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一　

は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
の
法
学
に
お
い
て
、
従
来
の
︿
公
法
／
私
法
﹀
の
二
元
的
法
モ
デ
ル
を
批
判
し
、
複
合
的
な
法
概
念
の
構
築
を
志
向
す
る
動
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き
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
設
置
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
多
元
分
散
型
統
御

を
目
指
す
新
世
代
法
政
策
学
﹂
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
学
術
的
営
為
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

本
拠
点
の
研
究
課
題
は
非
常
に
壮
大
で
あ
り
、
安
易
な
要
約
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
法
理
論
の
分
野
に
か
ん
し
て
は
、

長
谷
川
晃
に
よ
る
以
下
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
様
々
な
正
義
判
断
や
法
的
規
整
の
在
り
方
を
見
据
え
つ

つ
そ
れ
ら
を
再
統
合
す
る
と
い
う
方
向
で
の
議
論
は
、
ま
だ
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、﹁
ま
さ
に
こ

れ
ら
の
議
論
を
そ
の
多
元
分
散
的
な
一
部
と
す
る
よ
う
な
、
よ
り
包
括
的
な
法
や
法
的
価
値
、
法
的
思
考
の
在
り
方
を
新
た
に
探
る）

1
（

﹂
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　

現
代
日
本
の
法
哲
学
と
い
う
学
問
領
域
に
お
い
て
も
、二
元
的
法
モ
デ
ル
へ
の
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
法
哲
学
だ
け
で
な
く
現
代
思
想
の
潮
流
に
も
通
暁
す
る
中
山
竜
一
の
企
画
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
九
年
度
に
は
﹁
リ
ス
ク
社
会
と

法
﹂
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
で
の
学
術
大
会
が
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
ま
さ
し
く
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
志
向
性
を
端
的
に
示
す

も
の
で
あ
る）

2
（

。

　

か
か
る
問
題
提
起
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
社
会
に
お
け
る
法
概
念
の
変
容
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
か）

3
（

、
と
い
う
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
に
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
的
な
作
業
と
し

て
、
本
稿
で
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
権
力
・
法
概
念
の
分
析
に
着
目
し
た
い
。

　

フ
ー
コ
ー
の
思
想
を
分
析
・
解
説
し
て
い
る
業
績
は
、
日
本
語
の
文
献
だ
け
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
非
常
に
多
く
の
著
作
が

刊
行
さ
れ
て
い
る）

4
（

。
そ
れ
ら
と
は
別
に
法
理
論
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
業
績
も
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
る
。
次
節
以
降
で
は
、
そ
れ
ら
の
先

行
業
績
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
ず
フ
ー
コ
ー
の
権
力
概
念
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
た
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
の
読
解
を
試
み
る
。
そ
の
際

に
注
目
す
る
の
は
、
フ
ー
コ
ー
が
提
示
し
た
二
つ
の
権
力
モ
デ
ル
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
法
に
つ
い
て
語
る
際
、
こ
れ
ら
の
権
力
モ
デ
ル
と

一
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の
関
連
の
も
と
で
言
及
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
概
念
が
法
概
念
の
再
考
に
ど
の
よ
う
に
資
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
た
め
に
、
家
族
（
法
）
の

問
題
に
つ
い
て
の
フ
ー
コ
ー
の
分
析
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
現
代
の
家
族
と
法
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
の
家
族
法
学
が
問
わ
ず
に
い
た
こ
と
に
つ
い
て
の
再
考
を
迫
る
も
の
で
も
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
家
族
の
問
題
を
権

力
論
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
の
は
、
家
族
法
の
あ
り
方
や
再
編
の
方
向
性
を
知
る
う

え
で
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

権
力
の
法
的
権
利
モ
デ
ル
に
つ
い
て

　

本
節
以
下
で
は
、
フ
ー
コ
ー
の
法
思
想
に
つ
い
て
の
検
討
を
お
こ
な
う
が
、
ま
ず
は
フ
ー
コ
ー
が
批
判
し
よ
う
と
し
た
権
力
の
法
的
権
利

モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
日
本
語
で
書
か
れ
た
フ
ー
コ
ー
の
法
思
想
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
関
良
徳
の
﹃
フ

ー
コ
ー
の
権
力
論
と
自
由
論
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
書
は
前
半
で
フ
ー
コ
ー
の
権
力
概
念
を
分
析
し
つ
つ
、
後
半
で
は
そ
れ
が
法
学
上
の
個

別
問
題
の
分
析
に
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
で
な
さ
れ
て

い
る
関
の
指
摘
に
従
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
思
想
の
法
理
論
上
の
意
義
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
独
自
の
﹁
権
力
﹂
の
概
念
か
ら
、
従
来
の
法
的

権
利
モ
デ
ル
を
批
判
し
て
新
た
な
局
面
を
切
り
拓
こ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る）

5
（

、
と
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
法
的
権
利
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
、
フ
ー
コ
ー
自
身
に
よ
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
が
あ

る
。
そ
こ
で
フ
ー
コ
ー
は
み
ず
か
ら
の
課
題
を
﹁
権
力
の
関
係
が
形
成
す
る
特
殊
な
領
域
の
定
義
と
、
権
力
の
分
析
を
可
能
に
す
る
道
具
の

一
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決
定）

6
（

﹂
を
論
じ
る
権
力
の
﹁
分
析
学
﹂
の
構
築
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
か
れ
が
﹁
法
律
的

－

言
説
的

juridico-discursive

﹂
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
従
来
の
権
力
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
で
は
、
こ
の
従
来
の
権
力
モ
デ
ル

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ー
コ
ー
の
記
述
を
ま
と
め
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う）

7
（

。

　

①
対
象
と
の
間
に
、
拒
絶
や
排
除
、
拒
否
、
妨
害
、
そ
し
て
隠
蔽
な
ど
の
よ
う
な
、
つ
ね
に
否
定
的
な
関
係
し
か
構
成
し
な
い
。

　

② 

対
象
に
対
し
て
、
二
項
対
立
の
関
係
や
理
解
可
能
性
の
格
子
と
し
て
機
能
す
る
﹁
秩
序
﹂
を
課
し
、
言
語
に
よ
っ
て
対
象
に
介
入
す
る

が
ゆ
え
に
、﹁
言
説
的
﹂
と
形
容
で
き
、
規
律règle

を
宣
言
す
る
こ
と
で
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

③
対
象
を
禁
忌
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
の
項
目
で
述
べ
た
よ
う
な
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　

④ 

対
象
が
許
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
、
対
象
が
言
及
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
、
対
象
が
存
在
す
る
の
を
否
定
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
一
見

す
れ
ば
両
立
が
難
し
い
禁
止
の
形
態
を
可
能
に
さ
せ
る
よ
う
な
検
閲
の
連
鎖
的
論
理
を
構
成
す
る
。

　

⑤ 

対
象
に
対
し
て
、
統
一
的
な
仕
方
で
行
使
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
合
法
と
非
合
法
、
侵
犯
と
刑
罰
の
ゲ
ー
ム
を
伴
う
法
律
）
8
（

droit

﹂
的
な
形

態
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
﹁
法
律
的
﹂
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
法
は
支
配
す
る
権
力
と
し

て
機
能
す
る
と
と
も
に
、
隷
従
す
る
主
体
の
存
在
と
対
置
さ
れ
る
。

　

権
力
を
法
や
抑
圧
、
禁
忌
、
検
閲
な
ど
と
い
っ
た
概
念
と
お
も
に
結
び
つ
け
て
論
じ
る
フ
ー
コ
ー
の
こ
う
し
た
志
向
は
、﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄

の
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
性
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
、
一
七
世
紀
の
牧
歌
的
な
性
の
あ
り
方
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

朝
の
英
国
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
性
道
徳
の
厳
格
化
へ
、
と
い
う
一
般
的
な
歴
史
認
識
の
変
化
の
図
式
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
性
に
か
か
わ
る
﹁
抑
圧
の
仮
説
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
。
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
仮
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
点
目
に
性
の
抑
圧

一
〇
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が
歴
史
的
に
明
白
な
事
実
な
の
か
と
問
う
こ
と
、
二
点
目
は
権
力
の
機
能
は
抑
圧
だ
け
に
か
か
わ
る
の
か
と
問
う
こ
と
、
三
点
目
は
抑
圧
と

そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
言
説
が
本
当
に
対
立
し
あ
う
も
の
な
の
か
と
問
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
の
課
題
と
し
て
い
る）

9
（

。
こ
の
論
点
に
か
ん
し

て
、
フ
ー
コ
ー
は
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー）
₁₀
（

や
子
ど
も
の
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
禁
止）
₁₁
（

、
同
性
愛
者
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
顕
在
化）
₁₂
（

な
ど
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
性
に
か
か
わ
る
権
力
の
影
響
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

フ
ー
コ
ー
は
こ
う
し
た
権
力
概
念
が
受
容
さ
れ
て
き
た
理
由
を
い
く
つ
か
説
明
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
以
下
で
見
て
み
よ
う
。
一
つ

目
に
一
般
的
な
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
由
と
の
関
係
で
あ
る
。
権
力
と
自
由
と
を
対
置
さ
せ
、
人
び
と
に
権
力
か
ら
区
別
さ
れ

た
自
由
の
空
間
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
が
受
け
入
れ
や
す
く
な
る
の
だ
、
と
フ
ー
コ
ー
は
指
摘
す
る）
₁₃
（

。

二
つ
目
は
歴
史
的
な
理
由
で
あ
り
、
絶
対
王
政
の
確
立
と
中
央
集
権
化
と
い
う
中
世
以
降
の
西
欧
社
会
の
政
治
体
制
の
変
化
に
寄
与
す
る
も

の
と
し
て
上
記
の
権
力
概
念
が
適
合
的
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る）
₁₄
（

。

　

こ
こ
で
法
思
想
史
や
立
憲
主
義
の
歴
史
を
説
明
す
る
際
に
よ
く
指
摘
さ
れ
る
﹁
法
の
支
配
﹂
概
念
の
浸
透
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
て

お
こ
う
。﹁
法
の
支
配
﹂
の
概
念
は
、
絶
対
王
政
下
で
の
国
王
大
権
に
対
す
る
制
約
と
し
て
機
能
し
た
の
だ
と
通
常
は
理
解
さ
れ
る
が
、
フ

ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
権
力
が
法
的
権
利
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
両
者
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い）
₁₅
（

。
こ
う
し

た
事
態
を
フ
ー
コ
ー
の
有
名
な
文
言
で
言
い
表
す
の
で
あ
れ
ば
、﹁
人
は
相
変
わ
ら
ず
王
の
首
を
切
り
落
と
し
て
は
い
な
い）
₁₆
（

﹂
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ー
コ
ー
の
法
理
解
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た）
₁₇
（

。
た
と
え
ば
、
ア
ラ
ン
・
ハ
ン
ト
と

ゲ
リ
ー
・
ウ
ィ
ッ
カ
ム
の
両
者
は
、
上
記
の
よ
う
な
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
法
的
権
利
モ
デ
ル
へ
の
批
判
を
﹁
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
法
の
排
除
﹂
と

い
う
テ
ー
ゼ
に
要
約
し
た
う
え
で
、
そ
の
難
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
以
下
に
列
挙
し
て
み
よ
う）
₁₈
（

。
ま
ず
は
フ
ー
コ
ー
の
法
理
解
が
単
純

過
ぎ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
の
冒
頭
で
紹
介
し
て
い
た
、
ル
イ
一
五
世
の
暗
殺
未
遂
犯
ロ
ベ
ー
ル
＝
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
ダ
ミ
ア
ン
の
処
刑
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
事
件
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
進
行
し
て
い
た
窃
盗
な
ど
の
財
産
犯
に
か
か
わ

一
〇
六
九
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ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
方
法
論
に
よ
る
法
概
念
分
析
の
試
み

る
罪
や
刑
事
手
続
の
精
緻
化
と
い
う
現
象
に
注
目
し
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
法
を
主
権
者
に
よ
る
命
令
と
同
一
視

す
る
傾
向
の
存
在
も
挙
げ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
の
こ
う
し
た
傾
向
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
や
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
ら
に
み
ら
れ

る
法
の
主
権
者
命
令
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
つ
つ
、
フ
ー
コ
ー
は
法
の
も
つ
多
面
的
な
機
能
も
理
解
で
き
て
い
な

い
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
、
と
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
は
述
べ
る
。
両
者
は
以
上
の
ほ
か
に
も
、
フ
ー
コ
ー
が
刑
罰
な
ど
の
刑
法
的
側
面
を

強
調
す
る
一
方
で
私
法
的
側
面
を
軽
視
し
て
い
る
と
の
指
摘
や
、
Ｈ
・
Ｌ
・
Ａ
・
ハ
ー
ト
に
よ
る
か
の
有
名
な
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
主
権
者
命

令
説
批
判
も
援
用
し
な
が
ら
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
法
理
解
に
潜
む
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
フ
ー
コ
ー
に
対
す
る
批
判
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
田
中
成
明
に
よ
る
以
下
の
言
及
も
参
考
に
な
る
だ
ろ

う
。
田
中
は
﹁
法
と
い
う
も
の
を
国
家
権
力
が
強
制
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
て
人
び
と
の
行
動
を
義
務
づ
け
規
制
す
る
命
令
シ
ス
テ
ム
と

と
ら
え
る
見
方）
₁₉
（

﹂
に
か
ん
す
る
難
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
一
つ
だ
け
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
法
命
令
説
が
法
規
制
の
垂
直
な
側

面
ば
か
り
を
強
調
す
る
こ
と
で
水
平
的
機
能
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
と
同
様
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し
た

法
理
解
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、﹁
国
家
権
力
行
使
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
社
会
レ
ベ
ル
に
お
け
る
私
人
間
の
水
平
関
係
で
の
自
主
的
な
相

互
主
体
的
活
動
を
促
進
す
る
と
い
う
機
能
は
、
視
野
の
外
に
お
か
れ）
₂₀
（

﹂
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
も
田
中
は
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
な
問
題
点
の
指
摘
が
、
フ
ー
コ
ー
へ
の
批
判
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
以

下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
が
フ
ー
コ
ー
の
克
服
し
よ
う
と
し
た
法
的
権
利
モ
デ
ル
に
拘
泥

し
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
従
来
の
権
力
概
念
を
法
的
権
利
と
い
う
モ
デ
ル
と
結
び
つ
け
て
表
現

し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
こ
の
連
関
は
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
れ
が
目
指
し
た
の
は
権
力
の
否

定
的
な
機
能
へ
の
還
元
に
と
ど
ま
ら
な
い
総
体
的
な
権
力
の
把
握
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
志
向
を
フ
ー
コ
ー

自
身
が
強
調
し
た
語
句
を
用
い
て
表
わ
す
の
で
あ
れ
ば
、﹁
権
力
の
多
形
的
な
技
術）
₂₁
（

﹂
の
把
握
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
に

一
〇
七
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よ
る
法
的
権
利
の
理
解
が
法
を
軽
視
す
る
も
の
だ
と
い
う
批
判
は
、
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
意
図
を
正
確
に
と
ら
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
フ
ー
コ
ー
の
法
へ
の
言
及
が
刑
法
と
か
か
わ
る
事
象
ば
か
り
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
法
律
に
か
ん
す
る
視
座

を
欠
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
は
、
か
れ
の
問
題
関
心
は
狂
人
や
異
常
者
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
び
と
の
排
除
や
カ
テ

ゴ
リ
ー
化）
₂₂
（

の
問
題
を
権
力
の
作
用
と
関
連
付
け
て
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
排
除
や
カ
テ
ゴ
リ

ー
化
の
問
題
が
顕
在
化
す
る
場
で
あ
る
刑
法
の
領
域
以
外
の
法
実
践
へ
の
分
析
が
フ
ー
コ
ー
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
フ
ー
コ
ー

自
身
の
意
図
を
的
確
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

　

最
後
に
、
フ
ー
コ
ー
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
近
代
社
会
に
お
け
る
傾
向
と
し
て
ノ
ル
ム
が
法
を
凌
駕
す
る
と
い
う
法
認
識
に
つ
い
て
の
批

判
の
検
討
に
移
ろ
う
。
一
般
に
﹁
規
範
﹂
や
﹁
規
準
﹂
な
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
ノ
ル
ム
と
は
、
も
と
も
と
は
ラ
テ
ン
語
に
お

け
る
﹁
定
規
﹂
な
ど
を
意
味
す
る
こ
と
ば
を
語
源
に
も
つ
概
念
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
が
通
常
、
観
念
し
て
い
る
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ

る
）
₂₃
（

。
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
よ
う
に
法
と
ノ
ル
ム
と
を
対
置
さ
せ
た
う
え
で
、
後
者
を
重
視
し
た
視
点
の
確
立
の
重
要
性
を
以
下
の
よ
う
に
説
い

て
い
る
。

　
　

 

私
は
、
法loi

が
消
え
去
る
と
も
、
裁
判
の
諸
制
度
が
消
滅
す
る
傾
向
に
あ
る
と
も
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
法
は

い
よ
い
よ
常
態
＝
規
準norm

e

と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
律judiciaire

制
度
は
調
整régulatrices

機
能
を
専
ら

と
す
る
一
連
の
機
関
（
医
学
的
、
行
政
的
等
々
の
）
の
連
続
体
に
ま
す
ま
す
組
み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ）
₂₄
（

。

　

こ
の
よ
う
な
定
式
化
に
対
し
て
、
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
は
前
近
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
振
る
舞
い
や
身
な
り
の
序
列
化
な
ど
に
よ

一
〇
七
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ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
方
法
論
に
よ
る
法
概
念
分
析
の
試
み

る
調
整
機
能
へ
の
注
目
が
欠
け
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
前
近
代
に
お
け
る
調
整
作
用
の
存
在
を
フ
ー
コ
ー
は
曖
昧
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
指
摘
し
て
い
る）
₂₅
（

。
こ
う
し
た
指
摘
に
対
し
て
は
、
フ
ー
コ
ー
の
独
創
性
は
近
代
以
降
の
科
学
の
勃
興
が
も
た
ら
し
た
知
の
あ
り
方
の

変
容
と
ノ
ル
ム
の
問
題
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
、
と
強
調
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
の
業
績
を
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
エ
ピ

ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
（
科
学
認
識
論
）
の
系
譜
に
位
置
付
け
る
先
行
研
究）
₂₆
（

も
存
在
し
て
い
る
が
、
最
初
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
心
理
学
へ
の
批
判
的

研
究）
₂₇
（

か
ら
始
ま
り
、
晩
年
の
死
の
直
前
に
公
開
を
認
め
た
﹁
生
命
：
経
験
と
科
学
﹂
と
題
さ
れ
た
、
み
ず
か
ら
の
師
の
一
人
で
あ
っ
た
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
る
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
研
究
の
学
術
的
意
義
に
つ
い
て
解
説
し
た
論
考）
₂₈
（

に
ま
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー

が
心
理
学
や
医
学
な
ど
の
学
問
体
系
の
成
立
が
わ
た
し
た
ち
の
認
識
枠
組
の
変
容
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
一
貫

し
て
問
い
続
け
て
い
た
、
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
重
要
性
を
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
は
矮
小
化
し
て
と
ら
え
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
は
拭
え
な
い
。

　

本
節
で
は
、
フ
ー
コ
ー
が
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た
権
力
の
法
的
権
利
モ
デ
ル
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
た
う
え
で
、
フ
ー
コ
ー
の
法
思

想
に
対
す
る
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
か
ら
の
代
表
的
な
批
判
に
お
け
る
問
題
点
の
検
討
も
お
こ
な
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
の
思
想
が
法
概
念
の
分

析
に
寄
与
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
た
め
に
、
か
れ
が
従
来
の
権
力
概
念
と
対
置
し
て
論
じ
て
い
た
新
た
な
権
力
概
念
に
つ
い
て
、
次
節

で
確
認
し
て
お
こ
う
。

三　

新
た
な
権
力
モ
デ
ル
に
つ
い
て

　

前
節
で
検
討
し
て
き
た
権
力
と
そ
れ
に
関
連
し
た
法
的
権
利
の
あ
り
方
は
、
あ
く
ま
で
も
﹁
極
め
て
特
殊
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
過

渡
的
な
形
態
に
す
ぎ
﹂
ず
、
現
在
で
は
﹁
法
律
的
権
利
の
表
象
に
は
還
元
さ
れ
得
な
い
﹂﹁
様
々
な
極
め
て
新
し
い
権
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
次

一
〇
七
二
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第
次
第
に
そ
こ
に
浸
透
し
て
き
て
い
る）
₂₉
（

。﹂
こ
の
新
し
い
権
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
技
術
や
標
準
化
、
統
制
な
ど
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
国
家

と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
で
、
フ
ー
コ
ー
は
法
的
権
利
や
法
、
刑
罰
な
ど
と
結
び
つ
い
た
従
来

の
権
力
概
念
と
は
別
の
権
力
の
相
貌
を
描
き
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
新
し
い
権
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、﹁
無
数
の
力
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
行
使
さ
れ
る
領
域
に
内
在
的
で
、
か
つ
そ
れ
ら
の
組
織

の
構
成
要
素
で
あ
る
よ
う
な
も
の
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
、﹁
絶
え
ざ
る
闘
争
と
衝
突
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
変
形
し
、
強
化
し
、
逆
転
さ
せ

る
勝
負
＝
ゲ
ー
ム
で
あ
る）
₃₀
（

﹂
と
、
フ
ー
コ
ー
は
ひ
と
ま
ず
定
義
し
た
あ
と
で
、
そ
の
性
質
を
以
下
の
諸
点
に
整
理
し
て
い
る）
₃₁
（

。

　

①
権
力
と
は
所
有
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。

　

②
権
力
関
係
は
他
の
関
係
に
対
し
て
外
在
的
な
位
置
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

③ 

権
力
は
支
配

－

被
支
配
と
い
う
二
項
対
立
を
構
成
し
、
上
の
ほ
う
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
下
か
ら
上
へ

と
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
諸
制
度
の
中
で
形
成
さ
れ
作
動
す
る
多
様
な
力
関
係
は
、
社
会
体société

の
総
体
を
貫
く

断
層
の
広
大
な
効
果
に
対
し
て
支
え
と
な
っ
て
い
る
﹂
の
だ
。

　

④ 

﹁
権
力
が
個
人
で
あ
る
主
体
＝
主
観
の
選
択
あ
る
い
は
決
定
に
由
来
す
る
﹂
と
考
え
て
、
そ
﹁
の
合
理
性
を
司
る
司
令
部
の
よ
う
な
も

の
を
求
め
る
の
を
や
め）
₃₂
（

﹂
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

⑤ 

﹁
権
力
の
あ
る
所
に
は
抵
抗
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
か
む
し
ろ
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
抵
抗
は
権
力

に
対
し
て
外
側
に
位
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と）
₃₃
（

﹂。

　

以
上
が
フ
ー
コ
ー
の
提
示
す
る
新
た
な
る
権
力
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
、
権
力
理
解
の
新
た
な
局
面
が
拓
か
れ

一
〇
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ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
方
法
論
に
よ
る
法
概
念
分
析
の
試
み

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
法
概
念
に
つ
い
て
も
﹁
合
法
／
非
合
法
﹂
や
﹁
正
／
不
正
﹂
な
ど
と
い
っ
た

二
値
的
コ
ー
ド
を
強
調
す
る）
₃₄
（

の
で
は
な
い
、
別
の
理
解
の
仕
方
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う）
₃₅
（

。﹁
合
法
／
非
合
法
﹂
の
枠
組
で
は
問
題
の
所
在
を

正
し
く
把
握
し
づ
ら
い
例
と
し
て
は
、
フ
ー
コ
ー
が
挙
げ
て
い
る
男
色
行
為
に
対
し
て
の
刑
事
罰
の
行
使
の
実
態
が
考
え
ら
れ
る
。
男
色
行

為
に
刑
法
典
上
で
は
火
あ
ぶ
り
の
刑
な
ど
の
過
酷
な
刑
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
実
態
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
刑
罰
が
科
さ
れ
る
こ

と
は
多
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実）
₃₆
（

に
か
ん
し
て
、
権
力
の
勝
負
＝
ゲ
ー
ム
性
や
、
権
力
と
抵
抗
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
見

方
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
権
力
の
ゲ
ー
ム
に
支
え
ら
れ
た
こ
の
法
実
践
の
実
態
に
対
す
る
理
解
も
容
易
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
﹁
力
関
係
の
多
様
か
つ
流
動
的
な
場
の
分
析
、
す
な
わ
ち
総
体
的
で
は
あ
る
が
決
し
て
全
的
に
安
定
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
支
配
の
作

用
が
産
み
出
さ
れ
る
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
力
関
係
の
場
の
分
析）
₃₇
（

﹂
を
法
の
分
析
に
応
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

右
記
の
よ
う
な
肯
定
的
な
権
力
の
理
解
も
可
能
と
な
る
一
方
で
、
フ
ー
コ
ー
は
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
の
最
終
章
に
お
い
て
、﹁
死
に
対
す
る

権
利
﹂
と
﹁
生
に
対
す
る
権
力
﹂
と
い
う
二
つ
の
重
要
な
概
念
を
提
示
し
て
お
り
、
近
代
以
降
に
お
け
る
後
者
の
前
者
に
対
す
る
優
位
性
に

つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
前
者
は
君
主
が
臣
民
に
対
し
て
有
し
て
い
た
生
殺
与
奪
の
権
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
（
こ
れ
と
前
節
で

批
判
し
た
権
力
の
法
的
権
利
モ
デ
ル
と
の
つ
な
が
り
も
連
想
も
で
き
る
だ
ろ
う
）、
フ
ー
コ
ー
が
後
者
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
生
に
対
す
る
権
力
（﹁
生

－

権
力
﹂）
と
は
、
一
七
世
紀
以
降
に
二
つ
の
形
態
を
と
っ
て
発
展
し
て
き
た
の
だ
、
と
フ
ー
コ
ー
は
い
う）
₃₈
（

。

第
一
は
﹁
規
律d

iscip
lin

es

を
特
徴
づ
け
て
い
る
権
力
の
手
続
き
、
す
な
わ
ち
人
間
の
身
体
の
解
剖

－

政
治
学
で
あ）
₃₉
（

﹂
り
、
こ
れ
は
身
体

の
調
教
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
機
械
と
し
て
の
身
体
を
対
象
に
行
使
さ
れ
る
権
力
な
の
で
あ
る
。
第
二
は
生
殖
や
健
康
な

ど
の
観
点
か
ら
生
物
と
し
て
の
身
体
を
対
象
に
す
る
﹁
調
整
す
る
管
理con

trôles régu
la

teu
rs

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
人
口
の
生

－

政
治

学
（
（（
（

﹂
で
あ
る
。
前
節
の
内
容
と
絡
め
て
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
の
生

－

政
治
の
拡
大
に
は
、
公
衆
衛
生
学
や
人
口
統
計
学
な
ど
と
い
っ
た
よ

う
な
知
の
発
展
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
の
点
で
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
が
指
摘
す
る
の
と
は
違
い
、
フ
ー
コ
ー
の
い
う
調

一
〇
七
四
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整
作
用
と
は
前
近
代
か
ら
で
は
な
く
一
八
世
紀
中
盤
以
降
に
な
っ
て
か
ら
固
有
に
生
じ
た
現
象
な
の
だ
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

近
代
以
降
の
社
会
に
お
け
る
こ
う
し
た
生

－

権
力
の
進
展
は
、
法
で
は
な
く
ノ
ル
ム
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
フ
ー

コ
ー
の
時
代
診
断
で
あ
っ
た
が
、
酒
井
隆
史
に
よ
る
以
下
の
指
摘
も
そ
の
診
断
を
理
解
す
る
う
え
で
は
重
要
で
あ
る
。

　
　

 

こ
の
よ
う
に
ノ
ル
ム
は
法
そ
の
も
の
と
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹁
法
の
法
律
的
シ
ス
テ
ム
﹂
と
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法

律
的
な
も
のjuridical
と
は
、
君
主
権
力
の
表
現
と
し
て
の
法
制
度
で
あ
り
、﹁
最
終
的
に
は
死
を
行
使
す
る
﹂
否
定
的
な
コ
ー
ド
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ノ
ル
ム
は
、
当
初
は
そ
う
し
た
法
の
法
律
的
シ
ス
テ
ム
と
の
対
照
で
﹁
反

－

法
﹂（﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
に
お
け
る
表

現
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
の
ち
、
立
法
そ
の
も
の
の
規
準
と
な
る
。
そ
れ
が
社
会
国
家
の
も
と
で
社
会
権
と
パ
ラ
レ
ル
に
制
度
化

さ
れ
る
社
会
法
で
あ
る）
₄₁
（

。

　

こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
現
代
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
資
源
配
分
的
法
令
（
酒
井
の
い
う
社
会
法
）
が
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
問
題
点

の
例
と
し
て
田
中
成
明
が
列
挙
し
て
い
る
、
①
保
護
の
客
体
と
し
て
の
受
動
的
・
受
益
者
的
な
姿
勢
の
強
化
、
②
国
家
の
物
理
的
強
制
権
力

が
ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
な
も
の
へ
と
重
点
が
移
行
し
た
こ
と
に
よ
る
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
介
入
の
強
化）
₄₂
（

な
ど
と
い
っ
た
事
態
と
も
関
連

さ
せ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
権
力
概
念
の
再
編
成
に
並
行
し
て
現
れ
て
き
た
﹁
装
置dispositif

﹂
と
い
う
鍵
概
念
に
つ
い

て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
こ
の
点
に
つ
き
、
わ
た
し
た
ち
の
理
論
的
探
求
に
と
っ
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄

原
著
刊
行
翌
年
の
一
九
七
七
年
に
公
表
さ
れ
た
、
フ
ー
コ
ー
が
か
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
後
継
者
と
し
て
著
名
な
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・

一
〇
七
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ミ
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ル
・
フ
ー
コ
ー
の
方
法
論
に
よ
る
法
概
念
分
析
の
試
み

ミ
レ
ー
ル
ら
と
と
も
に
行
っ
た
座
談
会
の
記
録
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
ー
コ
ー
自
身
に
よ
る
装
置
概
念
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
が
な
さ

れ
る
と
と
と
も
に
、
か
れ
が
そ
れ
ま
で
に
提
示
し
用
い
て
き
た
、
あ
る
時
代
に
お
け
る
人
び
と
の
認
識
や
科
学
的
知
の
あ
り
方
を
生
み
出
す
、

さ
ま
ざ
ま
な
言
説
の
総
体
で
あ
る
﹁
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー）
₄₃
（

﹂
と
装
置
と
の
間
に
存
在
し
て
い
る
相
違
に
つ
い
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
か
な
り

長
く
な
る
が
、
以
下
で
は
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
　

Ａ 

・
グ
ロ
リ
シ
ャ
ー
ル―

―

⋮
⋮
君
に
と
っ
て
、
こ
の
﹁
装
置
﹂
と
い
う
用
語
の
意
味
と
方
法
論
的
機
能
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

Ｍ 

・
フ
ー
コ
ー―

―

私
が
そ
の
名
の
も
と
に
つ
き
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
第
一
に
、
こ
と
さ
ら
不
均
質
な
あ
る
全
体
で
あ
っ
て
、

も
ろ
も
ろ
の
言
説
や
、
制
度
や
、
建
築
上
の
整
備
や
、
法
規
に
関
す
る
決
定
や
、
法
や
、
行
政
的
措
置
や
、
科
学
的
言
表
や
、
哲
学

的
・
道
徳
的
・
博
愛
的
命
題
を
含
ん
だ
も
の
で
す
。
要
す
る
に
、
語
ら
れ
た
こ
と
も
語
ら
れ
な
い
こ
と
も
。
そ
れ
が
装
置
の
諸
要
素

で
す
。
装
置
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
間
に
作
る
こ
と
の
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
の
で
す
。

　
　
　

 　

第
二
に
、
装
置
に
お
い
て
つ
き
と
め
た
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
不
均
質
な
要
素
の
あ
い
だ
に
あ
る
絆
の
性
質
で
す
。
た
と
え

ば
、
し
か
じ
か
の
言
説
は
、
あ
る
と
き
は
制
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
り
、
あ
る
時
は
逆
に
、
実
践
そ
の
も
の
は
沈

黙
も
守
っ
て
い
る
よ
う
な
、
あ
る
実
践
を
正
当
化
し
、
覆
い
隠
す
要
素
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
実
践
の
二
次
的

な
再
解
釈
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
に
新
た
な
合
理
性
の
領
野
へ
の
通
路
を
開
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
言
説
的

で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
あ
い
だ
に
一
種
の
戯
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
配
置
の
変
化
、
機
能
の
変
更
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
も
非
常
に
多
彩
な
形
を
取
り
う
る
の
で
す
。

　
　
　

 　

第
三
に
、
装
置
で
も
っ
て
、
私
は
一
種
の―

―

言
う
な
ら
ば―

―

編
制
体
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
の
編
制
体
は
、
歴
史
の
一

一
〇
七
六
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定
の
契
機
に
お
い
て
、
あ
る
緊
急
事
に
応
え
る
と
い
う
主
要
な
機
能
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
装
置
は
、
し
た
が
っ
て
卓
越
し
た
戦
略

機
能
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
主
と
し
て
重
商
主
義
タ
イ
プ
の
経
済
を
も
っ
た
社
会
が
邪
魔
に
な
っ
た
大
量
の
浮
動

人
口
を
吸
収
す
る
機
能
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
装
置
の
母
胎
の
役
割
を
演
じ
る
、
戦
略
上
の

至
上
命
令
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
少
し
ず
つ
狂
気
の
、
精
神
病
の
、
神
経
症
の
管
理

－

隷
属
化
の
装
置
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す）
₄₄
（

。

　

フ
ー
コ
ー
が
以
上
の
よ
う
に
装
置
の
概
念
を
整
理
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
グ
ロ
リ
シ
ャ
ー
ル
が
以
前
に
お
け
る
重
要
概
念
で
あ
っ
た
エ
ピ

ス
テ
ー
メ
ー
と
の
異
同
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
フ
ー
コ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　

 ﹃
言
葉
と
物
﹄
で
は
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
歴
史
を
書
こ
う
と
し
て
、
私
は
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今

し
て
み
た
い
の
は
、
私
が
装
置
と
呼
ぶ
も
の
が
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
は
る
か
に
一
般
的
な
ケ
ー
ス
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
な
の
で

す
。
い
や
む
し
ろ
、
装
置
は
、
要
素
が
は
る
か
に
不
均
質
で
あ
る
が
た
め
に
、
言
説
的
で
も
あ
り
、
非
言
説
的
で
も
あ
る
と
い
う
の
に

対
し
て
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
は
、
特
殊
に
言
説
的
な
装
置
だ
と
い
う
こ
と
を）
₄₅
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
装
置
と
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
の
間
に
存
在
す
る
最
大
の
違
い
と
は
、
前
者
が
非
言
説
的
な
要
素
を
も
包
摂
す
る
こ
と
に
あ

る
と
フ
ー
コ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
は
、
フ
ー
コ
ー
が
﹃
言
葉
と
物
﹄
な
ど
の
以
前
の
著
作
で
取
り
上
げ
て
い
た
例
を
考
え

て
み
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
ま
ず
﹃
言
葉
と
物
﹄
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
言
説
に
つ
い
て
の
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え

ば
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ッ
ブ
の
比
較
言
語
学
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
の
古
典
派
経
済
学
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
の
博
物
学
な
ど
が

重
視
さ
れ
て
い
る）
₄₆
（

。
医
学
に
つ
い
て
も
﹃
狂
気
の
歴
史）
₄₇
（

﹄
や
﹃
臨
床
医
学
の
誕
生）
₄₈
（

﹄
な
ど
で
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
フ
ー
コ
ー
は

一
〇
七
七
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エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
概
念
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
九
七
〇
年
代
中
盤
以
降
の
﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
や
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
に
お
い

て
は
、
装
置
と
い
う
概
念
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹃
監
獄
の
誕
生
﹄
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
の
よ

う
な
学
問
的
な
言
説
と
い
う
よ
り
は
監
獄
な
ど
の
非
言
説
的
で
物
理
的
な
存
在
な
の
で
あ
る）
₄₉
（

。
フ
ー
コ
ー
が
装
置
の
概
念
を
生
み
出
し
た
こ

と
に
よ
り
、
新
た
に
そ
の
存
在
が
見
え
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
、
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四　

家
族
法
の
再
考
の
た
め
に

　

フ
ー
コ
ー
の
法
へ
の
関
心
が
刑
法
的
な
問
題
に
偏
っ
て
い
る
た
め
に
法
実
践
の
多
様
性
を
把
握
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
を
第
二
節

で
取
り
上
げ
た
。
フ
ー
コ
ー
の
問
題
関
心
が
刑
法
の
領
域
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
例
証
と
し
て
、
ま
た
知
と
権
力

の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
法
の
見
方
に
新
し
い
視
点
を
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
た
め
に
も
、
フ
ー
コ
ー
が
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
の
な
か

で
家
族
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
本
節
で
は
考
え
て
み
た
い
。

　

フ
ー
コ
ー
は
性
的
関
係
が
二
つ
の
装
置
を
生
み
出
す
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
結
合a

llia
n

ce

の
装
置
・
性
的
欲

望sex
u

a
lité

の
装
置
と
表
わ
さ
れ
る
。
前
者
は
﹁
親
族
関
係
の
固
定
と
展
開
の
、
名
と
財
産
の
継
承
の
シ
ス
テ
ム
で
あ）
₅₀
（

﹂
り
、﹁
許
可
さ

れ
た
も
の
と
禁
じ
ら
れ
た
も
の
、
定
め
ら
れ
た
も
の
と
非
合
法
な
も
の
を
定
義
す
る
規
則
の
シ
ス
テ
ム
の
ま
わ
り
に
構
築
さ
れ
る
。﹂
そ
れ

に
対
し
て
、
後
者
は
﹁
権
力
の
流
動
的
で
多
形
的
か
つ
情
況
的
な
技
術
に
従
っ
て
機
能
﹂
し
、﹁
管
理
の
領
域
と
形
態
の
恒
常
的
拡
大
を
生

み
出
す）
₅₁
（

﹂
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
者
に
代
わ
っ
て
一
八
世
紀
以
降
の
西
洋
近
代
社
会
に
お
い
て
勢
力
を
増
し
て
き
た
装
置
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
法
的
権
利
と
結
び
つ
い
た
従
来
の
権
力
で
は
な
い
生

－

権
力
の
伸
長
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。
前
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
権
力
が
標
的
と
し
て
い
る
の
は
身
体
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
前
者
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
し

一
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て
い
る
財
産
や
権
利
な
ど
と
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

家
族
と
い
う
場
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
装
置
が
重
な
り
合
う
の
だ
と
フ
ー
コ
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
家
族
法
で
の
規
定

を
考
え
る
際
の
重
要
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
結
合
の
装
置
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
の
現
行
の
民

法
典
は
親
族
の
範
囲
を
定
め
る
と
と
も
に
（
民
法
第
七
二
五
条
）、
重
婚
（
民
法
第
七
三
二
条
・
関
連
し
て
刑
法
第
一
八
四
条
）
や
特
定
の

範
囲
内
の
近
い
血
縁
関
係
や
姻
族
関
係
、
養
親
子
関
係
に
あ
る
当
事
者
同
士
の
婚
姻
を
禁
じ
て
い
る
（
民
法
第
七
三
四
条
・
第
七
三
五
条
・

第
七
三
六
条
）
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
様
に
、
遺
産
の
相
続
人
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
も
定
め
て
い
る
（
民
法
第
八
八
六

－

八
九
〇
条
）。
こ
の
よ
う
に
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
法
的
家
族
の
範
囲
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
性

カ
ッ
プ
ル）
₅₂
（

の
存
在
の
顕
在
化
や
モ
ノ
ガ
ミ
ー
の
カ
ッ
プ
ル
と
い
う
閉
じ
た
関
係
性
に
囚
わ
れ
な
い
人
び
と
の
つ
な
が
り
な
ど
の
例
を
考
え
て

み
れ
ば
、
現
実
の
人
び
と
の
親
密
な
関
係
性
が
民
法
の
規
定
す
る
あ
り
方
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
異
性
愛
の
核
家
族
と
い
う
特
定
の
形
態
だ
け
が
法
的
家
族
像
の
標
準
と
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ

ー
の
性
的
欲
望
の
装
置
と
い
う
観
点
か
ら
踏
ま
え
て
考
え
て
み
た
い
。
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
の
中
盤
以
降
、
生

－

権
力
と

い
う
権
力
の
あ
り
方
が
勢
力
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
住
民
を
﹁
人
口
﹂
と
い
う
概
念
に
統
計
的
に
再
構
成
し
な
が
ら
管
理

の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
国
力
の
増
長
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
生

－

権
力
は
人
び
と
の
性
関
係
や
性
的
欲
望

の
あ
り
方
へ
の
介
入
を
必
然
的
に
伴
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
は
い
う
。

　
　

 

こ
の
よ
う
な
人
口
を
め
ぐ
る
経
済
的
・
政
治
的
問
題
の
核
心
に
、
性sexe

が
あ
っ
た
。
今
や
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
出

生
率
や
結
婚
年
齢
を
、
正
当
な
あ
る
い
は
不
倫
に
基
づ
く
出
生
を
、
性
的
交
渉
の
早
熟
さ
や
頻
度
、
そ
れ
を
多
産
に
し
た
り
不
毛
に
し

た
り
す
る
や
り
方
、
独
身
生
活
や
禁
忌
の
作
用
、
避
妊
法
の
影
響
⋮
⋮
な
ど
を）
₅₃
（

。
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こ
う
し
た
問
題
関
心
は
、﹁
人
口
の
増
殖
を
保
証
し
、
労
働
力
を
再
生
産
し
、
社
会
的
関
係
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
更
新
す
る
こ
と
、
要
す

る
に
、
経
済
的
に
有
用
で
あ
り
、
政
治
的
に
保
守
的
な
性
行
動
を
整
備
す
る）
₅₄
（

﹂
と
い
う
基
本
的
な
配
慮
に
基
づ
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
、
異
性
愛
の
核
家
族
と
い
う
家
族
の
あ
り
方
が
主
流
に
な
る
と
と
も
に
、
性
に
か
か
わ
る
言
説
の
増
大
は
以
下

の
二
つ
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
も
フ
ー
コ
ー
は
指
摘
し
て
い
る）
₅₅
（

。
一
点
目
は
異
性
愛
の
一
夫
一
婦
制
と
い
う
あ
り
方
が

当
然
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ノ
ル
ム
と
し
て
機
能
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
と
、
二
点
目
は
そ
れ
に
併
せ
て
そ
れ
ま
で
は
た
い
し
て
注
目
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
周
縁
的
な
性
実
践
（
男
色
行
為
や
近
親
相
姦
な
ど
）
が
個
別
に
独
立
し
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
当
然
の
も
の
と
し
て
考
え
が
ち
な
異
性
愛
の
核
家
族
と
い
う
あ
り
方
は
、
フ
ー
コ
ー
の
指
摘

に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
生

－

政
治
の
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
付
言
し
て
お
け
ば
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
﹁
同
性
愛

者
﹂
と
い
う
形
象
も
成
立
し
た
の
で
あ
る）
₅₆
（

。
フ
ー
コ
ー
は
性
的
欲
望
の
装
置
の
影
響
が
社
会
全
体
に
浸
透
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、﹁
十
九
世

紀
末
に
、
性
的
倒
錯
の
法
的
・
医
学
的
管
理
が
、
社
会
と
種
族
の
全
般
的
保
護
の
名
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
時
だ
。
そ
の
時
に
な
っ
て
初
め

て
、﹁
性
的
欲
望
﹂
と
い
う
装
置
が
⋮
⋮
社
会
集
団
の
全
体
の
中
に
普
及
し
た
の
だ）
₅₇
（

﹂
と
説
い
て
い
る
こ
と
も
最
後
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

本
節
で
は
、
生

－

権
力
と
い
う
観
点
か
ら
家
族
法
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
考
え
方
に
つ
い
て
の
簡
単
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
が
、

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
家
族
（
法
）
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
際
に
、
フ
ー
コ
ー
が
提
示
し
た
よ
う
な
視
点
の
重

要
性
は
い
ま
だ
に
失
わ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
₅₈
（

。
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
現
代
に
お
け
る
生
殖
補
助
医

療
技
術
の
発
展
が
も
た
ら
し
て
い
る
諸
問
題
な
ど
も
、
ま
さ
に
フ
ー
コ
ー
が
注
目
し
た
知
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
権
力
の
連
関
と
い
う
観
点
か

ら
検
討
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
〇
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お
わ
り
に

　

こ
こ
で
は
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
で
は
フ
ー
コ
ー
の
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
に
お
も
に
依
拠

し
な
が
ら
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
法
概
念
へ
の
批
判
的
分
析
や
フ
ー
コ
ー
へ
の
批
判
な
ど
を
検
討
し
た
。
そ
も
そ
も
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
と
は
フ

ー
コ
ー
が
構
想
し
つ
つ
も
結
局
は
方
向
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
序
論
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
点
で
完
成
さ
れ
た
著
作

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在
刊
行
中
で
あ
る
フ
ー
コ
ー
の
﹃
講
義
集
成
﹄
な
ど
の
著
作
や
、﹁
フ
ー
コ
ー
と
法
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
最
近
の
二
次
文
献
な
ど
の
成
果
を
踏
ま
え
て
の
本
稿
の
改
訂
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
筆
者
も
認
識
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
前
節
で
家
族
法
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
が
、
家
族
関
係
の
な
か
で
生
じ
る
問
題
を
み
ず
か
ら
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け

て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
、
フ
ー
コ
ー
に
注
目
し
て
き
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る）
₅₉
（

。
こ
う
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
な

か
に
、
本
稿
で
は
主
題
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
者
と
し
て
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
い
る
。
バ
ト

ラ
ー
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
直
面
し
て
い
た
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
や
性
別
二
元
制
な
ど
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
に

独
自
の
解
釈
を
施
し
な
が
ら
応
用
し
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
筆
者
は
現
代
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
直
面
し
て
き
た
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
や
性
別
二
元
制
の
問
題
を
回
避

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
バ
ト
ラ
ー
の
出
世
作
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル）
₆₀
（

﹄
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
を
分
析
・
紹
介

し
つ
つ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
の
視
座
を
拡
張
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た）
₆₁
（

。
そ
の
際
に
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
ジ
ェ
ン
ダ

ー
概
念
が
た
ん
に
﹁
男
ら
し
さ
／
女
ら
し
さ
﹂
な
ど
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
の
性
に
か
か
わ

る
認
識
枠
組
そ
の
も
の
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
再
考
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
私
見
を
示
し
た
が
、
筆
者
の
予
想
す
る
と
こ
ろ

で
は
フ
ー
コ
ー
の
著
作
に
お
い
て
も
頻
出
す
る
﹁
理
解
可
能
性intelligibilité, intelligibility

﹂
や
ノ
ル
ム
の
概
念
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ

一
〇
八
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っ
て
初
め
て
、
そ
の
問
題
意
識
の
正
確
な
理
解
が
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
二
〇
〇
一
年
に
起
こ
っ
た
﹁
九

－

一
一
﹂
事
件
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
・
政
治
的
問
題
に
つ

い
て
批
判
的
に
検
討
す
る
バ
ト
ラ
ー
の
近
著
﹃
戦
争
と
い
う
枠
組）
₆₂
（

﹄
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
﹄
か
ら
の
問
題

意
識
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
﹁
枠
組fram

es

﹂
と
い
う
タ
ー
ム
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
フ
ー

コ
ー
＝
バ
ト
ラ
ー
の
認
識
論
が
性
の
問
題
や
ノ
ル
ム
と
法
の
問
題
を
考
え
る
際
に
ど
の
よ
う
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
し
て
い
る
の
か
を
分
析

す
る
、
と
い
う
理
論
的
な
課
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

謝
辞
： 

本
稿
の
一
部
の
記
述
に
か
ん
し
て
は
、
日
本
法
哲
学
会
・
二
〇
一
一
年
度
学
術
大
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹁
法
と
ノ
ル
ム
の
哲
学
：
ミ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
か
ら
法
理
論
へ
﹂（
開
催
責
任
者
・
関
良
徳
）
に
お
い
て
、﹁
規
範
＝
ノ
ル
ム
概
念
の
可
能
性
：
性
と
法
の
問
題

を
考
え
る
た
め
の
契
機
と
し
て
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
報
告
を
お
こ
な
っ
た
際
に
配
布
し
た
資
料
の
内
容
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を

断
っ
て
お
く
。
ま
た
、
事
前
報
告
や
大
会
当
日
の
質
疑
応
答
の
際
に
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
も
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
と

く
に
第
四
節
の
内
容
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
学
会
当
日
の
質
疑
応
答
の
際
に
い
た
だ
い
た
小
林
智
氏
の
ご
質
問
か
ら
多
大
な

示
唆
を
受
け
た
こ
と
も
記
し
て
お
く
。
同
様
に
、
吉
良
貴
之
氏
（
常
磐
大
学
国
際
学
部
）
か
ら
は
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
り
、
内
容

や
表
記
に
つ
い
て
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
１
）　

長
谷
川
晃
﹁︿
リ
ー
ガ
ル
・
ガ
バ
ニ
ン
グ
﹀
の
観
念
：
多
元
分
散
型
統
御
の
法
的
条
件
に
関
す
る
法
哲
学
的
ス
ケ
ッ
チ
﹂﹃
新
世
代
法
政
策
学
研
究
﹄
第
六
号
（
二
〇
一
〇
年

四
月
）
二
五
七
頁
。

（
２
）　

参
照
、
日
本
法
哲
学
会
編
﹃
リ
ス
ク
社
会
と
法　

法
哲
学
年
報
（
二
〇
〇
九
）﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
３
）　

田
中
成
明
﹃
現
代
法
理
学
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）、
亀
本
洋
﹃
法
哲
学
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
小
林
公
﹃
法
哲
学
﹄（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
青
井
秀
夫
﹃
法

一
〇
八
二
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六
〇
七

理
学
概
説
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）、
笹
倉
秀
夫
﹃
法
哲
学
講
義
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
の
よ
う
な
、
単
独
の
著
者
に
よ
る
体
系
的
な
教
科
書
も
最

近
で
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
著
者
が
得
意
と
す
る
専
門
領
域
に
も
と
づ
く
記
述
の
特
化
や
、
法
哲
学
界
全
体
の
主
要
な
問
題
関
心
が
正
義
論
に
向
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う
近
年
の
傾
向
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
法
概
念
論
そ
れ
じ
た
い
に
つ
い
て
の
理
論
的
検
討
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

（
４
）　

た
と
え
ば
、
近
年
に
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
酒
井
隆
史
﹃
自
由
論
：
現
在
性
の
系
譜
学
﹄（
青
土
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
重
田
園
江
﹃
フ
ー
コ
ー
の
穴
：

統
計
学
と
統
治
の
現
在
﹄（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
佐
々
木
中
﹃
夜
戦
と
永
遠
：
フ
ー
コ
ー
・
ラ
カ
ン
・
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
﹄（
以
文
社
、
二
〇
〇
八
年
、
本
書
に
つ
い
て
は
、

増
補
改
訂
さ
れ
上
・
下
二
分
冊
の
文
庫
本
と
な
っ
た
定
本
が
二
〇
一
一
年
に
河
出
書
房
新
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
）、
手
塚
博
﹃
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
：
批
判
的
実
証
主

義
と
主
体
性
の
哲
学
﹄（
東
信
堂
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

（
５
）　

参
照
、
関
良
徳
﹃
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
自
由
論
：
そ
の
政
治
哲
学
的
構
成
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
第
一
章
。

　
　
　

関
の
フ
ー
コ
ー
論
と
関
係
し
て
、
酒
井
﹃
自
由
論
﹄
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
西
欧
諸
国
や
日
本
な
ど
を
中
心
に
席
巻
し
た
﹁
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂
が
も
た
ら
し
た
社
会

の
変
容
に
つ
い
て
、
フ
ー
コ
ー
の
議
論
な
ど
に
依
拠
し
な
が
ら
批
判
的
分
析
を
試
み
た
著
作
で
あ
り
、
関
と
は
別
の
観
点
か
ら
フ
ー
コ
ー
の
法
思
想
や
政
治
理
論
へ
の
言
及
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
紹
介
し
て
お
く
。

（
６
）　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
渡
辺
守
章
訳
）﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
：
知
へ
の
意
志
﹄（
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
一
〇
八
頁
。M

ichel F
oucault, H

istoire d
e la

 S
ex

u
a

lité 1: 

la
 V

olon
té d

e S
a

voir

（G
allim

ard, 1976
）, p. 109. 

以
下
で
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
原
著
で
の
該
当
頁
を
表
記
す
る
。

（
７
）　

本
文
の
以
下
の
記
述
は
、
同
書
一
〇
八

－

一
一
一
頁
（pp. 110-112

）
の
記
述
に
従
う
。

（
８
）　

同
書
一
一
〇

－

一
一
一
頁
（p. 112

）。

（
９
）　

参
照
、
同
書
一
八

－
一
九
頁
（pp. 18-19

）。

（
10
）　

イ
ン
セ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
文
化
人
類
学
の
分
野
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
最
近
に
刊
行
さ
れ
た
業
績
と
し
て
は
、
ジ
ョ

ナ
サ
ン
・
Ｈ
・
タ
ー
ナ
ー
＆
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
マ
リ
ヤ
ン
ス
キ
ー
（
正
岡
寛
司
・
藤
見
純
子
訳
）﹃
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
タ
ー
ナ
ー　

感
情
の
社
会
学
Ⅳ　

イ
ン
セ
ス
ト
：
近
親

交
配
の
回
避
と
タ
ブ
ー
﹄（
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
原
著
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
の
存
在
に
つ
い
て
文
化
人
類
学
や
進
化
論
な
ど
の

知
見
を
用
い
た
正
当
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
（
竹
村
和
子
訳
）﹃
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
主
張
：
問
い
直
さ
れ
る
親
族
体
系
﹄（
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
、
原
著
二
〇
〇
〇
年
）
は
、

イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
を
わ
た
し
た
ち
の
社
会
の
根
底
を
規
律
す
る
法
で
あ
る
と
と
ら
え
て
、
そ
れ
へ
の
抵
抗
が
親
密
圏
の
多
様
な
あ
り
方
を
実
現
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

一
〇
八
三
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（
11
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
（
慎
改
康
之
訳
）﹃
異
常
者
た
ち
：
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
一
九
七
四

－

七
五

年
度　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
講
義
集
成
Ⅴ
﹄（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
原
著
一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
も
、
か
な
り
の
頁
数
を
割
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　

こ
う
し
た
事
態
を
示
す
フ
ー
コ
ー
の
有
名
な
定
式
化
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、﹁
か
つ
て
男
色
家
は
性
懲
り
も
な
い
異
端
者
で
あ
っ
た
。
今
や
同
性
愛
者
は
一
つ
の

種
族
な
の
で
あ
る
﹂（
フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
五
六
頁
︹p. 59

︺）
と
い
う
引
用
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

参
照
、
フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
一
二

－

一
一
三
頁
（pp. 113-114

）。

（
14
）　

参
照
、
同
書
一
一
三

－

一
一
五
頁
（pp. 114-117

）。

（
15
）　

法
哲
学
・
法
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
の
﹁
法
の
支
配
﹂
概
念
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
深
田
三
徳
﹁
法
の
支
配
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
整
理
と
検
討
﹂
日
本
法
哲
学
会
編
﹃
現

代
日
本
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
：
理
念
・
現
実
・
展
望　

法
哲
学
年
報
（
二
〇
〇
五
）﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
七

－

一
七
頁
や
、
長
谷
川
晃
﹁︿
法
の
支
配
﹀
と
い
う

規
範
伝
統
：
一
つ
の
素
描
﹂
同
書
一
八

－

二
九
頁
な
ど
を
参
照
せ
よ
。

（
16
）　

フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
一
五
頁
（p. 117

）。

（
17
）　

本
文
の
以
下
の
論
述
に
か
ん
し
て
、
関
﹃
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
自
由
論
﹄
の
﹁
第
七
章　

フ
ー
コ
ー
と
法
﹂
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
分
析
も
本
節
と
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い

て
の
検
討
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。
感
謝
の
意
と
と
も
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
18
）　

参
照
、
ア
ラ
ン
・
ハ
ン
ト
＆
ゲ
リ
ー
・
ウ
ィ
ッ
カ
ム
（
久
塚
純
一
監
訳
・
永
井
順
子
訳
）﹃
フ
ー
コ
ー
と
法
：
統
治
と
し
て
の
法
の
社
会
学
に
向
け
て
﹄（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

二
〇
〇
七
年
）
九
五

－

九
七
頁
。A
lan H

unt and G
ary W

ickham
, F

ou
ca

u
lt a

n
d

 L
a

w
: Tow

a
rd

 a
 S

ociology of L
a

w
 a

s G
overn

a
n

ce, （P
luto P

ress, 1994

）, 

pp. 59-61.

（
19
）　

田
中
﹃
現
代
法
理
学
﹄
四
八
頁
。

（
20
）　

同
書
五
〇

－

五
一
頁
。

（
21
）　

フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
二
〇
頁
（p. 20

）。

（
22
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
重
田
園
江
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。﹁
フ
ー
コ
ー
の
特
異
性
は
、
科
学
認
識
論
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
認
識
枠
組
の
歴
史
的
変
遷
と
い
う
着

眼
を
、
社
会
規
範
、
つ
ま
り
人
が
判
断
し
行
為
す
る
際
の
ル
ー
ル
や
、
人
間
存
在
自
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
適
用
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。﹂
重
田
﹃
フ
ー
コ
ー
の
穴
﹄
一
五
頁
。

　
　
　

ま
た
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
自
体
が
社
会
学
の
領
域
な
ど
で
一
大
テ
ー
マ
を
成
し
て
お
り
、
法
学
の
領
域
に
お
い
て
も
法
社
会
学
な
ど
を
中
心
に
検

討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
を
援
用
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
問
題
を
主
題
的
に
論
じ
た
社
会
学
分
野
の
業
績
と
し
て
片
桐
雅
隆
﹃
認
知
社
会
学

の
構
想
：
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
自
己
・
社
会
﹄（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
六
年
）
が
、
さ
ら
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
密
接
に
関
連
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
が
提
起
し
た
さ
ま
ざ
ま

一
〇
八
四
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四
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六
〇
九

な
社
会
的
・
政
治
的
問
題
を
憲
法
論
の
俎
上
に
載
せ
よ
う
と
試
み
た
意
欲
的
な
業
績
と
し
て
、
志
田
陽
子
﹃
文
化
戦
争
と
憲
法
理
論
：
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
剋
と
模
索
﹄

（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

（
23
）　

参
照
、
重
田
﹃
フ
ー
コ
ー
の
穴
﹄
四
五

－

四
六
頁
。

（
24
）　

フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
八
二
頁
（p. 190

）。

　
　
　

こ
の
記
述
と
関
連
し
て
、
田
中
に
よ
る
以
下
の
指
摘
も
重
要
で
あ
ろ
う
。﹁
⋮
⋮
法
シ
ス
テ
ム
の
社
会
的
機
能
が
多
様
化
し
て
く
る
と
、
直
接
的
に
は
実
力
行
使
に
よ
る
強

制
と
結
び
つ
か
な
い
と
し
て
も
、
公
権
力
機
関
に
よ
る
私
人
の
社
会
経
済
生
活
へ
の
配
慮
・
介
入
が
様
々
の
法
的
な
形
式
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
機
会
が
増
え
、
強
制
も
、
も
っ

と
間
接
的
で
眼
に
み
え
な
い
ソ
フ
ト
な
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。﹂
田
中
﹃
現
代
法
理
学
﹄
二
一
二
頁
。

（
25
）　

参
照
、
ハ
ン
ト
＆
ウ
ィ
ッ
カ
ム
﹃
フ
ー
コ
ー
と
法
﹄
一
〇
九
頁
（p. 68

）。

（
26
）　

参
照
、
金
森
修
﹃
フ
ラ
ン
ス
科
学
認
識
論
の
系
譜
：
カ
ン
ギ
レ
ム
、
ダ
コ
ニ
ェ
、
フ
ー
コ
ー
﹄（
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
）
第
九
・
十
章
。

（
27
）　

こ
の
時
期
に
お
け
る
代
表
的
な
業
績
と
し
て
は
、
フ
ー
コ
ー
（
中
山
元
訳
）﹃
精
神
疾
患
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、
原
著
一
九
五
四
年
）
や
、
フ

ー
コ
ー
（
石
田
英
敬
訳
）﹁
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
﹃
夢
と
実
存
﹄
へ
の
序
論
﹂
小
林
康
夫
ほ
か
編
﹃
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１　

狂
気
・
理
性
﹄（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、

原
著
初
出
一
九
五
四
年
）
九

－

一
一
五
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
28
）　

フ
ー
コ
ー
（
廣
瀬
浩
司
訳
）﹁
生
命
：
経
験
と
科
学
﹂
小
林
康
夫
ほ
か
編
﹃
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
６　

生
政
治
・
統
治
﹄（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
原
著
初
出
一

九
八
五
年
）
四
二
〇

－

四
四
三
頁
。

（
29
）　

以
上
の
引
用
は
フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
一
六
頁
（p. 117

）
よ
り
。

（
30
）　

以
上
の
引
用
は
同
書
一
一
九
頁
（pp. 121-122

）
よ
り
。

（
31
）　

本
文
の
以
下
の
記
述
は
、
同
書
一
二
一

－

一
二
四
頁
（pp. 123-127
）
の
記
述
に
従
う
。

（
32
）　

以
上
の
引
用
は
同
書
一
二
二
頁
（pp. 124-125

）
よ
り
。

（
33
）　

同
書
一
二
三
頁
（pp. 125-126

）。

（
34
）　

こ
う
し
た
二
値
的
コ
ー
ド
と
い
う
観
点
を
積
極
的
に
示
す
法
理
論
の
代
表
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
グ
ン
タ
ー
・
ト
イ
ブ
ナ
ー
（
綾
部
六
郎
・
尾
㟢
一
郎
訳
）﹁
二
値
編
成
複

合
性
の
立
憲
化
：
国
民
国
家
を
超
え
た
社
会
的
立
憲
主
義
に
つ
い
て
﹂﹃
新
世
代
法
政
策
学
研
究
﹄
第
一
〇
号
（
二
〇
一
一
年
二
月
）
一
八
一

－

二
〇
四
頁
（
本
稿
は
信
山
社

よ
り
近
刊
予
定
の
講
演
集
﹃
シ
ス
テ
ム
複
合
時
代
の
法
﹄
に
再
録
さ
れ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
）
な
ど
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
系
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
35
）　

二
値
的
コ
ー
ド
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
関
連
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
関
が
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︿
平
均
﹀
概
念
を
軸
に
展
開
さ
れ
る
ノ
ル
ム

一
〇
八
五



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

六
一
〇

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
方
法
論
に
よ
る
法
概
念
分
析
の
試
み

化
の
作
用
も
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。﹁
諸
個
人
の
生
活
全
般
に
わ
た
る
行
為
や
行
動
に
つ
い
て
社
会
が
一
定
の
標
準
と
し
て
の
ノ
ル
ム
を
形
成
し
、
そ
の
ノ
ル
ム
か
ら

の
逸
脱
度
が
、医
師
の
鑑
定
と
し
て
犯
罪
者
の
責
任
や
処
遇
を
決
定
し
た
り
、法
の
文
言
に
違
反
し
た
か
否
か
を
実
質
的
に
決
定
し
、判
決
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
正
／
不
正
と
い
う
二
項
対
立
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
明
確
な
基
準
で
は
な
く
、
諸
個
人
の
間
で
形
成
さ
れ
る
社
会
的
ノ
ル
ム
を
基
軸
と
す
る
乖
離
と
集
中
の
度
合
に
よ

っ
て
法
的
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹂
関
﹃
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
自
由
論
﹄
一
三
頁
。

（
36
）　

参
照
、
フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
三
〇

－

一
三
一
頁
（p. 134

）。

（
37
）　

同
書
一
三
二
頁
（p. 135

）。

（
38
）　

本
文
の
以
下
の
記
述
は
、
同
書
一
七
六
頁
（p. 183

）
で
の
定
義
に
従
う
。

（
39
）　

同
頁
（
な
お
、
強
調
は
原
著
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
訳
者
が
付
し
た
語
句
の
解
説
は
除
い
て
あ
る
）。

（
40
）　

同
頁
（
同
右
）。

（
41
）　

酒
井
﹃
自
由
論
﹄
二
五
一
頁
・
注
（
７
）。

（
42
）　

以
上
の
整
理
は
、
田
中
﹃
現
代
法
理
学
﹄
五
一
頁
の
記
述
に
従
う
。

（
43
）　

参
照
、フ
ー
コ
ー
（
中
村
雄
二
郎
訳
）﹃
知
の
考
古
学
﹄（
河
出
書
房
新
社
、新
装
新
版
、二
〇
〇
六
年
）
二
九
〇
頁
。F

oucault, L’a
rch

éologie d
u

 S
a

voir

（G
allim

ard, 

1969

）, p. 250.

（
44
）　

フ
ー
コ
ー
ほ
か
（
増
田
一
夫
訳
）﹁
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
ゲ
ー
ム
﹂
松
浦
寿
輝
編
﹃
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
：
Ⅵ 

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
／
真
理
﹄（
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
、
原
著
初
出
一
九
七
七
年
）
四
一
〇

－

四
一
一
頁
。F

oucault, D
its et É

crits 1954-1988: II 1976-1988

（Q
uarto G

allim
ard, 2001

）, pp. 298-299.

（
45
）　

同
書
四
一
三
頁
（pp. 300-301

）。

（
46
）　

参
照
、
フ
ー
コ
ー
（
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
）﹃
言
葉
と
物
：
人
文
科
学
の
考
古
学
﹄（
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、
原
著
一
九
六
六
年
）
第
八
章
。

（
47
）　

フ
ー
コ
ー
（
田
村
俶
訳
）﹃
狂
気
の
歴
史
：
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
﹄（
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
、
原
著
ガ
リ
マ
ー
ル
社
版
一
九
七
二
年
、
原
著
プ
ロ
ン
社
版
一
九
六
一
年
）。

（
48
）　

フ
ー
コ
ー
（
神
谷
美
恵
子
訳
）﹃
臨
床
医
学
の
誕
生
﹄（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
訳
書
初
版
一
九
六
九
年
、
原
著
初
版
一
九
六
三
年
）。

（
49
）　

参
照
、
フ
ー
コ
ー
（
田
村
俶
訳
）﹃
監
獄
の
誕
出
：
監
視
と
処
罰
﹄（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
、
原
著
一
九
七
五
年
）
第
四
部
。

（
50
）　

フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
三
六
頁
（p. 140

）。

（
51
）　

以
上
の
引
用
は
同
書
一
三
七
頁
（p. 140

）
よ
り
。

（
52
）　

関
連
し
て
同
性
婚
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
こ
ん
に
ち
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
非
常
に
政
治
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
五
月
九
日
、

一
〇
八
六
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同
志
社
法
学　

六
四
巻
三
号�

六
一
一

バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
大
統
領
は
現
職
と
し
て
は
初
め
て
同
性
婚
の
法
制
化
に
賛
成
す
る
姿
勢
を
公
言
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。
キ
ャ
ロ
ル
・
Ｅ
・
リ
ー
﹁
オ
バ
マ
大
統
領
、

同
性
婚
支
持
：
再
選
に
ら
み
初
め
て
表
明
﹂﹃
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル 

日
本
版
﹄
二
〇
一
二
年
五
月
一
〇
日
付
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
、http://jp.w

sj.com
/U

S/

P
olitics/node_440231

（
二
〇
一
二
年
五
月
一
四
日
参
照
）。

（
53
）　

フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
三
五
頁
（
引
用
一
部
省
略
、p. 36

）。

（
54
）　

同
書
四
八
頁
（p. 51

）。

（
55
）　

本
文
の
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
同
書
五
〇

－

五
二
頁
（pp. 53-56

）
の
記
述
に
従
う
。

（
56
）　

本
稿
の
注
（
12
）
で
の
指
摘
も
見
よ
。

（
57
）　

フ
ー
コ
ー
﹃
性
の
歴
史
Ⅰ
﹄
一
五
五
頁
（
引
用
一
部
省
略
、p. 161

）。

（
58
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
民
法
研
究
者
が
中
心
と
な
り
、
家
族
法
改
正
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
中
田
裕
康
編
﹃
家
族
法
改
正
：
婚
姻
・
親
子
関
係

を
中
心
に
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
や
、
大
村
敦
志
ほ
か
編
著
﹃
比
較
家
族
法
研
究
：
離
婚
・
親
子
・
親
権
を
中
心
に
﹄（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　

社
会
学
者
に
よ
る
家
族
と
生

－

権
力
論
に
つ
い
て
の
論
考
も
併
せ
て
紹
介
し
て
お
く
。
久
保
田
裕
之
﹁
近
代
家
族
の
空
間
配
置
：
生
権
力
論
の
な
か
の
﹁
家
族
﹂﹂
檜
垣
立

哉
編
著
﹃
生
権
力
論
の
現
在
：
フ
ー
コ
ー
か
ら
現
代
を
読
む
﹄（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
一
三
三

－

一
六
八
頁
。
こ
の
久
保
田
論
文
だ
け
で
な
く
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て

い
る
ほ
か
の
論
考
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
59
）　

さ
し
あ
た
り
、Susan J. H

ekm
an, ed.,  F

em
in

ist In
terp

reta
tion

s of M
ich

el F
ou

ca
u

lt （T
he P

ennsylvania State U
niversity P

ress, 1996

）
を
挙
げ
て
お

く
。

（
60
）　

バ
ト
ラ
ー
（
竹
村
和
子
訳
）﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
：
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
﹄（
青
土
社
、一
九
九
九
年
、原
著
一
〇
周
年
記
念
版
一
九
九
九
年
、

原
著
初
版
一
九
九
〇
年
）。

（
61
）　

参
照
、
綾
部
六
郎
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
・
ト
ラ
ブ
ル
!?
﹂
関
修
・
志
田
哲
之
編
﹃
挑
発
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
：
法
・
社
会
・
思
想
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹄（
新
泉
社
、
二

〇
〇
九
年
）
五
七

－

八
八
頁
。

（
62
）　

バ
ト
ラ
ー
（
清
水
晶
子
訳
）﹃
戦
争
の
枠
組
：
生
は
い
つ
嘆
き
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
﹄（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
原
著
二
〇
〇
九
年
）。

一
〇
八
七




