と

説

明

す

る

。

百

身

。日
本
の
叫
ん
政
策
や
、
一
い
た
」
と

正
似
均

し
た
。

一

V
A
L
D
E
Sの
カ
リ
ヰ
ユ

曜

一

総

本

は

社

会

学
山
身
の
削
究
一
段
近
で
は
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
耶
一
出
附
は
「
一
般
市
民
が
科
学
一
ラ
ム
に
は
哲
学
、
社
会
学
、
文
先
端
税
学
を
徹
底
的
に
取
材

土一

初
だ
。
だ
が
、
既
得
の
社
会
mr
一故
な
ど
、
約
ヤ
伐
術
と
社
会
が
一
伎
術
を
き
ち
ん
と
料
仰
す
る
た
一
化
人
類
学
、
隠
史
学
、
経
済
学
一
し
、
分
か
り
ゃ
す
れ
言
葉
で
語

〔

U

一

が
現
代
社
会
と
は
切
っ
て
も
切
一
交
持
す
る
問
阻
で
的
側
一
的
に
発
一
め
に
、
料
wγ
柴
仰
を

mm(ふ一
と
い
っ
た
講
座
が
並
ぶ
。
受
講

一
る
評
論
家
の
立
花
隆
は
昨
年
、

6
一

り

附

せ

な

い

は

ず

の

科

川
上
の
竺
向
し
て
き
た
説
足
。
一
か
ん
)
的
に
社
会
に
似
門
付
け
一
者
は
文
系
、

理
系
な
ど
問
わ
な
一
東
大
先
山
畑
研
申
告
一
員
数
回
目
に
就

用
-

の
な
か
で
日
川
岸
」
年
〈
い
そ
う
一
世
ゼ
棚
上
げ
し
脇
援
脇
丸
一
膨

e
z
¥
作

る

詩
r
相
会
予
の
方
法
論
凶
器

一い
が
、
い
ず
れ
に
も
要
求
さ
れ

一
任
、
今
春
か
ら
は
教
養
学
部
で

ワ

に

な

る

川

冷

同

日

立

一

た

織

で

議

論

鵬

観

司

九肌旬
、九一%、
先
効
」
と
君
。
一
る
の
が
数
学
と
留
学
の
霊
。
一
「
応
用
倫
理
学
」
の
講
義
を
始

軒

た

こ

と

れ

位

協

1
7く
f
L

一

fし
て

き

闘

だ

-二
一

二

ぺ

が

た

大

学

院

に
専
門
コ
|
ス
一

数

学

に

よ

っ

て

望

者

一

め

た

J
ン
タ
1
ネ
ッ
ト
の
ホ

8

民
は
「
高
の
科
学
粍
は
五
の
に
い
ら
な
・
圃
哩

~
yAM
臨

'

止

め

石

器

・

分

析

し

、

そ

れ

ぞ

主

1
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
さ
れ
て

成

お

は

か

り

に

日

お

け

る

の

一

孝

感

じ

て

き

酬

の

し

ょ

pj
r
¥・
へ
仲
間
謀
長
京
都
大
学
教
授
一
学
の
方
法
論
で
自
然
な
言
を
一
い
る
論
議
内
容
は
、
先
哲
学

平

一

幽

:J'〓J
川

園

川

-

一

-

-

で
は
な
く、

こ
れ
ま
で
に
伺
ら
一
た
。
業
を
煮
や

dJE--teLふ
で
幽
園
開
建
心
「
米
同
で
は
超
電
導
超
大
詰
一
塁
口
換
え
る
と
い
う
わ
け
だ
。

一と
哲
学
を
結
び
付
け
る
、
析
し
一

坪

一

撃

と

社
会
き
う
つ
な
い
一
究
説
話

Zれ
て
い
る
に
れ
た
川
市
を
い
か
に
円
防
止
し
て

「

問

:

留

露

縄

勝

旗

日
…
…
…
:
羽
詰

干

型

的

(
S
S
C
)誌
が
、

一
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
援
に
紋
一
い
「
知
」
の
あ
り
方
柔
豆

乏
し
い
く
か
。
か
つ
て
な
い
ほ
ど
王
け
に
は
奈
良
県
で
「
加
山

τ、

治

す
る
か
と
い
う
方
向
一
技
術
と

社

会

の

倒

防

組

温

限

一

f
k

C民
自

の

刊

ぎ

か

ら

論

議

の

的

一

わ

っ

た

橋

爪

大

三

郎

同

大

学

教

一

の

だ

。

一

足
一
の
裂
さ
で
出
禁
め
ら
れ
一
人
工

3
5
2
1一の

m
g
Eと

議

す

一んど

と
い
う
研

E
J
f
u臓移

S
市
と
な
り、

中
止
さ
れ
た
こ
と
が
一
提
言
、
撃
と
い
う
枠
一
設
な
問
題
意
識
を
抱
く
者

山
一
て
い
る
こ
の
川
い
に
、
際
的
一

f
c
V
)
寸
劇
聞
か
れ
、
H
京

一

る

。

人

正

和

%

に

は

そ

ん

一

究

会

議

揚

げ

田

園

ご

マ

rp"
思

あ

っ
た
。

ζ
の
一
件
は
先
笠
組
み
の
中
で
、
阿
定
通
じ
る
一
た
ち
の
問
で
芝
吹
き
始
め

一に

取

り

組

も

う

と

す

る

研

究

者

・

圃

曙

寸

必

勝

潤

ド
一

日

で
学
学
技
術
へ
の
市
民
の
関
心
を
商
一
人
材
そ
養
成
す
る
努
力
を
怠
っ
一
た
、
税
学
と
社
会
、
人
閉
そ
っ

一日間封殺が

M
S
襲
撃
お
建
一
園
L…

J
2
q諮
問
隠
れ
れ
一
信
号
岩
波
当
時
一

一に

区

別

さ

れ

て

い

た

縦

訓

り

の

掴

咽

園

野

晴

ι

i

j

で
き
る
土
一
強
行
り
は
日
ぷ
で
も
広
ト
と
見
る
一
一
般
市
民
一
か
判
明
一
の
総
合
化
を
目
指
す
も
の
だ
と
一

一月2
川
分
間
引
を
見
附
す
ぷ
み
だ
。

!

l

'

l

l

'

v

'

必
市
街
」
と
指
摘
す
る
。
約
九
平
社

-学
校
術
を
よ
く
評
価
で
き
ず
、

E

い
っ
て
い
い
。
ま
ず
求
め
ら
れ
一

ユ
一

J
E
E
Z
=一
リ

一

汀

ユ

}

ご

コ

コ

日

亘

社

一

吉

川

コ

コ

コ

会

主

は

ま

さ

に

一

般

市

民

専

門

家

も

草

案

居

住

=

る

の

は

、

正

確

な

見

取

り

図

そ

一

一
人

工

生

命

で

学

際

研

究

=

E

Z

H

世
田
九
三

nて
一
-
己
一

L

ミ
=
=
舟
さ
-

z

=

=

Q

E

一

=

一

一

人

工

生
命

研

究

は

異

議

見

一

癖

福

長

引

且

一

起

一

一

重

ru需
軍

一

岳

戸

刊

誌

訂

以

誌

な

言

校

長

一

許

諾

ユ

即

時

一

f
問
で
対
話

が

で

き

る

土

爆

を

つ

醐

醐

脚

臨

蹟

旺

豊

富

富

蝿

掴

』

閣

醐

醐

醐

閣

時

間

関

眠

棚

醐

躍

軍

駐

町

醐

踊

闇

隈

盟

う

と

し

て

い

る

。

理

解

し

、

普

通

の

言

葉

で

一

般

一

文

化
部
堤
篤
史

-

W
く

り

だ

し

た

。

警

は

さ

ら

に

|

I

l

l

i

-

-

!

こ

う

し

た

イ

ン

タ

ー

フ

ェ

l

市

民

語

り

か

け

る

形

で

、

主

!

一

対

話

を

継

続

し

な

が

ら

、

各

研

一

で

も

ブ

l

ム

と

し

て

椛

り

ょ

が

一

な

役

割

も

期

待

さ

れ

て

い

る

。

門

家

集

団

と

一

般

人

そ

媒

介

す

一

時
停
究
者
が
成
果
を
自
ら
の
分
野
に
一
る
壁
が
山
て
芝
。

一

佐

官

設

石

川
r
と
い
う
汚

「

科

学

社

会

学

」

な

ど

試

み

芽

吹

く

る
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す
る
」
殴
一

白
持
ち
帰
る
符
期
が
来
た
」
|
|
。
一
生
命
体
の
も
つ
悶
己
地
殖
や
一

抑
制
の
再
定
義
が
臼
阿
ど
と
い
う
。

関
と
し
て
V
A
L
D
E
Sが
位
一

三
人
工
生
命
に
関
す
る
著
作
の
多
一
進
化
と
い
っ
た
特
性
を
コ
ン
ビ
一
裕
学
と
刻
会
そ
切
り
結
ば
せ
一
し
、
自
ら
学
術
雑
総
『
年
報
一
「
知
」
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
一
ス
役
を
獲
成
す
る
た
め
の
大
学

一置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一

提
い
佐
倉
統
償
浜
図
玄
大
学
助
教
一
ュ
l
タ
l
上
で
合
成
す
る
人
工
一
る
た
め
の
研
究
も
進
み
つ
つ
あ
一
判
明
学
・
妓
術
・
社
会
』
を
創
刊
一
頂
点
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
一
院
も
生
ま
れ
た
。
東
京
工
業
大

-
回
目
(
行
動
生
態
学
)
は
、
学
問
一
生
命
は
、
生
物
学
者
、
数
学
者
一
る
。
今
春
、
東
大
文
学
部
に
「
判
明
一
し
た
の
は
九
二
年
の
こ
と
。
現
一
え
ら
れ
て
い
た
物
政
串
十を
志
し
一
学
が
今
春
に
設
け
た
社
会
理
工

十恥

一の
諮
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
す
る
研

一
か
ら
哲
学
者
、

C
G
(コ
ン
ビ
一
学
社
会
学
」
の
諮
問
が
誕
生
し
一
在
で
は
会
員
も
三
百
人
近
く
に
一
た
彼
が
、
研
究
室
で
得
た
も
の

一学
研
究
判
明
の
「
価
値
シ
ス
テ
ム

.一
究
潮
流
を
生
み
だ
レ
た
人
工
生
一
ュ
I
タ
l
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
)
一
た
。
回

rdす
る
の
は
総
本
三
和
一
な
り
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
一
は
失
裂
だ
っ
た
。
「
U

日
会
を
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63一一「貨幣」と「言語」一一価値の起源をめぐって

/ 

学
問
の
見
取
り
図
必
要

~ 

圃

よ

「
貨
幣
」
と
「
二
百
五
四
」
|
|
価
値
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

橋

爪

大

三

郎

価
値
(
〈
巳

5
)と
は
な
に
か
っ

価
値
と
は
す
べ
て
、

人
間
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
。
人
び
と
が
そ
れ
に
つ
い
て
常
に
配
慮
し
て
い
て
、

手
許
に
と
ど
め
て
お

、.
、

ノ
¥
ム

μ

記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
に
値
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
言
え
る
と
し
て
も
、

こ
れ
で
は
、

動
物
や
植
物
の
場
合
と
大
差
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば

ラ
イ
オ
ン
や
シ
マ
ウ
マ
も
、

水
や
獲
物
や
牧
草
や
仲
間
の
動
物
を
必
要
と
す
る
は
ず
だ
。

そ
れ
は
、

彼
ら
に
と
っ
て
の

価

値
u

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
だ
け
が
理
解
す
る
価
値
と
は
な
に
か
?

も、
あ、人
る、間
とに
し、と

うつ
特て
徴の
が価
あ値
るは白

他
者
を
媒
介
に
し
た
関
係
で

単
に
自
分
と
対
象
と
の
あ
い
だ
に
成
り
立
つ
関
係
で
は
な
く
て
、

た
と
え
ば
、

一
万
円
札
が
あ
る
と
す
る
。
あ
な
た
は
そ
の
価
値
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
が
、

な
ぜ
一
万
円
札
に
価
値
が
あ
る
の
か
、

い
く
ら
そ
の
も
の
を
な
が
め
て
も
、

理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

ほ
か
の
人
び
と
が
、

万

円
札
を
大
事
に
す
る
。
他
人
の
集
ま
り
で
あ
る
社
会
全
体
で
一
万
円
札
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
な
た

も
一
万
円
札
が
大
事
だ
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
価
値
は
、
立
派
な
社
会
現
象
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
下
、
価
値
と
い
う
現
象
の
成
り
立
ち
と
、

そ
れ
を
支
え
る
人
び
と
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
よ
う
。

価
値
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ

l
シ
ョ
ン

社
会
の
な
か
で
価
値
を
そ
な
え
た
も
の
は
、

さ
ま
ざ
ま
あ
る
。

ま
ず
、
貨
幣
(目。

5
1。
貨
幣
は
、
市
場
で
流
通
し
、

そ
れ
と
交
換
に
商
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
品
は
い

ろ
い
ろ
役
に
立
つ
か
ら
、
そ
の
所
有
者
に
と

っ
て
価
値
で
あ
る
。
価
値
の
あ
る
商
品
と
交
換
で
き
る
の
だ
か
ら
、
貨
幣
も
価
値

で
あ
る
。

言
語

(-2mgmo
)も
そ
う
で
あ
る
。
言
語
が
担
う
の
は
、
価
値
よ
り
も
ま
ず
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
す
ぐ
あ

と
で
の
べ
る
よ
う
に
、
意
味
も
ま
た
価
値
の

一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
ひ
と
つ
、

貨
幣
と
言
語
、

こ
の
二
つ
を
価
値
の
典
型
的
な
形
態
と
考
え
よ
う
。
そ
し
て
、
両
者
の
共
通
性
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

* 

価
値
は
、
そ
れ
が
流
通
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
回
路
を
前
提
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
貨
幣
(や
商
品
)
は
、
そ
れ

が
流
通
す
る
市
場
(
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
回
路
)
を
前
提
に
し
て
い
る
。
ま
た
言
語
は
、
そ
れ
を
理
解
す
る
人
び
と
の
お
り

な
す
言
語
共
同
体
(
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
回
路
)
を
前
提
に
し
て
い
る
。
価
値
が
存
在
す
る
と
は
、

そ
れ
が
流
通
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
の
回
路
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
価
値
と
は
、

な
か
で
、
あ
る
も
の
が
帯
び
る
性
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
回
路
(
ひ
と
つ
の
場
)
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
回
路
は
、
大
勢
の
人
び
と
の
共
同
作
業
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
他
者
の
協
力
が
な
け
れ
ば
、
価

値
は
そ
も
そ
も
価
値
た
り
え
な
い
。
貨
幣
も
、

ま
た
言
語
も
、
そ
う
し
た
性
質
を
そ
な
え
て
い
る
。

* 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
は
、
円
環
(巳
円
己
m
w
)

を
な
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
貨
幣
を
考
え
て
み
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

貨
幣
の
主
た
る
役
割
は
、
も
の
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
(
購
買
の
手
段
)
で
あ
る
。
も
の
を
買
う
と
は
、
貨
幣
を
相
手
に

手
渡
し
て
、
交
換
に
、
相
手
の
所
有
物
を
受
け
取
る
こ
と
だ
。

日
常
当
た
り
前
の
よ
う
に
、

こ
う
し
た
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
そ
ん
な
に
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
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も
の
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
も
の
を
売
っ
て
く
れ
る
誰
か
(
た
と
え
ば

A
)
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
る
と

は
、
貨
幣
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
。

貨
幣
は
一
般
に
、

そ
の
も
の
と
し
て
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
(
た
と
え
ば
、
た

一
般
的
な
受
領
可
能
性
が
あ

だ
の
紙
切
れ
)
な
の
に
、
人
び
と
は
よ
ろ
こ
ん
で
そ
れ
を
受
け
取
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
に
は
、

る
。
売
り
手

(
A
)
が
貨
幣
を
受
け
取
る
の
は
、
売
り
手
が
、

ほ
か
の
誰
も
(
た
と
え
ば
、
別
の
売
り
手

B
)
が
よ
ろ
こ
ん
で
貨
幣

を
受
け
取
る
こ
と
(貨
幣
が
一
般
的
な
受
領
可
能
性
を
も

っ
て
い
る
こ
と
)を
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
売
り
手

B
は、

A 
の

A
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
、

ま
た
別

欲
す
る
商
品
を
、
貨
幣
と
ひ
き
換
え
に
売
っ
て
く
れ
る
。
こ
の
売
り
手

B
に
つ
い
て
も
、

の
売
り
手
C
が
貨
幣
を
受
け
取
る
と
想
定
し
て
い
る
か
ら
、
貨
幣
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。

:
:
:
以
下
同
様
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
|
A
l
B
i
e
l
-:
:
・
と
続
く
、
交
換
の
連
鎖
が
成
立
す
る
。

こ
の
連
鎖
は
ど
こ
ま
で
続
く
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
仮
に
、

ど
こ
か
で
途
切
れ
る
(
端
点
が
あ
る
)
と
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
最
後
の
売
り
手
(
最
後
の
貨
幣
の

Z
は
、
貨
幣
を
受
け
取
っ
て
み
て
も
、
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
。
貨
幣
は
、

Z
の
手
の
中

受
け
取
り
手

)Z
が
存
在
す
る
。
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で
パ
パ
抜
き
の
パ
バ
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
、
も
は
や
誰
も
そ
れ
を
受
け
取
ろ
う
と
し
な
レ
。

Z
に
は
貨
幣
を
保
有
す
る
動

一一-

機
が
な
い
。
そ
こ
で

Z
は
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
。
す
る
と
、

Z
の一

人
ま
え
の

Y
も
、
貨
幣
を
保
有
す
る
動
機
を
失
う
。
そ

こ
で
貨
幣
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
。
:
:
以
下
同
様
に
、

C
も

B
も

A
も
貨
幣
を
受
け
取
ら
ず
、

一
切
の
貨
幣
を
仲
立
ち
と

し
た
交
換
は
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う
ど
編
み
上
げ
た
編
み
物
の
最
後
の
糸
を
ひ
っ
ぱ
る
と
順
ぐ
り
に
全
部
が
ほ

ど
け
て
し
ま
う
の
と
同
じ
だ
。

こ
の
対
偶
を
と
る
な
ら
、

H

お
よ
そ
貨
幣
に
よ
る
交
換
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
交
換
の
連
鎖

に
端
点
(
終
点
)
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

μ

の
で
あ
る
。

以
上
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
貨
幣
は
、
交
換
の
連
鎖
の
な
か
で
価
値
を
も
っ
。
そ
の
連
鎖
は
、
端
点
の
な
い
円
環
(
コ
ミ
ユ

ニ
ケ
l

シ
ョ
ン
の
回
路
)
に
な
っ
て
い
る
。
貨
幣
の
一
般
的
な
受
領
可
能
性
は
、
受
領
可
能
性
が
受
領
可
能
性
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
己
言
及
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
か
ら
、
端
点
は
存
在
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
貨
幣
の
起
源
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
結
論
を
導
く
。
実
は
、
そ
う
結
論
し
て
し
ま
う
の
は
性

急
す
ぎ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
貨
幣
が
貨
幣
に
な
り
始
め
る
と
こ
ろ
や
、
貨
幣
が
貨
幣
で
な
く
な
る
と
こ
ろ
を
、
論
理
整

i
i

に
描
く
の
は
無
理
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。

* 

で
は
、

一
呈
聞
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

言
葉
の
意
味
は
、

そ
の
言
葉
が
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
、
慣
習
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。

一口葉は、

い
っ
と
も
知
れ
な
い
昔
か
ら
語
り
つ
が
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

言
葉
を
や
り
と
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
回
路
に
も
、
端
点
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

言
語
は
、

言
語
の
外
の
実
在

l
l現
実
の
世
界

l
!と
関
係
し
、

そ
こ
か
ら
意
味
を
獲
得
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
言
葉
の
意
味
を
支
え
る
の
は
、

さ
し
あ
た
り
、

そ
れ
以
外
の
言
葉
で
あ
る
。
あ
る
言
葉
の
意
味
は
、
別
の
言
葉

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
そ
れ
が
言
葉
の
意
味
で
あ
る
)。
そ
れ
ら
は
互
い
に
支
え
あ
っ
て
、

人
び
と
の
あ
い
だ
を
流
通

す
る
言
語
の
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て
い
る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、

言
語
の
外
に
言
語
と
独
立
し
た
り
ア
リ
テ
ィ
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、

一呈
叩
の
与
え
が
ち
な
錯
覚
な
の
だ
。
貨
幣
が
端
点
を
持
た
な
い
で
ど
こ
ま
で
も
市
場
を
流
通
し
て

い
く
よ
う
に
、

百
葉
は
ど
こ
ま
で
も
言
語
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

一
旦
語
が
現
実
の
世
界
と
関
係
し
、
そ
こ
か
ら
意
味
を
獲
得
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
言
葉
が
生
ま
れ
出
る
場
所
、

言
葉
が
意

味
を
紡
ぎ
出
す
場
所
、

あ
る
い
は
言
葉
が
純
然
た
る
意
味
に
還
元
さ
れ
て
い
く
場
所
(要
す
る
に
、

一
口
葉
の
端
点
)
が
実
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

真
性
の
(
絶
対
の
)
独
我
論
を
帰
結
す
る
。

こ
れ
は
、

初
期
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ

ュ
タ
イ
ン
(
戸

司
王
向
。
ロ
ω
庄
ロ
)が
独
我
論
に
陥
っ
た
の
は
、

言
語
の
意
味
を
世
界
と
の
対
応
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
の
、

論
理
必
然
的
な
帰
結
だ
っ
た
(橋
爪
、

一
九
八
五
)
。

H

私
的
言
語
は
不
可
能
で

彼
は
後
に
な
っ
て
、

こ
の
立
場
を
自
ら
否
定
し
、

あ
る
μ

と
主
張
し
た
。
言
語
の
連
鎖
に
端
点
が
あ
る
と
は
、

一口
葉
の
意
味
に
特
権
的
な
責
任
を
有
す
る
誰
か
(
あ
る
身
体
)
が
存

在
す
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

独
我
論
(
他
者
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
)は、

論
駁
す
る
の
が
む
ず
か
し
そ
う
に
見
え
る
。

他
者
が
存

わ
れ
わ
れ
は
、

在
す
る
こ
と
の
間
接
的
な
証
拠
を
知

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、

自
分
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
な
ら
、

デ
カ
ル

卜
が
の
べ
た
よ
う
に
、
直
接
的
な
証
拠
が
あ
る
。

自
分
の
存
在
〉
他
者
の
存
在
。

独
我
論
は
む
し
ろ
、

素
直
な
結
論
な
の
だ
。

し
か
し
私
は
、
独
我
論
を
論
駁
す
る
の
は
た
や
す
い
と
思
う
。

そ
の
ふ
る
ま
い

私
に
独
我
論
の
正
し
さ
を
論
じ
る
相
手
は
、

(私
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
、

私
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
だ
。

本
当
に
恐
る
べ
き
独
我
論
が
あ
る
と
す

-JJι
、

i
t
v
 
そ
れ
は
、

私
を
含
む

一
切
の
他
者
の
存
在
を
認
め
ず
、

ひ
た
す
ら
黙
し
て
何
ご
と
も
語
ろ
う
と
し
な
い
場
合
(意
味
に
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満
た
さ
れ
た
沈
黙
)
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

真
性
の
独
我
論
は
、

一
切
の
他
者
を
否
定
す
る
c

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
言
葉
が
慣
習
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
。
こ
の
結
果
、

言
語
は
ま
っ
た
く
私
的
な
も
の
に
な
る
。

こ
の
対
偶
を
と
る
な
ら
、

H

お
よ
そ
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
私
的
言
語
が
成
立
し
て
は
な
ら
な
い
μ

の
で
あ
る
。

貨
幣
の
起
源
/
言
語
の
起
源

こ
の
よ
う
に
貨
幣
も
言
語
も
、
そ
れ
以
外
の
価
値
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
の
な
か
で
(
の
み
)
実
在
し
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
端
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
(
起
源
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貨
幣
や
言
語
や
、

そ
の
ほ
か
の
価
値
の
起
源
を
語
る
言
説
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
ど
う

考
え
た
ら
い
い
の
か
。
価
値
の
起
源
は
、

正
当
に
語
り
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

* 

ま
ず
、
貨
幣
の
起
源
を
語
る
言
説
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。
貨
幣
(
経
済
的
価
値
)
の
起
源
は
語
り
う
る
の
か
。

貨
幣
の
起
源
を
語
る
言
説
の
代
表
的
な
も
の
は
、

マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
(
特
に
そ
の
第
一
章
、
商
品
論
)
で
あ
る
。

ーマ

ノレ

ク
ス
主
義
は
こ
れ
を
基
礎
に
、
価
値
の
起
源
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
紡
ぎ
出
し
て
き
た
。

マ
ル
ク
ス
は
貨
幣
を
、
疎
外
・
物
象
化
の
帰
結
と
し
て
描
き
出
す
。

だ
っ
た
と
い
う
理
想
の
原
像
)
が
あ
る
。
人
間
は
も
と
も
と
、
自
然
と
交
流
し
、

マ
ル
ク
ス
に
は
独
自
の
自
然
哲
学
(
人
聞
が
本
来
こ
う

ま
た
人
間
同
士
が
交
流
す
る
、
あ
る
べ
き
姿

(
彼
の
言
葉
で
は
、
類
的
存
在
な
い
し
類
的
本
質
の
巳
苫
口
問
ω
名

2
8
)を
そ
な
え
て
い
た
。
こ
の
原
点
か
ら
、

マ
ル
ク
ス
は
価

値
の
起
源
を
語
る
。
こ
う
し
た
自
然
経
済
に
お
い
て
、
分
業
と
私
的
所
有
が
始
ま
り
、
階
級
が
生
ま
れ
る
。
人
聞
は
自
分
の
活

動
(
労
働
)
の
成
果
か
ら
疎
外
さ
れ
、
相
互
に
も
疎
外
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
商
品
や
貨
幣
が
自
分
た
ち
に
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の

と
し
て
た
ち
現
れ
る
。
そ
れ
自
身
、
が
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
物
象
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
来
価
値
の
あ
る
の
は
労
働

(
人
間
み
ず
か
ら
の
活
動
)
だ
け
の
は
ず
な
の
に
、
価
値
の
な
か
っ
た
も
の
が
価
値
を
帯
び
は
じ
め
る
。
ー
ー
貨
幣
は
、

こ
久
ノ
し

た
価
値
の
起
源
を
隠
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
言
説
は
、

で
あ
る
。
人
聞
が
、
本
源
的
な
価
値
の
世
界
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
物
象

H

隷
属
の
物
語
μ

化
さ
れ
た
世
界
に
連
れ
去
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
も
う
ひ
と
つ
の

H

脱
出
(
解
放
)
の
物
語
μ

と
ベ
ア
に
な
っ
て
い
る
。

人
間
が
今
度
は
、
疎
外
を
脱
し
、
あ
る
べ
き
人
聞
社
会
の
状
態
(
共
産
主
義
社
会
)
に
復
帰
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

* 

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
強
力
に
人
び
と
を
と
ら
え
る
言
説
で
あ
っ
た
。
人
び
と
は
な
ぜ
、
論
理
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
は

ず
の
、
起
源
の
神
話
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
か
。

マ
ル
ク
ス
主
義
が
人
び
と
を
と
ら
え
た
背
景
に
は
、
歴
史
が
あ
っ
た
。

歴
史
は
、
真
に
生
成
す
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
あ
と
戻
り
の
効
か
な
い
か
た
ち
で
、
何
も
の
か
が
消
え
去
り
、
何
も
の
か
が

生
ま
れ
て
く
る
。
貨
幣
を
交
換
手
段
と
す
る
市
場
経
済
が
、
人
類
の
誕
生
と
と
も
に
あ
っ
た
ろ
う
か
。
歴
史
の
あ
る
段
階
で
、

市
場
経
済
が
生
ま
れ
、
貨
幣
が
生
ま
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
貨
幣
が
起
源
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

マ
ル
ク

ス
主
義
は
、
そ
れ
を
語
ら
ず
に
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
占
川
、

言
語
の
起
源
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。

言
語
の
起
源
を
語
る
の
は
、
容
易
な
ら
，さ
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

言
語
を
営
む
の
が
人
間
の
定
義
だ
と
も
言
え
、
言
語
が

i I 



d耳h

~ 

r、‘

〆一、

，，~-

〆宇h

〆、

〆-、

/ ヘ

/ 、

/¥  

f一、

/ 、

，-

， 

， 

70 

ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
状
態
の
人
聞
を
考
え
る
の
は
む
ず
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。

本
来
の
人
聞
を
、

マ
ル
ク
ス

の
自
然
哲
学
は
、

自
然
と
の
、

そ
し
て
人
間
相
互
の
コ
、
ミ

ュ
ニ
ケ

l
シ
ョ

ン
の
な
か
に
生
き
る
存
在
と
し
て
描
い
た
。
彼
ら
は
当
然
、

一
口
語
を
交

わ
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

一口
語
は
超
歴
史
的
存
在
と
し
て
、
人
間
社
会
と
と
も
に
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
語
の
起
源
を
語
る
言
説
は
、
貨
幣
の
起
源
を
語
る
言
説
と
、

同
じ
ス
タ
イ
ル
で
は
構
成
で
き
な
い
。

* 

そ
れ
が
疎
外
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

歴
史
は
わ
れ
わ
れ
を
、

の
る
場
所

プ か
よら

雨、型
仮IJ、話
か、三宮
ら、 1/1

語新
るし
場い
A コロ

、
ュ
ニ
ケ
|
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
)
に
連
れ
出
す
。

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
ン
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
、

Y

」+，
h

、
端
点
の
な
い
(
起
源
の
な
い
)
も
の
と
し
て
語
る
し
か
な
い
。

そ
の
外
側
か
ら
語
る
こ
と
に
な
る
。
語
ら
れ
る
も
の
(
新
し
い
も
の
)
は
派
生
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
を
生
成
し
た
も
の
(
起
源
を
も
つ
も

の
)
と
し
て
語
る
に
は
、

語
る
側
(
そ
の
外
側
)
は
も
と
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
の
生
成
は
、
古
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
土
台
に
し

て
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

(1 ) 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
連
鎖
は
、
端
点
(
あ
か
ら
さ
ま
な
起
源
)
を
持
た
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
は
、
最
初
に
あ
っ
た
コ
ミ
ュ

. 

ニ
ケ
|
シ
ョ
ン
の
連
鎖
(
端
点
な
し
)
か
ら
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
安
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

新
し
い
連
鎖
(
端
点
な
し
)
へ
の

H

移
行
μ

と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
も
と
も
と
の

こ
の
移
行
は
、
外
力
が
作
用
し
た
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

そ
れ
を
、
生
産
力
の
発
展
と
名
づ
け
て
い
る
。

山
を
も
う
少
し
変
形
す
る
と
、

っ
さ
の
結
論
が
え
ら
れ
る
。

最
初
に
あ
っ
た
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
で
な
い

も
の
か
ら
生
成
し
た
も
の
と
し
て
、

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(2) 

な
ぜ
「
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

か
と
言
う
と
、

そ
れ
を
外
側

最
初
に
あ
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
に
は
、

か
ら
語
る
場
所
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
え
て
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、

ド
ク
マ
か
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
な
る
ほ
か
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
と
は
無
関
係
に
、
そ
れ
自
体
が
価
値
で
あ
る
よ
う
な
何
か
あ
る
実
体
(
た
と

71一一「貨幣」と 「言語J一一価値の起源をめくって

え
ば
、
神
)
が
あ
り

さ
も
な
け
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
す
る
か
、

②
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
の
生
成
を
、
古
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
て
は
め
、

そ
の
生

成
を
類
推
す
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
雑
誌
『
テ
ル

・
ケ
ル
』
に
拠
っ
た
、

後
者
の
例
と
し
て
、

テ
ル

・
ケ
ル
・
グ
ル
ー
プ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
言
語
の
成
り
立
ち
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
彼
ら
は
、

年
C
ト
ι
Aノ。

一
口
語
・
記
号
の
価
値
を
貨
幣
の
場

合
と
な
ぞ
ら
え
た
。

こ
れ
は
、
派
生
的
な
も
の
が
生
成
す
る
ロ
ジ

ッ
ク
を
、
も
と
も
と
の
も
の
に
適
用
す
る
と
い
う
転
倒
し
た

試
み
だ
。
似
た
よ
う
な
転
倒
は
、

『
家
族
・
私
有
財
産
・
国
家
の
起
源
』
や
「
サ
ル
が
人
間
に
な
る
に
あ
た
っ
て
の
労
働
の
役

割
」
を
著
し
て
自
然
弁
証
法
を
展
開
し
た
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
も
み
ら
れ
る
。

* 

貨
幣
に
よ
る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
|
シ
ョ
ン
も
、

一
呈
聞
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、

シ
ス
テ
ム
と
し
て
完
結
し
、
安
定
し
て
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い
る
。
完
結
し
た
シ
ス
テ
ム
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
シ
ス
テ
ム
に
移
行
し
て
い
く
必
然
を
、
形
式
論
理
に
よ
っ
て
の
ベ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
た
め
、
弁
証
法
(
口
一
巳
o
r
t
w
)
が
必
要
と
な
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
論
理
を

へ
l
ゲ
ル
は
、

洗
練
し
、
世
界
を
生
成
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
記
述
す
る
ス
タ
イ
ル

H
弁
証
法
を
完
成
さ
せ
て
い
た
。

マ
ル
ク
ス
は
、
弁

証
法
を
へ

l
ゲ
ル
か
ら
受
け
継
い
だ
。
資
本
主
義
経
済
を
解
体
し
再
構
築
す
る
た
め
に
は
、

貨
幣
の
生
成
を
記
述
す
る
文
体
が

不
可
欠
で
あ
る
。

弁
証
法
J
疎
外
・
物
象
化
論
J
起
源
の
神
話
。

こ
れ
ら
は
一
体
の
も
の
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
が
必
要
と
す
る

隷
属
と
解
放
の
物
語
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

起
源
を
め
ぐ
る
文
体

そ
も
そ
も
価
値
の
起
源
が
、
な
ぜ
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

起
源
を
意
識
し
強
調
す
る
文
体
が
、

一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
に
か
け
て
広
く
流
布
し
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
進
化
論
も
、
進
歩
の
思
想
も
そ
う
で
あ
る
。
発
展
す
る
科
学
技
術
に
さ
さ
え
ら
れ
年
ご
と
に
拡
大
し
て
い
く
経
済
社
会

そ
う
し
た
思
想
は
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
過
去
か
ら
未
来
に
向
か
っ
て
直
線
的
な
時
間
が
流
れ

る
と
さ
れ
、
未
来
に
は
現
在
よ
り
も
よ
り
よ
い
世
界
が
広
が
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
産
業
社
会
の
時
間
感
覚
で
あ
る
。

の
実
態
を
、

そ
れ
で
は
ひ
る
が
え
っ
て
、
過
去
に
な
に
が
あ
る
の
か
。
過
去
に
は
未
熟
な
前
段
階
が
あ
る
。
時
間
の
始
ま
る
起
点
に
は
、

す
べ
て
の
出
発
点
と
な
る
起
源
の
形
態
が
あ
る
、

と
さ
れ
る
。

そ
の
後
の
展
開
が
明
ら
か
に
で
き

起
源
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

る
、
と
信
じ
ら
れ
る
。
歴
史
学
、
考
古
学
、

人
類
学
が
こ
う
し
た
時
間
感
覚
を
補
強
し
た
。

初
期
の
社
会
学
も
、

こ
う
し
た
時
間
感
覚
の
圏
内
に
あ
っ
た
。

ス
ベ
ン
サ
!
の
社
会
進
化
論
や
、

テ
ン
ニ
|
ス
の
業
績
。
デ

ュ
ル
ケ
ム
の

『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
。
そ
の
影
響
は
、

パ

l
ソ
ン
ズ
の
『
社
会
類
型
|
|
進
化
と
比
較
』

に
も
及
ん
で
い

る。

* 

と
こ
ろ
で
、

シ
ス
テ
ム
論
と
起
源
論
と
は
、
背
反
す
る
。

シ
ス
テ
ム
論
は
、
多
数
の
要
因
の
同
時
決
定
モ
デ
ル
。
現
在
の
社
会
状
態
を
、

い
ま
現
に
作
動
し
つ
つ
あ
る
因
果
連
関
に
よ

っ
て
説
明
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
起
源
論
は
、
現
在
の
社
会
状
態
を
、
過
去
の
要
因
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
説
明
す
る
。

シ
ス
一
ア
ム

論
が
未
発
達
な
あ
い
だ
、
起
源
論
に
は
存
在
理
由
が
あ
っ
た
。

シ
ス
テ
ム
論
の
ロ
シ
ッ
ク
が
明
断
に
な
る
に
つ
れ
、
起
源
論
は

駆
逐
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

73一一「貨幣」と「言語」一一価値の起源をめくって

『
資
本
論
』

シ
ス
テ
ム
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
(
線
型
連
立
方
程
式
に
よ
る
産
業
連
関
分
析
)

は
、
資
本
主
義
経
済
を
、

マ
ル
ク
ス
の

に
よ
り
解
明
し
た
。
そ
こ
に
は
、

「
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
」
「
剰
余
価
値
率
(
な
ら
び
に
搾
取
率
)
の
傾
向
的
低
下
の
法

則
」
な
ど
と
い
っ
た
動
学
的
な
命
題
も
埋
め
込
ま
れ
て
い
て
、
資
本
主
義
社
会
が
内
蔵
す
る
自
己
矛
盾
に
よ
っ
て
解
体
す
る
と

い
う
予
言
を
導
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
論
の
果
実
を
、
弁
証
法
の
文
体
で
包
み
こ
み
、

人
類
史
を
貫
く
法
則
性
(
史
的
唯
物
論
)
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
科
学
的
社
会
主
義
の
名
の
も
と
に
、
起
源
論
の
枠
組
み

は
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
み
な
ら
ず
、

フ
ロ
イ
卜
の
精
神
分
析
な
ど
に
も
、
起
源
論
に
通
じ
る
時
間
感
覚
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
時
間
感
覚
と
絶
縁
し
た
、

シ
ス
テ
ム
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
だ
け
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
議
論
と
し
て
、

構
造
主
義

(ω
可

5
Z
E一
抗
日
)
が
登
場
し
た
。
そ
の
出
発
点
で
あ
る
、

ソ
シ
ュ
|
ル
の

「
一
般
言
語
学
」

は
、
言
語
の
意
味
(
価
値
)
を
、

互
い
に
対
立
し
あ
う
差
異
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
予
テ
ル
化
す
る
も
の
。
(
こ
れ
は
、

言
い
方
を
換
え
れ
ば
、

言
語
を
そ
の
起
源
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に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
失
効
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
)
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
の

人
類
学
者
レ
ヴ
ィ

u
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、

「
未
開
」
と
さ
れ
て
き
た
人
び
と
の
社
会
形
態
や
神
話
世
界
に
、
現
代
社
会
の
場
合
と

同
刑
ヰ
の

H

構
造
μ

を
発
見
。

起
源
の
神
話
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
。

構
造
主
義
は
、

現
代
思
想
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の
呪
縛

か
ら
自
由
に
し
、

弁
証
法
l
疎
外
・
物
象
化
論
の
文
体
か
ら
解
き
放
っ
た
。

* 

そ
ね
で
は
、

構
造
主
義
以
後
、

歴
史
や
時
間
は
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
る
か
。

フ
l

コ
ー
は
、

そ
の
洗
練
さ
れ
た
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
は
、
考
古
学
的
な
記
述
の
対
象
と
な
る
。
対
象

と
な
る
過
去
の
社
会
は
、
①
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
、
各
要
素
の
緊
密
な
秩
序
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
②
時
間
は
純
然
た
る
パ

ラ
メ
ー
タ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、

③
各
時
点
の
シ
ス
テ
ム
の
状
態
が
薄
片
の
よ
う
に
重
ね
ら
れ
て
、

歴
史
の
動
態
が
記
述
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
考
察
は
、
弁
証
法
J
疎
外
・
物
象
化
論
1
起
源
の
神
話
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
る
。

ル
ー
マ
ン
も
ま
た
、

ハ
ー

ソ
ン
ズ
の
の
ち
発
展
を
と
げ
た
現
代
シ
ス
テ
ム
論
の
成
果
を
援
用
す
る
。
彼
は
、

ハ
l
ソ
ン
ズ
の

構
造
1

機
能
分
析
に
絡
み
つ
い
て
い
た
、

起
源
の
神
話
と
目
的
論
(
機
能
要
件
の
議
論
)
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、

シ
ス
テ
ム
の
自
己
生
成
を
、
現
代
シ
ス
テ
ム
論
か
ら
導
き
う
る
科
学
的
な
言
明
の
範
囲
で
論
じ
よ
う
と
工
夫
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
動
き
と
連
動
し
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
社
会
学
の
展
開
も
、

こ
う
し
た
言
説
の
布
置
を
い
ち
早
く
概
観
し
た
の
が
、
内
田
隆
三
の
「
〈
構
造
主
義
〉
以
後
の
社
会
学
的
課
題
」
(
一
九
八

O
)で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

戦
後
思
想
の
引
力
圏
を
脱
し
た
新
し
い
社
会
学
的
言
説
の
地
平
が
構
想
さ
れ
た
。
そ
れ
に
続
く
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
な
系
譜
の
言
説
が
登
場
し
た
。

吉
田
民
人
の
情
報
資
源
処
理
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
言
語
と
社
会
の
機
能
を
シ
ス
テ
ム
論
の
フ
レ
ー
ム
に
従
っ
て
整
理
す
る
試
み

-R
-.、、晶、

千
h

，刀

同
時
に
、
色
濃
い
起
源
の
神
話
に
い
ろ
と
ら
れ
て
い
る
。
進
化
の
時
間
軸
に
こ
だ
わ
る
点
で
は
、
彼
が
対
抗
す
る
マ
ル

ク
ス
主
義
と
共
通
し
て
い
る
。

晩
年
社
会
学
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
よ
せ
た
贋
松
渉
も
、

言
語
と
社
会
シ
ス
テ
ム
を
考
察
し
た
が
、
終
生
彼
の
ベ

l
ス
と
な

っ
た
の
は
疎
外
・
物
象
化
図
式
で
あ
っ
た
。
見
田
宗
介
も
贋
松
と
同
じ
く
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
残
響
の
な
か
で
仕
事
を
し
た
。

彼
の
『
人
間
解
放
の
理
論
の
た
め
に
』
や
『
現
代
社
会
の
存
立
構
造
』
は
、
疎
外
・
物
象
化
論
の
用
語
系
で
書
か
れ
て
い
る
。

最
近
の
筆
者
で
は
、
大
津
真
幸
の

『
身
体
の
比
較
社
会
学
』
が
、
物
象
化
(
第
三
者
の
審
級
)
論
と
起
源
へ
の
こ
だ
わ
り
と
い
う

占…で、

こ
の
系
譜
に
属
す
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
比
較
す
る
と
、
小
室
直
樹
や
落
合
仁
司
や
宮
台
真
司
と
い
っ
た
社
会
学
者
た
ち
の
仕
事
に
は
、
疎
外
・
物
象
化
論
の

要
素
も
起
源
へ
の
こ
だ
わ
り
も
希
薄
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
者
に
共
通
す
る
の
は
、

シ
ス
テ
ム
論
へ
の
強
固
な
信
頼
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
起
源
論
と
距
離
を
保
た
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

* 

そ
れ
で
は
、
価
値
の
起
源
を
論
ず
る
こ
と
は
、
社
会
学
に
と
っ
て
不
可
欠
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

貨
幣
も
言
語
も
、

そ
の
ほ
か
の
価
値
形
態
も
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

そ
の
機

能
を
果
た
す
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
解
明
す
る
こ
と
が
、

ま
ず
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
」
に
、

そ
れ
ら
シ
ス
テ
ム
相
互
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
貨
幣
が
そ
の
な
か
で
流
通
す
る
シ
ス
テ
ム
(
市
場
シ
ス

テ
ム
)
は
、

人
類
社
会
に
と
っ
て
、

派
生
的
な
(
歴
史
的
な
)
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、

一
口
語
が
そ
の
な
か
で
通
用
す
る

シ
ス
テ
ム
は
、

普
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
派
生
的
な
シ
ス
テ
ム
を
普
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
と
関
連
づ
け
、
後
者
に
よ
っ
て
根

拠
づ
け
る
こ
と
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
意
義
の
あ
る
作
業
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
は
、
価
値
の
起
源
論
と
よ
く
似
て
い
る
。

し
か
し
大
事
な
の
は
、
価
値
が
価
値
で
あ
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
シ
ス
テ
ム
の
内

部
で
(
自
己
循
環
的
に
)
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
価
値
が
、
起
源
論
に
よ

っ
て
、

シ
ス

ス
-
ア
ム
、

テ
ム
の
ロ

ジ
ッ
ク
を
飛
び
越
え
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
社
会
の
普
遍
的
な
シ

そ
れ
以
外
の
い
っ
そ
う
基
本
的
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、

た
と
え
ば
言
語
の
シ
ス
テ
ム
は
、

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

す
一
口
話
聞
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
貨
幣
の
起
源
論
を
も
っ
て
い
た
が
、

言
語
は
、

言
語
の
起
源
論
は
も
た
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
賢
明
な
こ
と
だ
っ
た
。

マ
ル

ク
ス
主
義
の
な
か
で
、
上
部
構
造
と
も
下
部
構
造
と
も
つ
か
な
い
中
途
半
端
な
位
置
を
与
え
ら
れ
た
。

人
間
社
会
に
共
通
す
る
価
値
の
一
般
的
な
形
式
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
言
語
の
成
立
と
社
会
の
成
立
と
は
、

拠
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

同
じ
深
さ
の
根

そ
れ
以
上
遡
っ
て
説
明
す
る
必
要
の
な
い
、
社
会
理
論
の
出
発
点
に
な
る
。
(
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
本
講
座
5
巻
『
知
の
社
会
学
/
言
語
の
社
会
学
』
の
な
か
の
「
〈
言
語
〉
派
社
会
学
」
橋
爪
、

を
参
照
さ
れ
た
い
。
)

一
九
九
六
、

そ
れ
は
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
の
成
立
(
価
値
一
般
の
成
立
)
を
、
起
源
論
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
ど
う
な
る
か
。

シ
ス

テ
ム
の
外
側
に
実
体
と
し
て
(
た

価
値
を
流
通
さ
せ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
に
含
ま
れ
る
の
と
同
じ
量
の
情
報
を
、

と
え
ば
、
十
分
に
社
会
性
の
そ
な
わ
っ
た
身
体
と
し
て
)
想
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
社
会
シ
ス
テ
ム
の
実

質
が
そ
の
要
素
で
あ
る
個
々
人
に
投
影
さ
れ
た
だ
け
で
、
社
会
の
起
源
で
も
、
価
値
の
生
成
で
も
な
い
。

一
種
の
ト
|
ト
ロ

ジ

あ
ら
か
じ
め
与
え
て
お
く
情
報
量
を
減
ら
す
と
す
れ
ば
、

こ
ん
ど
は
、
価

ー
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
も
出
発
点
で
あ
る
実
体
に
、

値
の
生
成
を
導
け
な
く
な
る
。
せ

い
ぜ
い
そ
れ
を
、

. 

ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
価
値
の
起
源
は
語
り
え
ず
、

慢
宣
hf喜
曹
司

'pf
拍

2
3

.r
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橋爪大三郎
「性愛論J

岩波書底・ 1995年

オロギーであり、家族内部の

介離さえ去樹寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

親栢姦の栗山は分密島理が

溺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。さらにはフェミニ

ズムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方向世デ

模索される。「性愛そのものへ

の切実な感心に引き寄せられ

た人たち」におすすめσトー冊。


