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ポ
ジ
ウ
ム
「
大
学
と
は
何
か
│
│
そ
の
自
由
と
責
任
│
│
」

「
大
学
と
は
何
か
│
│
そ
の
自
由
と
責
任
│
│
」
の
行
方

│
│
問
い
続
け
語
り
続
け
る
こ
と
へ
の
模
索
│
│

隈

元

泰

弘

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ね
ら
い
は
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
へ
の
「
挑
戦
」
で
あ
る
。

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
と
は
な
に
か
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
文
脈
に
お
い
て
、
狭
義
に
は
、
本
学
会
の
当
日
会
場
に

集
う
、
哲
学
の
教
育
研
究
に
携
わ
る
人
々
で
あ
る
。
広
義
に
は
、
主
に
教
授
職
（
教
授
す
る
職
）
と
し
て
、
大
学
に
か
か
わ
っ
て
生
を
営

む
人
々
で
あ
る
。
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
構
成
員
を
大
学
人
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
た
い
。
当
該
構
成
員
を
手
短
に
指
示
す
る
名
辞
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
挑
戦
」
と
は
な
に
か
。
こ
の
「
挑
戦
」
は
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
の
二
重
性
そ
の
も
の
が
本
「
挑
戦
」
の
本
質
で

あ
る
。
ま
ず
、
大
学
の
現
状
に
関
す
る
大
学
人
の
自
覚
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
挑
戦
を
非
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
鼻
で

笑
う
大
学
人
の
意
識
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
挑
戦
の
展
開
軸
が
大
学
の
国
家
的
管
理
で
あ
る
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
過
去
の
事
例
と
根
本
的
に
異
な
る
一
点
が
あ
る
。
本
論
題
の
採
否
を
め
ぐ
る
委
員
会
審
議
自
体
に
お
い

て
、
こ
の
二
重
の
挑
戦
が
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
挑
戦
と
し
て
胎
動
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
論
題
は
、
委
員
会
の
公
募
に
応
え
て
、
松
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井
邦
子
会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。
松
井
会
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
論
題
は
「
条
件
づ
け
ら
れ
た
大
学
│
│
大
学
に
自
由
と
責
任
は
あ
る
の
か

│
│
」
で
あ
っ
た
。
委
員
会
の
そ
れ
へ
の
応
え
は
、
論
題
変
更
の
上
で
の
採
用
で
あ
っ
た
。
論
題
は
「
大
学
と
は
何
か
│
│
そ
の
自
由
と

責
任
│
│
」
と
な
っ
た
。
原
論
題
は
、
そ
の
挑
戦
性
に
よ
っ
て
論
題
の
変
更
を
招
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
変
更
を
求
め
る

大
学
人
の
意
識
の
底
流
に
あ
る
も
の
を
示
唆
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
底
流
に
あ
る
も
の
を
明
る
み
に
も
た
ら
し
、
そ
の
自
覚
と
そ
こ

か
ら
の
脱
却
を
志
向
す
る
本
提
題
に
と
っ
て
、
そ
の
第
一
歩
が
す
で
に
委
員
会
審
議
で
記
さ
れ
た
こ
と
と
な
っ
た
。

委
員
会
の
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
松
井
会
員
の
提
案
の
趣
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
一
九
九
一
年
の
大
綱
化
以
来
、
二
〇
一
五
年
度
四
月
施
行
の
改
正
学
校
教
育
法
に
至
る
ま
で
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
て
行
わ
れ

る
べ
し
と
さ
れ
る
大
学
改
革
の
趨
勢
は
、
大
学
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
き
た
諸
自
由
の
、
緩
や
か
な
剥
奪
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
か
っ
た

か
。
た
と
え
ば
Ｆ
Ｄ
の
義
務
化
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
大
学
人
は
自
己
能
力
の
改
善
を
自
ら
図
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
今
回
の
改
正
学
校
教
育
法
は
、
大
学
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
合
議
体
に
も
と
づ
く
決
議
権
を
行
使
し
自
治
を
発
揮
す
る
能

力
も
な
い
、
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
次
に
く
る
の
は
、
大
学
人
は
研
究
能
力
を
自
己
研
鑽
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
判
断
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
杞
憂
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
『
改

革
』
を
迫
ら
れ
る
時
流
の
な
か
で
、
今
こ
の
と
き
に
、
大
学
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
た
大
学
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
き
た
諸

価
値
に
つ
い
て
も
う
一
度
議
論
に
附
す
こ
と
は
、
哲
学
の
使
命
で
は
な
い
の
か
。」

こ
こ
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
提
題
の
誘
因
は
、
上
か
ら
の
大
学
改
革
の
流
れ
で
あ
り
、
特
に
学
校
教
育
法
九
三
条
の

変
更
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
旧
法
同
条
に
お
い
て
「
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る
」
と
さ
れ
た
教
授
会
が
、
学
長
の
決
定
に
際
し
て
「
意
見

を
述
べ
る
」
場
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
対
象
は
「
学
生
の
入
学
、
卒
業
及
び
課
程
の
修
了
」
と
「
学
位
の
授
与
」
の
み
で
あ
り
、
そ

れ
以
外
で
は
、
学
長
が
「
教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
」
と
判
断
し
た
事
案
の
み
で
あ
る
。
学
長
の
権
限
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
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た
。
し
か
も
、
教
授
会
の
意
見
に
対
し
て
学
長
は
「
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
（「
学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
学
校
教
育
法
施
行
規
則
及
び
国
立
大
学
法
人
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
つ
い
て
（
通

知
）」）。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
提
案
者
で
あ
る
松
井
会
員
の
報
告
を
皮
切
り
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
大
学
の
法
的

環
境
の
変
化
を
受
け
て
、
同
会
員
は
そ
の
報
告
を
「
大
学
は
今
、
何
を
『
歓
待
』
し
て
い
る
の
か
」
と
銘
打
っ
た
。

既
述
の
よ
う
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
題
は
原
案
、
す
な
わ
ち
「
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
」
を
条
件
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
の
「
前

提
」
を
問
う
こ
と
か
ら
変
更
さ
れ
て
、「
〜
と
は
な
に
か
」
と
い
う
本
質
を
問
う
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
提
へ
の
問
い
が
本
質

へ
の
問
い
へ
と
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
松
井
会
員
の
報
告
は
、
こ
れ
に
異
議
申
し
立
て
を
行
う
と
い
う
立
論
の
方
法
を
と
る
。
こ
れ

が
、「
条
件
づ
け
ら
れ
た
大
学
」
に
対
し
て
そ
の
前
提
を
問
う
こ
と
の
な
い
現
状
に
異
議
申
し
立
て
を
行
う
、
と
い
う
こ
の
報
告
内
容
の

展
開
構
造
と
一
致
す
る
。
こ
の
一
致
が
そ
の
二
つ
の
主
張
（
論
題
変
更
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
大
学
人
の
現
状
へ
の
異
議
申
し
立
て
）
の

正
当
性
の
論
証
と
な
る
と
い
う
、
い
わ
ば
遂
行
論
的
論
証
構
造
で
あ
る
。

松
井
会
員
は
、
原
案
の
タ
イ
ト
ル
「
条
件
づ
け
ら
れ
た
大
学
│
│
大
学
に
自
由
と
責
任
は
あ
る
の
か
│
│
」
が
、
デ
リ
ダ
の
『
条
件
な

き
大
学
』
の
裏
返
し
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
日
本
の
大
学
は
、
は
じ
め
か
ら
『
条
件
な
き
大
学
』
の
意
味
に
お
け
る

権
力
と
の
無
関
係
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
松
井
会
員
は
「
条
件
な
き
大
学
」
の
鍵
概
念
を
「
公
共
性
」
と
捉
え
る
。「
公
共
性

そ
の
も
の
と
な
る
思
考
作
業
」
は
「
私
た
ち
が
絶
え
ず
新
た
な
門
を
打
ち
立
て
る
こ
と
」
で
、
ま
さ
に
「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
起
き

る
の
か
、
起
き
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
続
け
る
こ
と
で
、
常
に
そ
こ
に
問
い
を
受
け
る
べ
き
門
が
あ
り
続
け
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
続

け
る
」
作
業
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、「
そ
の
絶
え
ざ
る
作
業
の
絶
え
ざ
る
告
白
こ
そ
、
条
件
な
き
大
学
の
意
味
な
の
で
す
」
と
述
べ
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る
。前

提
へ
の
問
い
は
、
そ
の
問
い
の
行
為
そ
の
も
の
の
前
提
を
問
い
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
を
問
う
。
問
い
続
け
、
そ
れ
を
告
白
し
、
公
開

す
る
。
こ
こ
に
公
共
性
が
生
ま
れ
る
。
問
い
を
立
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
問
い
を
立
て
る
土
壌
の
自
明
性
を
問
い
直
す
。
そ
の
絶
え
ざ
る

作
業
の
告
白
こ
そ
が
公
共
性
の
基
盤
で
あ
り
、
条
件
な
き
大
学
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
松
井
会
員
の
主
張
で
あ
る
。

松
井
会
員
は
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
に
応
募
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
が
先
の
学
校
教
育
法
の
変
更
で
あ
る
と
言
う
。
同
会
員
は

本
報
告
の
終
盤
、
自
分
の
問
題
提
起
は
、
当
該
の
変
更
に
よ
っ
て
「
何
が
起
こ
っ
た
か
？
」
で
は
な
い
、「
何
か
起
こ
っ
た
か
？
」
で
あ

る
と
声
を
強
め
た
。
つ
ま
り
、
同
会
員
の
問
い
は
、
事
実
へ
の
問
い
で
は
な
く
「﹇
大
学
人
の
﹈
意
識
」
へ
の
問
い
だ
と
い
う
。
そ
れ
が

哲
学
を
志
向
す
る
。
こ
の
思
い
は
、
本
報
告
の
注
に
記
さ
れ
た
。「
自
ら
の
『
条
件
づ
け
ら
れ
た
条
件
』
を
批
判
し
、
生
き
て
み
る
こ

と
」、
そ
れ
が
「『
哲
学
す
る
こ
と
』
だ
と
」「
考
え
て
い
る
」
と
。

新
茂
之
会
員
は
、「
日
本
の
大
学
の
あ
り
か
た
│
│
『
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
』
を
巡
っ
て
│
│
」
と
題
し
た
。
新
会
員
は
学

校
教
育
法
の
特
に
九
三
条
の
変
更
に
は
、
そ
の
基
盤
に
二
〇
〇
五
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
」
が
あ

る
と
指
摘
す
る
。
重
要
な
の
は
「
中
期
的
に
取
り
組
む
べ
き
重
要
施
策
」
と
さ
れ
る
「
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
」
で
あ
る
。

問
わ
れ
る
べ
き
は
、「
何
の
た
め
に
」
で
あ
る
。
新
会
員
に
よ
れ
ば
、
同
答
申
は
、
知
識
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
競
争
が
激
化
す

る
と
捉
え
、
経
営
的
に
訪
れ
る
困
難
に
対
し
大
学
が
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
学
長
の
権
限
の
強
化
を
打
ち
出
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
同
答
申
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
高
等
教
育
の
対
応
を
問
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
応
え
る
の
は
社
会
的
に
開
か
れ
た
知

識
で
あ
る
。
だ
が
、
知
識
一
般
に
関
し
て
伝
統
的
に
は
、
特
定
の
社
会
内
で
正
当
視
さ
れ
る
特
定
の
知
識
を
批
判
抑
圧
的
権
力
を
も
っ
て

反
復
的
に
教
え
込
む
と
い
う
手
法
が
取
ら
れ
た
と
い
う
。
新
会
員
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
パ
ー
ス
は
「
権
威
の
方
法
」
と
特
徴
づ
け
た
。
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「
権
威
の
方
法
」
は
、
異
議
・
異
論
を
排
除
す
る
。
そ
の
意
味
で
為
政
者
の
権
力
の
強
化
・
固
定
化
に
結
び
付
く
。
新
会
員
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。「『
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
』
が
唱
道
す
る
『
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
強
化
』
は
、
い
ま
で
は
、
学
長
の
権
威
を

法
的
に
高
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、『
権
威
の
方
法
』
に
繋
が
っ
て
い
く
。」
九
三
条
は
、
多
彩
な
意
見
表
明
へ
の
意
欲

と
機
会
を
奪
う
か
ら
で
あ
る
。

教
授
会
を
単
な
る
審
議
・
意
見
提
出
の
機
関
と
す
る
九
三
条
は
、
か
え
っ
て
大
学
を
ス
ポ
イ
ル
す
る
こ
と
と
な
る
。
新
会
員
に
よ
れ

ば
、
パ
ー
ス
は
ダ
ー
ウ
イ
ン
の
進
化
論
の
分
析
か
ら
、「
偶
然
が
有
機
体
に
進
化
と
い
う
成
長
の
機
会
を
与
え
て
い
る
。」
と
見
る
。
知
識

の
展
開
も
同
じ
で
あ
る
。
偶
然
が
知
識
の
固
定
性
を
打
ち
破
り
、
流
動
へ
と
も
た
ら
す
。
こ
の
よ
う
な
流
動
性
の
中
で
、
知
識
は
モ
ザ
イ

ク
的
な
結
合
と
分
離
を
繰
り
返
し
な
が
ら
展
開
す
る
と
言
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
で
き
る
大
学
こ
そ
が
知
識
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
適
応
し
、
ま
た
そ
れ
を
創
造
的
に
推
し
進
め
る
も
の
と
な
る
。
モ
ザ
イ
ク
を
な
す
知
識
は
多
元
的
で
可
謬
的
で
あ
る
か
ら
、
大
学
教

育
に
お
い
て
は
、
意
図
的
に
偶
然
性
を
担
保
し
、
可
謬
主
義
と
多
元
主
義
を
基
本
と
し
て
試
行
錯
誤
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
要
と
な

る
。こ

れ
を
当
面
の
問
題
で
あ
る
大
学
の
組
織
・
運
営
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
。
新
会
員
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

「
わ
た
し
た
ち
は
、
偶
然
主
義
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
大
学
の
運
営
に
関
連
す
る
、
手
許
に
あ
る
い
く
つ
か
の
方
策
が
も
た
ら

す
は
ず
の
結
果
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
実
験
的
に
試
し
て
み
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。」
こ
れ
を
可
能
に
す
る
組
織
・
運
営
こ
そ
が

求
め
ら
れ
る
「
大
学
の
あ
り
か
た
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
由
が
現
出
し
、
責
任
へ
の
応
答
が
可
能
と
な
る
。

新
会
員
の
報
告
が
学
校
教
育
法
変
更
の
基
盤
と
な
っ
た
「
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
」
に
立
脚
し
た
の
に
対
し
、
松
葉
会
員
は
同

法
が
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
、
二
〇
一
五
年
六
月
の
人
文
系
学
部
・
大
学
院
の
「
廃
止
」、「
転
換
」
を
命
じ
る
「
通
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知
」（「
国
立
大
学
法
人
等
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
通
知
）」）
を
手
掛
か
り
と
し
た
。
そ
こ
で
、
報
告
の
タ
イ
ト
ル

は
「
人
文
学
」
を
副
題
と
し
て
、「『
す
べ
て
を
公
的
に
言
う
こ
と
』
│
│
人
文
学
の
役
割
と
責
任
」
と
な
っ
た
。

松
葉
会
員
は
冒
頭
次
の
よ
う
に
問
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ぜ
い�

ま�

、
こ�

こ�

で
『
大
学
と
は
何
か
』
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。」
既
述
の
一
連
の
大
学
改
革
が
、
上
記
の
「
通
知
」
に
よ
っ
て
つ
い
に
は
大
学
の
価
値
自
体
の
切
り
崩
し
へ
と
触
手
を
伸
ば
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、「
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
前
提
と
し
て
き
た
大
学
や
人
文
学
の
存
在
意
義
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
」。

松
葉
会
員
は
、
政
府
主
導
の
こ
の
大
学
改
革
の
指
導
理
念
が
新
自
由
主
義
に
あ
る
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
。
政
府
の
近
年
の
高
等

教
育
政
策
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
競
争
で
の
勝
利
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
底
流
を
な
す
新
自
由
主
義
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
経

済
と
い
う
次
元
で
考
量
さ
れ
、
経
済
効
率
と
経
済
効
果
が
唯
一
の
尺
度
と
し
て
人
間
の
全
活
動
の
評
価
基
準
と
な
り
、
人
間
の
生
を
統
制

す
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
人
文
学
が
、
ま
し
て
や
哲
学
が
、
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
人
文
学
は
、
そ
し
て
哲
学

は
、
大
学
に
座
し
て
外
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
か
。
松
葉
会
員
は
デ
リ
ダ
を
照
会
す
る
。
デ
リ
ダ
は
「
人
文
学
の
社
会
的

意
義
を
、『
す
べ
て
を
公
的
に
言
う
権
利
（droit

de
tout

dire
publiquem

ent

）』
と
、
そ
の
批
判
力
に
お
い
て
い
る
」。
大
学
に
お
け
る

自
由
は
学
の
自
明
の
前
提
と
し
て
「
あ
る
」
の
で
は
な
い
。
人
文
学
の
研
究
実
践
の
な
か
で
、
言
語
の
原
理
的
探
究
に
立
脚
し
て
自
由
に

批
判
し
合
い
「
す
べ
て
を
公
に
言
う
」
こ
と
で
、「
す
べ
て
を
公
に
言
う
」
自
由
を
生
み
出
す
。
重
要
な
の
は
「
来
た
る
べ
き
民
主
主
義
」

を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

「
来
た
る
べ
き
民
主
主
義
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「『
共
約
不
可
能
な
平
等
性
』（
ナ
ン
シ
ー2012

:71

）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に

「
言
い
か
え
れ
ば
、『
価
値
を
も
つ
こ
と
の
な
い
も
の
、
評
価
し
得
な
い
も
の
、
通
約
不
可
能
な
も
の
（
共
通
の
尺
度
の
な
い
も
の
）』（
ナ
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ン
シ
ー2012

:70

）、
あ
る
い
は
『
ほ
か
の
も
の
に
還
元
で
き
な
い
絶
対
的
に
特
異
な
も
の
』（
ナ
ン
シ
ー2012

:70

）
ど
う
し
の
『
非

等
価
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
』（
ナ
ン
シ
ー2012

:71

）
で
あ
る
。
そ
れ
を
ナ
ン
シ
ー
は
、
端
的
に
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
と
呼
ん
で
い

る
」。少

な
く
と
も
こ
こ
に
は
、
民
主
主
義
を
自
由
と
個
人
の
尊
重
と
い
う
そ
の
理
念
か
ら
、
新
自
由
主
義
へ
、
自
由
な
競
争
を
絶
対
視
す
る

市
場
主
義
へ
結
び
つ
け
る
発
想
法
と
は
全
く
異
な
っ
た
発
想
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
を
可
能
と
す
る
数
少
な
い
場
の
一
つ
が
大
学
で

あ
る
。
大
学
は
常
に
新
た
に
発
想
し
発
信
し
続
け
る
こ
と
で
、
そ
の
発
想
・
発
信
の
場
を
創
造
し
続
け
る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

松
井
会
員
は
問
う
た
。「
何
か
起
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」。

今
、
こ
こ
で
、「
何
か
が
起
き
た
」
と
言
え
る
か
。

松
井
会
員
は
大
会
で
配
布
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
の
末
尾
で
こ
う
述
べ
た
。

「
と
こ
ろ
で
、
一
連
の
潮
流
の
中
で
、
研
究
不
足
の
ゆ
え
か
、
ま
だ
私
が
出
合
っ
た
と
思
え
な
い
議
論
が
あ
る
。
大
学
、
あ
る
い
は
大

学
構
成
員
が
何
を
考
え
て
き
た
の
か
、
何
を
し
て
き
た
の
か
、
自
ら
に
問
う
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
き
わ
め
て
個
人
的
な
表
明
を
す
れ

ば
、
私
は
『
あ
の
と
き
先
生
は
何
を
し
た
の
で
す
か
』
と
後
進
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
、
応
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
は
あ
り
た
く
な
い

と
思
っ
て
い
る
。」

我
々
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
学
び
合
っ
た
、
と
言
え
る
か
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
過
去
形
で
は
な
い
。
以
下
の
三
篇
の
報
告
と
そ
の
精
読
を
次
の
一
歩
と
し
た
い
。
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