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は
じ
め
に

本
論
の
目
的
は
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
理
念
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
と
同
時
に
絶
対
化
を
拒
否
す
る

｢

非‒

共
産
主
義�����������

｣ (

１)

と
し

て
の
政
治
哲
学
の
意
義
と
問
題
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。

第
一
節
、
第
二
節
で
は
、
自
由
主
義
に
よ
る
政
治
の
道
徳
化
を

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

に
お
い
て

｢

カ
ン
ト
的
幻
想｣

と
批
判
し
た

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
、『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
い
て
同
様
の
批
判
を

｢

偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

と
い
う
言
い
方
で
自
ら
に
向
け
た
こ
と
の
意
味

を
検
討
し
、
第
三
節
で
は

｢

偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

に
関
連
し
て
、
共
産
主
義
も
自
由
主
義
も
共
に
死
や
悲
惨
さ
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
い
う
点
で
一

致
し
て
欺
瞞
的
で
あ
る
と
い
う
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
を
考
察
す
る
。
第
四
節
以
降
で
は��������������������������������

(��
������������������������������������������������������������������������

1989)

な
ら
び
に��������������������
�����������������������������������������������������������������������������

(���������������������
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非‒

政
治
的
な
も
の
と
し
て
の
政
治
哲
学

山

下

通

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
政
治
哲
学
的
転
回
を
め
ぐ
っ
て



��������������������������������������������������������������������������
1990)

を
参
照
し
つ
つ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
現
象
学
的
哲
学
・
身
体
論
哲
学
と
政
治
哲
学
と
の
関
係
、
非‒

政
治
的
な
も
の
と
し
て
の
政
治
哲
学
と
い
う
構
想
の
意
義
と
問
題
点
に

つ
い
て
確
認
す
る
。

第
一
節

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

か
ら

『

弁
証
法
の
冒
険』

へ

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

そ
し
て

『

弁
証
法
の
冒
険』

と
い
う
二
つ
の
政
治
哲
学
的
著
作
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
の
問
題
は
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
政
治
哲
学
の
全
体
像
を
把
握
す
る
う
え
で
大
変
重
要
な
意
味
を
持
つ
。『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

を
一
読
す
れ
ば
明

ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ら
び
に
共
産
主
義
へ
の
共
感
を
隠
さ
ず
、
む
し
ろ

｢

人
間
性
を
実
現
で
き
る
立
場｣ (

２)

、｢

真
の
人
間
的
共

存
の
始
ま
り｣ (

３)

を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
唯
一
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
議
論

(

共
産
主
義
に
つ
い
て
の
議
論)

の
本
義
は
、
共
産
主
義
が
自
由
主
義
的
思
考
の
諸
規
則
を
尊
重
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
探
求
す

る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
共
産
主
義
が
自
由
主
義
的
規
則
を
尊
重
し
て
い
な
い
の
は
あ
ま
り
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
で
は
な
く
、
共

産
主
義
が
行
使
す
る
暴
力
が
革
命
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
人
間
た
ち
の
間
に
人
間
的
諸
関
係
を
創
出
で
き
る
か
ど
う
か
が
探
求
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

４)

。

革
命
的
テ
ロ
ル
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
た
暴
力
、
そ
し
て
革
命
的
テ
ロ
ル
の
た
め
に
暴
力
を
正
当
化
し
、
む
し
ろ
要
求
す
ら
す

る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
つ
こ
と
を
表
明
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
し
か
し

『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
い
て
一
転
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判

す
る
と
共
に
、
自
ら
の
政
治
哲
学
そ
の
も
の
へ
の
自
己
批
判
を
試
み
る
。
そ
し
て
次
の
引
用
箇
所
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
ら
が

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
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ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

に
お
い
て
示
し
た
政
治
哲
学
へ
の
自
己
批
判
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
箇
所
で
あ
る

(

５)

。

何
を
し
て
も
真
理
で
あ
り
つ
づ
け
、
証
明
と
検
証
な
し
で
す
ま
す
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
歴
史
哲
学
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
偽
装
し
た

カ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
的
行
動
と
し
て
の
革
命
の
概
念
の
う
ち
に
最
後
に
見
出
し
た
の
も
ま
た
、
カ
ン
ト
な
の
で
あ
っ

た

(

６)

。

結
論
か
ら
言
え
ば

『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
か
つ
て
の
自
分
自
身
が
示
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
を

｢

な
に
を

し
て
も
真
理
で
あ
り
、
証
明
と
検
証
な
し
で
済
ま
せ
る
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義｣

と
し
て
そ
の
形
式
主
義
的
性
格
を
断
罪
し
た
上
で
、
マ
ル
ク
ス
主

義
の
理
念
だ
け
を
観
念
論
的
に
擁
護
し
続
け
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
資
本
主
義
に
も
社
会
主
義
に
依
拠
せ
ず
、
む

し
ろ
ど
の
よ
う
な
政
治
的
態
度
に
関
し
て
も
懐
疑
的
態
度
を
貫
く
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
理
念
も
絶
対
化
し
な
い

｢

非‒

共
産
主
義

�����������
｣

と
し
て
の
政
治
哲
学
を
構
想
す
る
。

た
と
え
ば
Ｓ
・
ク
ル
ク
ス
は
そ
の
論
考
の
中
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
政
治
哲
学
に
お
け
る
大
き
な
転
回
の
存
在
を
認
め
た
う
え
で
、
一
九
五
一

年
頃
の
い
わ
ゆ
る

｢

言
語
論
的
転
回

(

７)｣

と
呼
ば
れ
る
時
期
、
ち
ょ
う
ど
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
没
後
に

『

世
界
の
散
文』

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
遺
稿

群
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
が
ま
さ
に
そ
の
転
回
の
時
期
に
あ
た
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
Ｍ
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
も
自
身
の
論
考
に
お
い
て
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
政
治
哲
学
の
大
き
な
転
回
を
認
め
て
い
る

(

８)

。

し
か
し
、
こ
の
自
己
批
判
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
理
解
す
る
た
め
に
は
、『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

そ
し
て

『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
け
る
彼
の
政
治
哲
学
的
主
張
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が

｢

偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

と
呼
ぶ
も
の
が
何
を

意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
節

偽
装
し
た
カ
ン
ト

ま
ず
は
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

に
お
け
る
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
体
制
と
し
て
の

共
産
主
義
と
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
資
本
主
義
体
制
と
し
て
の
自
由
主
義
と
の
対
立
と
い
う
対
立
図
式
が
想
定
さ
れ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
体
制
の
側
か
ら
資
本
主
義
・
自
由
主
義
を
批
判
す
る
。
今
日
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
些
か
古
典
的
か
つ
図
式
的
な
対
立
で
あ
る

が
、
自
由
主
義
は
、
虚
言
と
策
略
／
真
理
の
尊
重
、
暴
力
／
法
の
尊
重
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
／
意
識
の
尊
重
、
政
治
的
現
実
主
義
／
自
由
主
義
的
な

諸
価
値
と
い
う
対
比
に
よ
っ
て
共
産
主
義
を
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
共
産
主
義
が
虚
言
と
策
略
を
用
い
る
体
制
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
自
由
主
義

は
真
理
を
尊
重
す
る
体
制
で
あ
り
、
共
産
主
義
が
暴
力
を
容
認
す
る
体
制
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
主
義
は
あ
く
ま
で
法
を
尊
重
す
る
体
制
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
当
で
あ
る
な
ら
ば
共
産
主
義
的
世
界
は
策
略
と
虚
偽
と
暴
力
に
満
ち
た
世
界
で
あ
り
、
自
由
主
義
世
界
は
非‒

暴
力

に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
世
界
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
欺
瞞
だ
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

言
う
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
何
が
欺
瞞
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

｢
偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
る
。｢

偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
一
九

四
六
年
に
発
表
し
た

｢

マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
っ
て｣

と
い
う
論
考
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

刊
行
の
翌
年
一
九

四
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

意
味
と
無
意
味』

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
こ
こ
で
便
宜
的
に
彼
の
政
治
哲
学
を
前
期
、
す
な
わ
ち

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

以
前
か
ら
そ
の
刊
行
ま
で
の
時
期
と
、
後
期
す
な
わ
ち

『

弁
証
法
の
冒
険』

以
降
の
時
期
に
分
け
る
な
ら
ば
、
前
期
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の

｢

マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
っ
て｣

に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

｢
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
的
幻
想｣

と
い
う
も
の
に
つ

い
て
語
る
。
こ
の
論
考
は
題
目
こ
そ

｢

マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
っ
て｣

と
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
極
右
的
・
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
テ
ィ
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エ
リ
・
モ
ー
ニ
エ

(���������������
1908

―1988)

を
め
ぐ
る
考
察
に
大
部
分
が
費
や
さ
れ
、『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

の
論
点
を

す
で
に
多
く
含
ん
で
い
る
。

一
九
〇
〇
年
の
モ
ー
ラ
ス
主
義
の
う
ち
に
は
、
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
的
幻
想
に
対
す
る
或
る
健
全
な
反
動
が
含
ま
れ
て
い
た
。
民

主
主
義
的
楽
観
論
は
、
人
権
が
保
証
さ
れ
て
い
る
国
に
あ
っ
て
は
も
は
や
い
か
な
る
自
由
も
他
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
自
律

的
か
つ
理
性
的
主
観
と
し
て
の
人
間
の
共
存
の
安
全
が
保
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
暴
力
と
い
う
も
の
は
人
類
の
歴
史
に
お
い
て

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
し
か
出
現
し
な
い
も
の
だ
し
、
特
に
経
済
的
諸
関
係
は
お
の
ず
か
ら
公
平
と
調
和
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

結
局
の
と
こ
ろ
自
然
的
お
よ
び
人
間
的
世
界
の
構
造
は
合
理
的
だ
と
仮
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

(

９)

。

こ
こ
で

｢

民
主
主
義
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
的
幻
想｣

は
、｢

民
主
主
義
的
楽
観
論｣

と
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
暴
力
と
は
単
な
る

例
外
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
人
権
が
保
証
さ
れ
て
い
る
限
り
は
自
律
的
・
理
性
的
な
人
間
性
と
そ
の
よ
う
な
人
間
性
を
備
え
た
者
た
ち
に
よ

る
共
同
体
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
善
悪
の
判
断
基
準
な
い
し
道
徳
性
そ
の
も
の
は

｢

意
思
の
自
律｣ (�)

に
よ
っ

て
こ
そ
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
意
思
の
自
律
は
感
性
的
欲
望
や
他
者
に
よ
る
支
配
や
国
家
権
力
・
特
定
の
信
仰
等
の
外
的
強

制
か
ら
自
律
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は

『
実
践
理
性
批
判』

結
語
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
を
考
え
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
か
つ
長
き
に
お
よ
ぶ
に
従
い
、
常
に
新
た
な
る
い
や
ま
す
感
嘆
と
畏
敬
と
を
も
っ
て
心
を
満
た
す

も
の
が
二
つ
あ
る
。
わ
が
上
な
る
星
輝
く
空
と
我
が
内
な
る
道
徳
律
が
そ
れ
で
あ
る
。
…
第
二
の
も
の

(

我
が
内
な
る
道
徳
律)

の
観
想
は
、

私
の
人
格
性
を
通
じ
て
、
知
性
と
し
て
の
私
の
価
値
を
際
限
な
く
高
め
、
こ
の
人
格
性
に
お
い
て
道
徳
法
則
は
動
物
性
か
ら
、
さ
ら
に
は
全

・
・

感
性
界
か
ら
さ
え
独
立
な
生
命
を
私
に
開
示
す
る

(�)
。
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カ
ン
ト
倫
理
学
な
い
し
実
践
哲
学
を
論
じ
る
と
い
う
問
題
設
定
は
本
論
の
範
囲
を
明
ら
か
に
超
え
て
お
り
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
ご
く
簡

略
に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
界
が
自
然
法
則
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
因
果
性
の
連
関
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い

る
と
し
た
ら
、
そ
し
て
人
間
の
行
為
も
そ
う
し
た
因
果
性
の
環
の
一
部
だ
と
し
た
ら
、
人
間
の
行
為
は
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
悪
で
あ
っ
た

と
し
て
も
自
然
現
象
と
同
列
の
現
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
行
為
に
対
す
る
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
現
実
的
に
考
え
れ

ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
行
為
を
自
然
法
則
的
因
果
性
の
必
然
的
結
果
だ
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
存
在
に
お
け
る
倫
理
や

責
任
・
道
徳
が
問
題
と
な
り
得
る
の
は
自
然
法
則
と
は
別
の
法
則
を
原
理
と
す
る
世
界
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
原
理
と
は
自

由
で
あ
る
。

自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
経
過
す
る
諸
現
象
の
系
列
を
、
自
ら
始
め
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
性
が
、
し
た
が
っ
て
超
越
論
的
自
由
が
想
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)

カ
ン
ト
の
考
え
る
原
理
と
し
て
の
自
由
は
、
自
然
法
則
だ
け
で
な
く
快
楽
や
衝
動
か
ら
の
自
由
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
何
か
実
利
的
な
目
的

に
支
配
さ
れ
、｢

〜
の
た
め
に｣

と
い
う
手
段
と
し
て
の
行
為
を
命
じ
る

｢

仮
言
命
法｣

か
ら
の
自
由
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
由
の

原
理
を
根
拠
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
行
為
の
結
果
や
目
的
に
関
係
な
く
、
自
ら
の
意
志
に
お
け
る
格
率
が
常
に
普
遍
的
な
法
則
と
し
て
無
条
件
に
妥

当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
と
命
じ
る
定
言
命
法
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
政
治
を
意
思
の
自
由
や
自
律
、
感
性
的
経
験
か
ら
独
立
し
た
普
遍
的
に
妥
当
す
る
主
観
的
格
率

に
基
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が

｢
カ
ン
ト
的
幻
想｣

と
呼
ん
だ
自
由
主
義
的
政
治
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
カ
ン
ト
の
―
よ
り
正
確
に
は
カ
ン
ト
主
義
的
な
―
道
徳
観
を
現
実
の
政
治
に
も
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
政
治
を
道
徳
化
し
、
他
者
を
手
段
と

し
て
扱
わ
ず
、
快
楽
や
利
益
と
い
っ
た
外
的
な
目
的
の
た
め
に
行
為
す
る
こ
と
を
拒
み
、
ひ
た
す
ら
自
ら
の
意
志
の
格
率
が
常
に
立
法
原
理
と
し
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て
妥
当
す
る
よ
う
行
為
す
る
者
達
の

｢

諸
目
的
の
国｣

に
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
三
節

宿
命
と
し
て
の
暴
力

し
か
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
主
義
的
な
道
徳
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
主
張
す
る
自
由
主
義
的
政
治
は
、

ま
さ
に
そ
の
純
粋
さ
ゆ
え
に
欺
瞞
的
で
あ
り
か
つ
暴
力
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
内
に
身
体
的
存
在
と
し
て
存
在
す
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は

決
し
て
暴
力
と
無
関
係
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
暴
力
か
と
い
う
問
い
自
体
が
す
で
に
欺
瞞
な
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
純
粋
さ
と
暴
力
と
の
あ
い
だ
で
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
種
類
の
暴
力
の
間
で
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
受

肉
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
暴
力
と
は
わ
れ
わ
れ
の
宿
命
な
の
だ

(�)
。

わ
れ
わ
れ
は
状
況
に
、
そ
し
て
歴
史
に
巻
き
込
ま
れ
る
仕
方
で
し
か
存
在
で
き
な
い
。
定
言
命
法
の
下
、
自
ら
の
行
為
が
道
徳
法
則
に
必
然
的

に
合
致
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
自
ら
の
行
為
が
道
徳
法
則
に
必
然
的
に
合
致
す
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
或
る
行
為
が
普
遍
的
な
立
法
原
理
に
妥
当
す
る
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
行
為
そ
の
も
の
に

お
い
て
は
不
確
定
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
行
為
自
体
と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
、
そ
の
行
為
か
ら
の
帰
結
が
生
み
出
し
た
新
た
な
状
況
が
、
あ

く
ま
で
事
後
的
に
、
文
脈
的
に
そ
の
行
為
の
価
値
を
決
め
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
の
は
或
る
状
況
下
に
お
い
て
選
択
で
き
る
こ
と

を
選
択
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
状
況
内
存
在
・
世
界
内
存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
自
ら
の
有
限
性
を
見
落
と
し
、
純
粋
意
識
の

立
場
か
ら
道
徳
的
判
断
を
下
し
得
る
と
考
え
る
限
り
、
自
由
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
欺
瞞
的
な
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
だ
け
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
暴
力
の
問
題
を
解
決
し
う
る
唯
一
の
道
な
の
か
。『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

と

い
う
著
作
全
体
を
覆
う
ト
ー
ン
か
ら
す
れ
ば
、
そ
し
て
つ
ぎ
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
記
述
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
問
い
に
は
イ
エ
ス
と
答

え
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
が
提
案
す
る
の
は
人
間
の
共
生
の
問
題
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
解
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
的
な
主
観
性
に
よ
る
抑
圧
、
絶
対

的
な
客
観
性
に
よ
る
抑
圧
、
自
由
主
義
に
よ
る
み
か
け
だ
け
の
解
決
を
超
え
る
解
決
を
示
す
こ
と
に
あ
る

(�)

。

こ
う
し
た
部
分
だ
け
を
選
択
的
に
読
む
な
ら
ば
、『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

と
い
う
著
作
は
、
自
由
主
義
の
欺
瞞
を
暴
き
、
人
間
共
存

の
問
題
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
解
決
し
う
る
唯
一
の
方
途
を
示
す
も
の
こ
そ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
半
ば
教
条
的
に
主
張
し
て
い
る

だ
け
の
も
の
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
反
共
産
主
義
者
と
共
産
主
義
支
持
者
、
彼
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば

｢

熱
狂
的
シ
ン
パ｣

は
或
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
側
も
決
し
て
無
罪
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
す
る
と
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
言
う
。

反
共
産
主
義
者
は
暴
力
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
お
り
、
熱
狂
的
シ
ン
パ
は
誰
も
暴
力
を
正
面
か
ら
凝
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
意
識
は
わ
れ
わ
れ
が
為
し
て
い
る
こ
と
を
正
当
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
歴
史

の
闘
争
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
巻
き
込
ま
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
が
思
っ
て
い
る
こ
と

以
上
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
こ
と
を
、
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
だ

(�)
。

反
共
産
主
義
者
、
つ
ま
り
自
由
主
義
で
あ
り
資
本
主
義
者
で
あ
る
者
た
ち
は
、
植
民
地
で
の
強
制
労
働
と
先
住
民
の
死
、
日
常
に
存
在
す
る
人
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間
同
士
の
諍
い
や
差
別
と
い
っ
た
無
数
の
暴
力
と
死
が
自
分
た
ち
に
無
縁
で
は
な
い
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
り
、
そ
う
し
た
死
や
悲
惨
が
自
分
た
ち

の
生
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
し
て
共
産
主
義
者
つ
ま
り

｢

熱
狂
的
シ
ン
パ｣

は
、
死
が
美
し
い
の
は
描
か
れ
た
歴
史
や
芸
術

な
ど
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
死
や
悲
惨
を
単
な
る
偶
発
事
、
新
聞
の
片
隅
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
処
理
し
隠

蔽
し
て
し
ま
う
こ
と
も
、
死
を
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
美
化
し
て
再
現
す
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も

｢

死｣

と
い
う
悲
惨
そ
れ
自
体
の
リ
ア
ル
な
実
感
、

死
の
意
味
を
漂
白
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
ど
ち
ら
の
側
も
死
者
に
対
し
て
決
し
て
無
罪
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
テ
ロ
ル』

と
い
う
著
作
は
、
そ
の
全
体
的
な
ト
ー
ン
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
教
条
的
擁
護
、
さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
孕
む
暴
力
性

に
つ
い
て
の
無
自
覚
な
容
認
と
い
う
側
面
に
ば
か
り
注
目
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
こ
の
著
作
な
ら
び
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
マ
ル
ク
ス
主
義

を
相
対
化
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
欺
瞞
を
も
示
そ
う
と
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う

(�)
。

第
四
節

哲
学
と
政
治
の
齟
齬

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

に
お
い
て
自
由
主
義
の
欺
瞞
、
隠
蔽
さ
れ
た
暴
力
を
明
ら
か
な
も
の
と
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
行
動

時

と
し
て
暴
力
す
ら
そ
の
た
め
に
は
容
認
さ
れ
る

を
正
当
化
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
的
態
度

は

『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
い
て
撤
回
さ
れ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
再
び
冒
頭
で
引
用
し
た
次
の
一
文
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
に
な
る
。

何
を
し
て
も
真
理
で
あ
り
つ
づ
け
、
証
明
と
検
証
な
し
で
す
ま
す
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
歴
史
哲
学
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
偽
装
し
た

カ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
的
行
動
と
し
て
の
革
命
の
概
念
の
う
ち
に
最
後
に
見
出
し
た
の
も
ま
た
、
カ
ン
ト
な
の
で
あ
っ

た

(�)

。
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皮
肉
な
こ
と
に
、
か
つ
て
自
身
が
自
由
主
義
を
批
判
す
る
た
め
に
使
っ
た

｢

カ
ン
ト
的
幻
想｣ (�)

と
い
う
言
葉
を
、｢

偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

と
い

う
言
い
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
そ
し
て
自
分
自
身
に
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
或
る
種
の
転
回
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
次

の
二
つ
の
問
題
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
政
治
哲
学
の
性
質
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
政
治
哲
学
的
転
回
は
、
自
己
批
判
の
果
て
に
そ
れ
ま
で
の
政
治
哲
学
が

こ
こ
で
放
棄
さ
れ
、
別
の
ま
っ
た
く
新
し
い
政
治
哲
学
が
現
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ま
で
の
枠
組
み
は
存
続
さ
れ

つ
つ
の
継
承
的
発
展
な
の
か
。

第
二
に
、
前
者
、
す
な
わ
ち
全
く
新
規
の
政
治
哲
学
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
政
治
哲
学
な
の
か
が
さ
ら
に
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
後
者
つ
ま
り
継
承
的
発
展
だ
と
す
れ
ば
、『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
け
る
政
治
哲
学
が

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
テ
ロ
ル』

の
延
長
線
上
、
す
く
な
く
と
も
一
九
四
〇
年
代
の
政
治
哲
学
的
論
考
の
延
長
線
上
に
あ
る
可
能
性
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。本

稿
第
一
節
で
触
れ
た
Ｓ
・
ク
ル
ク
ス
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
政
治
哲
学
が
時
事
評
論
や
瑣
末
な
エ
ッ
セ
イ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
解
釈

を
退
け
、
む
し
ろ
知
覚
や
言
語
、
世
界
と
い
っ
た
伝
統
的
な
哲
学
的
主
題
を
扱
う
哲
学
に
極
め
て
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、
前
者
を
理
解
す
る
た
め

に
は
後
者
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
政
治
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
部

分
、
す
な
わ
ち

｢

政
治
的
な
生
を
闘
争
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
両
義
性

(�)｣
と
ク
ル
ク
ス
自
身
が
定
義
す
る
部
分
は
、
実
は
一
九
四
〇
年
代
の

初
期
の
論
考
に
す
で
に
あ
る
と
い
う
見
方
を
採
っ
て
い
る

(�)
。
ク
ル
ク
ス
が
正
し
け
れ
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
全
般
に
と
っ
て
政
治
哲
学

は
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
な
お
か
つ

｢

闘
争
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
両
義
性｣

と
い
う
観
点
か
ら
政
治
哲
学
を
構
築
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、

『

弁
証
法
の
冒
険』

に
お
け
る
自
己
批
判
を
経
て
も
一
貫
し
て
不
変
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

(�)
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

『

シ
ー
ニ
ュ』

の
序
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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哲
学
的
散
文
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
政
治
に
関
す
る
そ
の
と
き
ど
き
の
発
言
と
、
こ
の
一
冊
を
構
成
し
て
い
る
両
者
の
間
に
、
ふ
と
見
た
と
こ

ろ
、
何
と
い
う
相
違
が
、
何
と
い
う
不
調
和
が
あ
る
こ
と
か
！
哲
学
に
お
い
て
は
道
は
険
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
つ
一
つ
の
歩
み
が
次

の
歩
み
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
こ
と
は
確
信
で
き
る
。
政
治
に
お
い
て
は
、
た
え
ず
道
を
付
け
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
苦
し
い
感
じ

が
す
る
の
で
あ
る

(�)
。

こ
の
発
言
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
に
よ
る

｢

哲
学
と
政
治
の
齟
齬
・
不
調
和
の
表
明｣

と
解
し
た
な
ら
ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
自
ら

の
政
治
哲
学
の
無
効
性
・
不
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

政
治
と
い
う
も
の
が

｢

生
の
習
慣｣
の
類
い
の
も
の
で
あ
り
、
悟
性
を
逃
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
す
べ
て
の
哲
学
者
が
何
ら
か
の
政
治
的

見
解
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
哲
学
者
の
政
治
と
は
、
誰
も
行
わ
な

い
政
治
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
も
の
が
政
治
な
の
か

(�)
？

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
哲
学
者
が
政
治
を
問
題
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
政
治
哲
学
そ
の
も
の
の
可
能
性
す
ら
疑
問
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
第
一
節
で
ク
ル
ク
ス
と
同
時
に
触
れ
た
Ｍ
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
は
、『

シ
ー
ニ
ュ』

序
文
の
こ
う
し
た
態
度
、
す
な
わ
ち
哲
学
と
政
治
の

齟
齬
・
不
調
和
を
認
め
る
態
度
こ
そ
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
と
政
治
と
の
関
係
を
き
わ
め
て
よ
く
示
す
も
の
だ
と
考
え
て
い
る

(�)

。

ウ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ル
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
例
を
出
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
魂
や
物
理
学
、
刑
而
上
学
を

『

自
然
学』

や

『

刑
而
上
学』

、『

オ
ル
ガ
ノ

ン』

の
な
か
で
方
法
論
と
存
在
論
が
強
固
に
結
び
つ
い
た
仕
方
で
論
じ
、
他
方

『

ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学』

や

『

政
治
学』

に
お
い
て
政
治
や
倫
理

的
問
題
を
扱
っ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
現
象
学
的
・
哲
学
的
問
題
を

『

知
覚
の
現
象
学』

や

『

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の』

で

非�政治的なものとしての政治哲学
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論
じ
、
政
治
に
つ
い
て
は

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

や

『

弁
証
法
の
冒
険』

で
論
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な��������

(
理
性
的
認
識
に
根
ざ
し
た
知)

と���������
(

実
践
的
な
知)

の
違
い
や
区
別
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
Ｍ
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が

『

知
覚
の
現
象
学』

や

『

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の』

で
展
開
し
た
現
象
学

的
・
哲
学
的
議
論
と

『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

や

『

弁
証
法
の
冒
険』

な
ど
で
の
政
治
哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
系
列
に
あ
り
、
両
者
の
あ

い
だ
に
大
き
な
影
響
関
係
や
内
的
連
関
を
読
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る

(�)

。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
人
間
存
在
を
生
き
ら
れ
た
世
界
と
離
れ
が
た
く
結
び
つ
き
、
そ
こ
に
住
ま
う

｢

身
体｣

と
し
て
、
い
わ
ば
世
界
内
存
在
・

環
境
内

(

状
況
内)

存
在
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
で
、
経
験
論
と
主
知
主
義
の
両
者
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
構
造
を
政
治
哲
学
に
読
み
込
む
と
す
れ
ば
、｢

世
界
内
存
在｣

と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
存
在
構
造
を
以
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と

自
由
主
義
両
者
の
ド
グ
マ
を
く
つ
が
え
す
と
い
う
戦
略
が
、
す
な
わ
ち
、
経
験
論
か
主
知
主
義
か
、
共
産
主
義
か
自
由
主
義
か
の
二
者
択
一
へ
の

強
固
な
拒
絶
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
ド
グ
マ
を
克
服
す
る
と
い
う
戦
略
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
彼
の
政
治
哲
学
の
中
に
見
出
し
得
る
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
こ
う
し
た
戦
略
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る
、
特
に
政
治
哲
学
に
お
け
る
限
界
で
あ
る
と
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
は
考
え
る

(�)

。

｢

世
界
の
中
に
住
ま
う｣

あ
る
い
は

｢

状
況
付
け
ら
れ
た
主
体
で
あ
る｣

と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
は
、
経
験
論

や
主
知
主
義
、
共
産
主
義
や
自
由
主
義
な
ど
の
独
断
論
が
、
実
は
自
分
た
ち
が
世
界
に
よ
っ
て
限
界
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た

｢

上
空
飛

行
的｣

思
考
で
あ
り
、
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
独
断
主
義
的
な
も
の
が
我
々

の

｢

政
治
的
生
活�������������｣ (�)

の
な
か
で
不
可
欠
な
要
素
を
な
し
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

(�)

。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
う

様
に
、
人
間
存
在
が
世
界
内
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
他
者
と
の
共
存
在
で
あ
る
以
上
、
人
は
何
ら
か
の
共
同
体

国
家
や
地
域
、
宗
教

な
ど
呼
び
方
は
様
々
だ
が

の
中
で
、
共
同
体
メ
ン
バ
ー
と
し
て
状
況
づ
け
ら
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
言
語
を
共
有
し
、
歴

史
を
共
有
し
、
様
々
な
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
共
同
体
的
な
生
と
は
、
何
ら
か
の
ド
グ
マ
的
な
も
の
を
背
負
う
と
い
う
側
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面
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
ド
グ
マ
や
偏
見
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
わ
れ

わ
れ
の
生
存
に
と
っ
て
ド
グ
マ
は
不
可
避
で
あ
り
不
可
欠
な
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に

と
っ
て
ド
グ
マ
的
な
も
の
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
避
け
難
い
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
政
治
哲
学
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る

(�)

。

最
後
に

人
間
存
在
が
世
界
内
存
在
・
状
況
内
存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
純
粋
意
識
の
立
場
か
ら
の
道
徳
的
判
断
を
原
理
と
し
て
政
治
を
道
徳
化
す
る

自
由
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
自
身
の
暴
力
性
に
無
自
覚
で
あ
る
点
で
欺
瞞
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、｢

カ
ン
ト
的
幻
想｣

の
中
に
あ

る
自
由
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
暴
力
的
で
あ
る
。
ま
た
一
方
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
も
、
政
治
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
革
命
と
そ
の
成
就

と
い
う
唯
一
の
目
的
の
為
に
手
段
化
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
は
死
や
悲
惨
は
革
命
と
い
う
目
的
の
た
め
に
美
化
さ
れ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に

と
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
も
自
由
主
義
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
共
に
欺
瞞
に
満
ち
た

｢

偽
装
し
た
カ
ン
ト｣

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
が
可
能
だ
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
る
の
か
。
か
つ
て
の
自
分
自
身
が
示
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
を

｢

な
に
を
し
て
も
真
理
で
あ
り
、
証
明
と
検
証
な
し
で
済
ま
せ
る
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義｣

と
し
て
そ
の
形
式
主
義
的
性
格
を
断
罪
し
た
上
で
、
マ

ル
ク
ス
主
義
の
理
念
だ
け
を
観
念
論
的
に
擁
護
し
続
け
る
こ
と
の
不
可
能
性
、
そ
し
て
、
資
本
主
義
に
も
社
会
主
義
に
依
拠
せ
ず
、
む
し
ろ
ど
の

よ
う
な
政
治
的
態
度
に
関
し
て
も
懐
疑
的
態
度
を
貫
く
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
理
念
も
絶
対
化
し
な
い

｢

非
共
産
主
義

�����������
｣

(�)

を
構
想
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
ど
の
よ
う
な
政
治
的
理
念
に
も
拠
ら
な
い
政
治
と
い
う
も
の
が
可
能
か
と
い
う
問
い
に
つ
い

て
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
の
問
題
提
起
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
の
問
題
提
起
は
、
こ
の
よ
う
な

｢

非
共
産
主
義�����������

｣
と
い
う
発
想
自
体
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
の
基
礎

非�政治的なものとしての政治哲学
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的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
人
間
存
在
の
世
界
内
存
在
性
、
状
況
内
存
在
性
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
立
場
に
も

依
拠
し
な
い
政
治
が
可
能
な
の
か
、
あ
ら
ゆ
る
ド
グ
マ
か
ら
解
き
放
た
れ
た
生
そ
し
て
政
治
と
い
う
も
の
が
可
能
な
の
か
と
い
う
点
を
問
い
た
だ

し
て
い
る
。

し
か
し
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
の
議
論
か
ら
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
政
治
哲
学
の
不
可
能
性
を
結
論
付
け
る
こ
と
は
早
急
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

『

シ
ー
ニ
ュ』

序
に
お
い
て
、｢

距
離
を
隔
て
た
働
き
か
け

(�)｣

と
い
う
言
い
方
で
哲
学
と
政
治
・
歴
史
と
の
関
係

を
示
唆
し
た
後
、
い
ま
学
び
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
哲
学
の
姿
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
自
身
の
責
任
を
有
し
て
い
る
だ
け
に
政
治
の
責
任
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
誰
に
も
取
っ
て
替
わ
ら
れ
ず
、
情
念
や
政
治

や
生
に
耽
溺
す
る
こ
と
が
な
い
だ
け
に
、
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
を
想
像
界
の
な
か
で
作
り
直
す
こ
と
も
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
住
ま
う
〈
存
在

������
〉
を
明
確
に
開
示
す
る
だ
け
に
、
ど
こ
に
で
も
自
由
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
哲
学
を
再
び
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い

(�)

。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
政
治
理
念
の
可
能
性
に
賭
け
る
限
り
、
そ
の
政
治
哲
学
は
或
る
特
定
の
理
念
に
よ
っ

て
ド
グ
マ
化
す
る
危
険
性
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
ど
の
よ
う
な
政
治
理
念
か
ら
も
独
立
し
た
政
治
哲
学
と
い
う
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
構
想
自
体

を
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
は
疑
問
視
す
る
の
だ
が
、
こ
の
疑
問
に
ど
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
に
答
え
る
為
に
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

の
言
う

｢

非
共
産
主
義�����������

｣

の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て

｢

ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
と
非‒

哲
学｣

と
題
さ
れ
た
、
マ

ル
ク
ス
主
義
を
扱
っ
た
晩
年
の
講
義
録

(�)
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
筆
者

は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
ま
学
び
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
哲
学
の
姿
と
し
て
構
想
し
た
哲
学
の
記
述
に
そ
の
鍵
が
あ
る
と
考
え
る
。
何
ら
か

の
政
治
的
理
念
に
拠
る
か
／
拠
ら
な
い
か
と
い
う
二
元
論
を
超
え
て
、
む
し
ろ
政
治
哲
学
そ
の
も
の
を
哲
学
す
る
と
い
う
、
言
わ
ば
メ
タ
政
治
哲

学
こ
そ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
目
指
す
と
こ
ろ
の
政
治
哲
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
定
の
政
治
的
理
念
の
た
め
の
政
治
哲
学
で
は
な
く
、
政
治
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哲
学
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
哲
学
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
住
ま
う
〈
存
在������

〉
を
記
述
し
う
る
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

註

(

１)����������������������������������������������������
1955���257

(256)

(

２)�������������������������������������������
1947���127

(159)

引
用
に
関
し
て
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
訳
出
し
た
が
、
適
宜
み
す
ず
書
房
版
に
よ
る
翻
訳
も
参
照
し
た
。
以
下
、
引
用
に
つ
い
て
は

原
書
ペ
ー
ジ
数
の
後
の
括
弧
内
に
翻
訳
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。

(

３)��������129
(161)

(

４)��������130
(162)

(

５)

本
論
で
取
り
上
げ
て
い
る
Ｓ
・
ク
ル
ク
ス
と
Ｍ
・
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ル
の
論
文
の
ほ
か
、
港
道
隆
氏
も

『

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ』

(

廣
松
渉
と
の
共
著
、

岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年)

の��114
で

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
態
度
の
放
棄
を

『

弁
証
法
の
冒
険』

の
う
ち

に
確
認
し
、
ま
た
松
葉
祥
一
氏
も
論
文

｢

普
遍
性
要
求
と
暴
力｣

(『

哲
学
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の』

、
青
土
社
、
二
〇
一
〇
年

所
収)

に
お
い

て

『

弁
証
法
の
冒
険』

を
政
治
哲
学
的
転
回
点
と
し
た
う
え
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
政
治
哲
学
を
論
じ
て
い
る
。

(

６)����������������������������������������������������
1955���321

(318)

(

７)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1989���178(

８)�������������������������������������������������������������������������������������������������
(��������

���������������������������������������������������������������������������������������
1990)���176

(

９)���������������������������������������
1947���124(150)

(�)������������������������������������������
1788���33

(54)
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参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は�����������
社
の������������������������

で
あ
り
、
頁
付
け
は
原
版
に
従
う
。
ま
た
翻
訳

(

波
多
野
精
一
・
宮
本
和

吉
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年)

も
適
宜
参
照
し
た
。
括
弧
内
の
数
字
は
翻
訳
で
の
ペ
ー
ジ
数
を
表
す
。

(�)��������161���162
(225�226)

(�)�������������������������������������
1781�87��

446��
474

(

中
巻
二
四
二)

参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は�����������
社
の������������������������
で
あ
り
、
頁
付
け
は
慣
例
に
従
い
原
点
の
一
版
を�
、
第
二
版
を�
と
し

て
そ
の
頁
数
を
示
す
。
ま
た
翻
訳

(

原
佑
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
、
二
〇
〇
五
年)

も
適
宜
参
照
し
た
。
括
弧
内
の
数
字
は
翻
訳
で
の
ペ
ー
ジ

数
を
表
す
。

(�)�������������������������������������������
1947���127

(159)

(�)��������42
(44)

(�)��������42
(44)

(�)
し
か
し
な
が
ら
、『

知
覚
の
現
象
学』
そ
の
他
の
著
作
で
歴
史
の
持
つ
意
味����
の
偶
然
性
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、『

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
テ
ロ
ル』

に
お
い
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
革
命
と
救
済
と
い
う
歴
史
の
可
能
性
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
唯
一
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
目
的
論
的
世
界
観

に
閉
じ
て
し
ま
う
危
険
性
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
政
治
哲
学
は
孕
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論

『

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
政
治
哲
学
に
お
け

る
歴
史
の
意
味
と
偶
然
性』
(

哲
学
論
文
集

第
四
六
号
、
九
州
大
学
哲
学
会
、
二
〇
〇
九
年
、��65���80)
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

(�)����������������������������������������������������
1955���321

(318)

(�)���������������������������������������
1947���124

(150)

(�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1989���179(�)��������179(�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論

『

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
政
治
哲
学
に
お
け
る
歴
史
の
意
味
と
偶
然
性』

(

哲
学
論
文
集

第
四
六
号
、
九
州
大
学
哲
学
会
、

二
〇
〇
九
年
、��65���80)
を
参
照
の
こ
と
。

(�)�������������������������������
1960���9

(1)
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(�)��������13
(4�5)(�)�������������������������������������������������������������������������������������������������

(��������
���������������������������������������������������������������������������������������

1990)��159
(�)��������160(�)��������172(�)��������173(�)��������173(�)��������173

そ
れ
に
加
え
て
、
共
産
主
義
と
自
由
主
義
の
対
立
の
場
面
で
の
独
断
主
義
・
教
条
主
義
と
、
経
験
主
義
と
主
知
主
義
の
対
立
の
場
面
で

の
哲
学
的
独
断
論
を
同
一
の
も
の
と
考
え
て
い
い
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。

(�)����������������������������������������������������
1955���257

(256)

(�)�������������������������������
1960���26(16)

(�)��������26
(16)

(�)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������

1996

(

本
学
文
学
部
・
非
常
勤
講
師)
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