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書

評

松
尾
隆
佑
著
﹃
３
・
11
の
政
治
理
論
︱
︱
原
発
避
難
者
支
援

と
汚
染
廃
棄
物
処
理
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹄

︵
明
石
書
店
︑
二
〇
二
二
年
三
月
︑
二
八
五
頁
︶

土

肥

勲

嗣

は
じ
め
に

東
日
本
大
震
災
か
ら
今
年
で
一
二
年
を
迎
え
る
︒
一
九
九
五
年
の
阪

神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
二
〇
一
六
年
の
熊
本
地
震
ま
で
の
二
〇
年
間
で

三
度
の
大
き
な
震
災
を
経
験
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
日
本
で
暮
ら
す

以
上
︑
震
災
を
避
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
壊
れ
た
建
物
は
い
つ
か

復
旧
・
再
建
し
︑
住
民
は
震
災
前
の
生
活
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
東
日
本
大
震
災
と
他
の
大
震
災
と
の
顕
著

な
相
違
は
原
発
事
故
を
伴
っ
た
点
で
あ
る
︒
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
大
量

に
放
出
さ
れ
た
汚
染
廃
棄
物
は
︑
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
混
乱
と
課
題
を
東
日
本
の
地
域
社
会
に
も
た
ら
し
て
い
る
︒

本
書
は
︑
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
原
発
避
難
者
の
支
援
と
汚
染
廃
棄

物
の
処
理
を
め
ぐ
る
政
策
を
記
述
・
分
析
し
︑
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い

る
︒
著
者
は
二
〇
一
九
年
に
﹃
ポ
ス
ト
政
治
の
政
治
理
論
︱
︱
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
編
む
︱
︱
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︶
を

出
版
し
て
い
る
︒
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
︑
個
別

の
争
点
に
か
か
わ
る
決
定
ご
と
に
︑
決
定
の
被
影
響
性
に
応
じ
て
認
識

さ
れ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
思
に
従
っ
て
制
御
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
︒
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
提
起
し
た
政
治
学
者
は
︑
福
島
原
発
事
故
に
伴
う
紛
争
と
そ
の
解
決

策
に
つ
い
て
何
を
語
り
︑
何
を
提
言
す
る
の
か
︒

一

本
書
の
内
容

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
建
屋
が
相
次
い
で
爆
発
し
た

こ
と
に
よ
り
︑
東
日
本
の
広
い
地
域
で
大
規
模
な
環
境
汚
染
と
住
民
避

難
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
︒
本
書
の
狙
い
は
︑
原
発
災
害
に
伴
う
避
難
者

に
対
す
る
支
援
と
︑
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
土
壌
お
よ
び

廃
棄
物
の
処
理
と
い
う
二
点
を
対
象
に
︑
政
治
理
論
の
観
点
︑
す
な
わ

ち
﹁
規
範
的
政
策
分
析
﹂
の
方
法
に
則
っ
て
分
析
・
評
価
す
る
こ
と
に

あ
る
︒

第
一
の
課
題
は
︑
避
難
者
に
対
す
る
公
的
支
援
で
あ
る
︒
東
日
本
大

震
災
に
よ
る
避
難
者
は
発
生
直
後
で
四
七
万
人
︑
福
島
県
か
ら
の
避
難

者
は
ピ
ー
ク
時
で
一
六
万
人
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
復
興
庁
に
よ
れ
ば
︑
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二
〇
二
二
年
十
二
月
現
在
︑
全
国
に
は
約
三
万
人
の
避
難
者
が
い
る
︒

た
だ
し
︑
実
際
の
避
難
者
数
は
国
の
発
表
を
数
万
人
上
回
る
と
言
わ
れ

て
い
る
︒

第
二
の
課
題
は
︑
原
発
敷
地
外
に
発
生
し
た
大
量
の
事
故
由
来
の
放

射
性
廃
棄
物
の
処
理
で
あ
る
︒
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
が
八
〇
〇
〇

B
q/kg
を
超
え
る
指
定
廃
棄
物
は
︑
福
島
県
を
は
じ
め
一
〇
都
県
の
農

地
︑
ご
み
焼
却
施
設
︑
浄
水
施
設
︑
下
水
処
理
施
設
な
ど
に
保
管
さ
れ

て
い
る
︒
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
が
八
〇
〇
〇
B
q/kg
以
下
の
除
染

土
や
指
定
廃
棄
物
を
含
む
汚
染
廃
棄
物
の
多
く
は
︑
今
な
お
処
理
の
見

通
し
が
立
っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
︒

本
書
は
︑
政
治
理
論
・
政
治
哲
学
の
知
見
に
基
づ
き
︑
①
原
発
避
難

者
を
ど
の
よ
う
に
支
援
す
べ
き
か
︵
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
︶︑
②
原
発
事

故
後
に
発
生
し
た
放
射
性
廃
棄
物
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
︵
す

べ
き
で
あ
っ
た
か
︶︑
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
基
づ
き
︑
震
災
復
興
政
策

を
検
証
し
︑
政
策
の
改
善
に
あ
た
っ
て
政
府
が
と
る
べ
き
方
向
性
を
提

示
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
︒

第
一
部
﹁
政
治
理
論
に
何
が
で
き
る
か
﹂
で
は
︑
ま
ず
︑
人
文
社
会

科
学
に
お
け
る
関
連
の
研
究
を
整
理
し
た
う
え
で
︑
政
治
学
と
り
わ
け

政
治
理
論
・
政
治
哲
学
の
知
見
を
活
用
し
た
３
・
11
の
研
究
が
非
常
に

乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
第
一
章
︶︒
次
に
︑
経
済
学
的
手
法
を

用
い
る
費
用
便
益
分
析
や
︑
市
民
参
加
を
重
視
す
る
参
加
型
政
策
分

析
・
熟
議
型
政
策
分
析
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
︑
政
策
が
実
現
す
べ
き

価
値
に
着
目
す
る
規
範
的
政
策
分
析
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
︵
第
二

章
︶︒第

二
部
﹁
避
難
者
を
ど
の
よ
う
に
支
援
す
べ
き
か
﹂
で
は
︑
ま
ず
︑

﹁
原
発
避
難
特
例
法
﹂
や
﹁
子
ど
も
・
被
災
者
支
援
法
﹂
に
基
づ
く
公
的

支
援
の
枠
組
み
︑そ
し
て
被
災
者
へ
の
医
療
提
供
や
賠
償
の
基
準
策
定
︑

住
宅
供
給
と
い
っ
た
生
活
再
建
に
関
す
る
個
別
支
援
施
策
な
ど
︑
一
連

の
政
策
対
応
を
整
理
し
て
い
る
︵
第
三
章
︶︒
次
に
︑
そ
れ
ら
の
政
策
が

国
際
的
な
人
権
規
範
や
憲
法
が
保
障
す
る
諸
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に

十
分
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
・
評
価
し
︑
ハ
ー
ド
面
の

復
旧
に
偏
重
し
た
政
策
の
手
段
選
択
と
優
先
順
位
づ
け
︑
そ
の
結
果
と

し
て
極
め
て
不
十
分
に
し
か
権
利
実
現
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を

批
判
し
て
い
る
︵
第
四
章
︶︒
最
後
に
︑
権
利
実
現
の
基
盤
と
な
る
住
民

と
し
て
の
地
位
を
避
難
元
と
避
難
先
の
双
方
で
保
障
す
る
﹁
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹂
の
構
想
を
擁
護
す
る
こ
と
で
︑
政

策
改
善
の
方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
︑
多
地
域
居
住
を
体
系
的
に
支
援

す
る
こ
の
構
想
が
平
時
の
自
治
体
に
と
っ
て
持
ち
う
る
意
義
を
論
じ
て

い
る
︵
第
五
章
︶︒

第
三
部
﹁
放
射
性
廃
棄
物
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
﹂
で
は
︑

ま
ず
︑
事
故
後
に
除
染
と
汚
染
廃
棄
物
処
理
の
枠
組
み
を
定
め
た
﹁
放

射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
﹂
の
立
法
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
︑
政
策
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の
概
要
を
整
理
す
る
︵
第
六
章
︶︒
次
に
︑
除
染
土
に
つ
い
て
︑
福
島
県

内
で
の
中
間
貯
蔵
と
そ
の
後
の
再
生
利
用
・
最
終
処
分
︑
福
島
県
外
で

の
埋
立
処
分
な
ど
の
事
業
・
計
画
を
検
討
し
て
い
る
︵
第
七
章
︶︒
さ
ら

に
︑
宮
城
県
・
栃
木
県
・
茨
城
県
・
千
葉
県
の
状
況
を
中
心
に
︑
八
〇

〇
〇
B
q/kg
超
の
指
定
廃
棄
物
や
そ
の
他
の
汚
染
廃
棄
物
の
処
理
を

め
ぐ
る
紛
糾
の
過
程
を
描
い
て
い
る
︵
第
八
章
︶︒
最
後
に
︑
主
に
分
配

的
正
義
と
手
続
的
正
義
に
照
ら
し
て
政
策
の
分
析
・
評
価
を
施
し
︑
特

に
手
続
的
正
義
に
お
け
る
問
題
点
を
強
調
し
た
う
え
で
︑
広
域
の
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
︵
利
害
関
係
主
体
︶
を
巻
き
込
ん
だ
会
議
体
の
設
置

に
基
づ
く
政
策
改
善
の
方
向
性
を
提
唱
し
て
い
る
︵
第
九
章
︶︒

終
章
﹁
希
望
と
残
像
﹂
で
著
者
が
強
調
す
る
の
は
︑﹁
土
地
と
結
び
つ

い
た
人
間
の
復
興
﹂
で
あ
る
︒
憲
法
が
個
々
人
に
保
障
す
る
諸
権
利
に

基
づ
き
︑
被
災
者
一
人
ひ
と
り
に
よ
っ
て
異
な
る
状
況
や
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
生
活
再
建
支
援
策
を
求
め
る
﹁
人
間
の
復
興
﹂
が
重
要
で
あ
る
と

指
摘
す
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
本
書
で
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
﹁
住

民
﹂︵
被
災
者
︶
と
﹁
住
民
﹂
を
結
び
つ
け
る
土
地
︵
被
災
地
︶
を
と
も

に
復
興
の
主
体
と
み
な
す
観
点
を
明
確
に
す
る
た
め
︑﹁
土
地
と
結
び

つ
い
た
人
間
の
復
興
﹂を
あ
る
べ
き
復
興
の
姿
と
し
て
提
起
し
て
い
る
︒

二

本
書
の
意
義

第
一
に
︑
福
島
原
発
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
紛
争
を
記
述
・
記
録
し

て
い
る
点
に
本
書
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
震
災
か
ら
十
二

年
が
経
過
し
︑
現
在
進
行
中
の
福
島
原
発
事
故
を
過
去
の
出
来
事
と
し

て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
な
か
︑
本
書
は
ひ
と
び
と
の
忘

却
に
抗
う
試
み
で
あ
る
︒
福
島
原
発
事
故
に
よ
っ
て
避
難
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
ひ
と
び
と
は
数
多
く
︑
現
在
も
苦
難
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
︒
大
震
災
直
後
に
突
然
空
か
ら
降
っ
て
き
た
大
量

の
汚
染
廃
棄
物
の
処
理
は
︑
十
年
以
上
経
過
し
て
も
見
通
し
す
ら
立
っ

て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
処
理
は
世
代
を
超
え
た
取
り
組
み
が
必
要

で
あ
る
︒
本
書
は
︑
福
島
原
発
事
故
を
過
去
の
出
来
事
と
し
て
忘
却
し

よ
う
と
す
る
ひ
と
び
と
に
突
き
付
け
ら
れ
た
問
題
提
起
の
書
で
あ
り
︑

次
世
代
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
は
現
存
す
る
課
題
を
理
解
す
る
た
め
の

手
引
書
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
本
書
の
特
色
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
︑
政
策
提
言
ま

で
踏
み
込
ん
で
い
る
点
に
あ
る
︒
社
会
科
学
の
分
野
で
は
︑
当
該
政
策

に
つ
い
て
科
学
的
︑
客
観
的
な
手
法
に
基
づ
き
第
三
者
的
な
分
析
に
と

ど
め
る
べ
き
と
す
る
規
範
を
有
し
︑
分
析
者
の
私
的
見
解
を
述
べ
る
こ

と
を
躊
躇
す
る
研
究
者
も
多
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
著
者
は
そ
の
よ
う
な
傍

観
者
的
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
一
線
を
画
し
︑
正
面
か
ら
政
策
の
正
当
性
を
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問
い
︑
改
善
す
べ
き
道
筋
を
提
示
し
て
い
る
︒
専
門
家
で
は
な
い
と
い

う
理
由
か
ら
発
言
を
控
え
る
と
い
う
姿
勢
は
微
塵
も
み
ら
れ
な
い
︒

も
っ
と
言
え
ば
︑
政
策
決
定
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
た
﹁
住
民
﹂
の
立
場

を
擁
護
す
る
と
い
う
著
者
の
姿
勢
が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
︒
政
策
の
策

定
に
か
か
わ
る
国
会
議
員
︑
官
僚
だ
け
で
な
く
︑
首
長
︑
自
治
体
議
会

議
員
︑
自
治
体
職
員
も
無
視
で
き
な
い
政
策
提
言
と
な
っ
て
い
る
︒

第
三
に
︑
評
者
の
目
に
と
ま
っ
た
部
分
は
︑
復
興
会
議
を
主
導
し
た

政
治
学
者
を
も
実
名
を
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
政
治
学
者

は
︑
政
策
を
分
析
し
評
価
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
政
策
決
定
で
重
要
な
役

割
を
果
た
す
場
面
が
あ
る
︒
本
書
で
は
︑﹁
国
家
規
模
の
課
題
と
し
て

創
造
的
復
興
が
語
ら
れ
る
際
に
︑
地
域
単
位
の
産
業
振
興
や
雇
用
創
出

は
重
視
さ
れ
て
も
︑
個
人
単
位
の
権
利
保
障
や
生
活
再
建
は
十
分
に
考

慮
さ
れ
な
か
っ
た
点
﹂︵
六
九
頁
︶
を
問
題
視
す
る
︒
政
策
決
定
に
た
ず

さ
わ
っ
た
以
上
︑
政
治
学
者
と
は
い
え
︑
後
世
か
ら
の
審
判
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
も
っ
と
も
︑
た
と
え
政
策
決
定
に
直
接
た
ず
さ

わ
っ
て
い
な
く
と
も
︑
原
発
の
恩
恵
を
全
く
受
け
て
い
な
い
後
世
か
ら

負
の
遺
産
を
残
し
た
世
代
に
対
す
る
厳
し
い
眼
差
し
は
常
に
意
識
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

三

本
書
へ
の
疑
問

本
書
を
通
読
し
て
抱
く
最
初
の
疑
問
は
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
で
あ

る
︒﹃
３
・
11
の
政
治
理
論
﹄
と
な
っ
て
い
る
が
︑
本
書
の
大
部
分
が
事

実
の
記
述
に
割
か
れ
て
お
り
︑
理
論
に
つ
い
て
の
言
及
は
全
体
の
一
割

程
度
で
あ
る
︒
タ
イ
ト
ル
と
本
書
の
内
容
が
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
た
の
は
評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
本
書
は
︑
原
発
避
難
者

支
援
と
汚
染
廃
棄
物
処
理
の
事
例
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
い

て
政
策
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
従
来
の
政
治
理
論
へ
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
︒
政
治
理
論
か
ら
事
例
を
分
析
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
理
解
す
る
が
︑
他
方
︑
事
例
分
析
か
ら
従
来
の

政
治
理
論
を
問
い
直
す
機
会
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
政

策
提
言
を
す
る
こ
と
が
主
目
的
で
あ
っ
た
の
な
ら
︑
わ
ざ
わ
ざ
政
治
理

論
と
い
う
用
語
を
使
う
必
要
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
︒

第
二
の
疑
問
は
︑
記
述
・
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
書
の

分
析
の
対
象
で
あ
る
原
発
避
難
者
の
数
は
数
万
人
に
及
び
︑
ま
た
汚
染

廃
棄
物
は
一
〇
都
県
に
わ
た
る
た
め
︑
一
人
の
研
究
者
が
分
析
で
き
る

範
囲
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
︑
記
述
・
分
析
が
表
面

的
で
物
足
り
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
原
発
避
難
者
支
援
に
つ
い
て
住
民
の

立
場
か
ら
政
策
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
肝
心
の
住
民
の
声
は
響
い

て
こ
な
い
︒
原
発
事
故
に
よ
っ
て
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
住
民
は
何
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を
望
ん
で
い
る
の
か
︑本
書
を
読
ん
で
も
明
ら
か
で
な
い
︒
著
者
は﹁
二

重
の
住
民
登
録
﹂
を
擁
護
し
て
い
る
が
︑
果
た
し
て
そ
れ
は
当
事
者
が

望
ん
で
い
る
施
策
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒
当
事
者
の
声
が
記
述
・
分

析
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
本
書
の
主
張
に
い
ま
ひ
と
つ
説
得
力
が
な
い

と
感
じ
た
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
な
お
︑
原
発
避
難
者
は
賠
償
を
求

め
て
集
団
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
の
記
述
・
分

析
が
な
い
の
も
不
可
解
で
あ
る
︒
著
者
の
提
言
を
当
事
者
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
受
け
取
る
の
だ
ろ
う
か
︒

第
三
に
︑
本
書
の
試
み
で
あ
る
規
範
的
分
析
は
成
功
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
︒
本
書
で
著
者
が
寄
っ
て
立
つ
規
範
と
は
︑
国
際
的
な
人
権

規
範
や
憲
法
が
保
障
す
る
諸
権
利
︑
分
配
的
正
義
︵
地
域
間
お
よ
び
世

代
間
の
公
平
︑
汚
染
者
負
担
原
則
︑
受
益
者
負
担
原
則
︑
責
任
者
負
担

原
則
な
ど
︶︑
手
続
的
正
義
︵
合
法
性
︑
包
摂
性
︑
透
明
性
な
ど
︶︑
合

理
性
︵
有
効
性
︑
比
例
性
︑
必
要
性
な
ど
︶
で
あ
る
︒
結
論
と
し
て
の

政
策
提
言
は
︑
広
域
に
拡
散
す
る
﹁
住
民
﹂
の
地
位
の
保
障
と
し
て
の

﹁
二
重
の
住
民
登
録
﹂
の
擁
護
︑
多
段
階
の
協
議
の
プ
ロ
セ
ス
・
公
論
喚

起
・
住
民
参
加
の
必
要
性
で
あ
る
︒
著
者
の
指
摘
に
評
者
は
同
意
す
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
が
実
現
し
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
誰
も
が
否
定
し

が
た
い
正
義
を
大
上
段
に
構
え
て
あ
ら
ゆ
る
政
策
を
論
評
す
る
こ
と
は

可
能
だ
︒
実
際
の
政
策
と
あ
る
べ
き
政
策
の
乖
離
は
ど
の
よ
う
に
埋
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
あ
る
べ
き
政
策
を
困
難
に
し
て
い
る
阻
害
要

因
は
何
か
︒
そ
の
点
の
解
明
が
進
め
ば
︑
著
者
が
提
示
す
る
改
善
の
道

が
拓
け
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

お
わ
り
に

評
者
が
著
者
の
作
品
を
紹
介
す
る
の
は
前
著
に
続
き
二
度
目
で
あ
る

︵﹃
地
方
政
治
研
究
・
地
域
政
治
研
究
﹄
第
六
・
七
号
︶︒
影
響
を
受
け
る

人
々
が
政
策
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
斬
新
で
あ
る
︒
確

か
に
︑
理
論
・
モ
デ
ル
と
し
て
は
理
解
で
き
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
実
際

の
現
場
で
い
か
に
有
効
な
の
か
︑
正
直
疑
問
を
抱
い
て
い
た
︒
前
著
を

理
論
編
と
し
た
場
合
︑
今
回
の
著
書
は
事
例
編
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
二
冊
は
姉
妹
編
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
本
書
の
事
例
分
析
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
の
判
断
に
委
ね
た
い
︒
評
者
は
い
く
つ
か
の
疑
問

を
呈
し
た
が
︑
成
功
し
て
い
る
部
分
も
あ
れ
ば
︑
不
十
分
な
点
も
あ
る

よ
う
だ
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
も
本
書
が
刊
行
さ
れ

た
故
で
あ
る
︒
理
論
の
世
界
に
籠
る
こ
と
な
く
︑
解
決
が
困
難
な
政
策

の
分
析
と
改
善
策
の
提
言
に
果
敢
に
取
り
組
む
若
き
政
治
学
者
の
挑
戦

に
敬
意
を
表
し
た
い
︒
本
書
は
︑
次
世
代
の
政
治
学
徒
に
と
っ
て
ひ
と

つ
の
モ
デ
ル
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
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