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の
記
述
で
あ
る
。
あ
る
論
者
が
「
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
も
の

が
、
他
の
論
者
に
と
っ
て
は
「
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
だ
。

　

ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
関
係
の
、
ひ
と
つ

の
見
方

―
そ
し
て
こ
れ
は
私
が
取
り
た
い
見
方
で
も
あ
る
の
だ
が

―

は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
（
場
合
に
よ
っ
て
は
八
〇
年
代
）
の
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
後
に

訪
れ
た
の
は
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
で
も
呼
べ
る
状
況
で
あ
り
、
そ
れ

に
対
応
す
る
た
め
に
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
構
想
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ

の
マ
ッ
ピ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
一
形
態
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
以
後
」
の
「
状
況
」

1
　「
定
義
」
の
混
乱
？

　

本
論
で
論
じ
た
い
の
は
、
文
化
的
左
翼
と
社
会
的
左
翼
、
さ
ら
に
は
よ

り
広
く
文
化
と
社
会
の
分
離
の
問
題
と
、
世
代
の
分
離
の
問
題
は
深
い
関

係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
文
化
と
社
会
の
分
離
と
世
代
の
分
離
は
、
ど

ち
ら
が
鶏
で
卵
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
同
時
に
起
き
る
。
こ
れ
の
も
っ
と

も
現
代
的
な
例
は
、
現
在
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

現
在
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
名
付
け
る
試
み
は
様
々
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
文
献
を
渉
猟
す
る
と
大
変
な
困
惑
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。
問
題
は
、「
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
と
「
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」

特
集
　
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
現
在

お
れ
た
ち
と
私
た
ち
は
い
か
に
し
て
貧
し
さ
を
失
っ
た
の
か
？

「
世
代
問
題
」
と
文
化
と
社
会
の
分
離

河
野
真
太
郎
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放
」
が
新
自
由
主
義
お
よ
び
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
親
和
的
な
も
の

に
な
っ
た
と
い
う
皮
肉
が
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状
況
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
、
メ
リ
ト
ク
ラ
テ

ィ
ッ
ク
な
社
会
に
参
加
す
る
機
会
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
運
動
で

あ
る
。
そ
れ
は
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
し
第
二
波
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
が
、「
公
平
な
競
争
」
に
参
画
す
る
機
会
を
女
性
が
獲
得
す
る
た

め
の
運
動
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
る
限
り
に

お
い
て
解
放
的
で
あ
る
し
、
新
自
由
主
義
的
な
資
本
主
義
社
会
自
体
を
前

提
と
み
な
す
限
り
に
お
い
て
解
放
的
で
は
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
ブ

リ
ジ
ッ
ト
の
「
自
由
」
の
二
面
性
で
あ
る
。
こ
の
二
面
性
は
、
た
と
え
ば

日
本
の
男
女
雇
用
均
等
法
の
二
面
性
で
も
あ
る
。
男
女
雇
用
均
等
法
は
確

か
に
女
性
の
雇
用
を
増
加
さ
せ
た
。
し
か
し
そ
の
大
部
分
は
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
で
あ
り
、
そ
れ
は
労
働
力
の
流
動
性
を
「
資
源
」
と
す
る
ポ
ス

ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
と
っ
て
大
変
に
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る

（Castells 292︲3

）。

　

こ
の
状
況
に
対
応
す
る
の
が
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
だ
と
す
る
と
、
そ

れ
は
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
個
人
主
義
、
消
費
者
主
義
、
そ
し
て
そ
の

文
化
政
治
を
乗
り
越
え
、
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
が
論
じ
る
「
再
分

配
」
の
問
題
を
集
団
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
運
動
と
な
る
べ
き
だ

ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
再
分
配
の
問
題
は
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
た
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う

を
表
す
名
前
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
意
味
で
の
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状
況
を
も
っ
と
も
う
ま
く
表
現

し
た
と
さ
れ
る
の
が
、『
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
日
記
』（
原
作
一

九
九
六
年
、
映
画
版
二
〇
〇
一
年
）
で
あ
る（

1
）。
清
水
は
、『
ブ
リ
ジ
ッ

ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
日
記
』
に
は
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
、
一

九
六
〇
年
代
の
反
乱
…
…
の
な
か
で
探
究
さ
れ
た
「
社
会
的
公
正
」
を
求

め
る
「
政
治
的
自
由
」
が
、
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
体
制
…
…
に
呼

応
し
な
が
ら
市
場
と
貿
易
の
「
自
由
」、
個
人
の
「
選
択
の
自
由
」
に
置

き
か
え
ら
れ
て
い
っ
た
時
代
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
応
答
」
が
見
て
取
れ
る

と
す
る
（270

）。
主
人
公
ブ
リ
ジ
ッ
ト
は
喫
煙
、
飲
酒
、
仕
事
と
恋
愛
の

失
敗
と
い
っ
た
苦
境
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
問
題

意
識
で
と
ら
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
「
日
記
」
を
つ
け
て
自
己
管
理

を
し
、
自
己
を
革
新
し
よ
う
と
す
る
。
ブ
リ
ジ
ッ
ト
に
は
酒
や
煙
草
を
や

め
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
し
、
仕
事
に
打
ち
込
み
、
さ
ら
に
は
男
を
見
つ
け
る

「
自
由
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
の
は
、
ブ
リ
ジ
ッ
ト

自
身
の
「
選
択
」
の
問
題
で
あ
り
、
社
会
的
に
そ
れ
ら
の
機
会
は
彼
女
に

与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
れ
が
本
当
だ
と
し
て
、
そ
れ
で
は
ブ
リ
ジ
ッ
ト
に
「
自
由
」
を
与
え

た
の
は
誰
だ
ろ
う
か
。
清
水
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代

の
「
反
乱
」
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

―
つ
ま
り
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

―

の
成
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
「
解
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わ
る
も
の
が
「
文
化
政
治
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
は
「
そ
れ
以

外
の
文
化
」
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
問
題

は
「
そ
れ
以
外
の
消
費
・
生
産
活
動
」
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
二
派
ま
で
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
再
分
配
の
問
題
は
解
決
さ
れ
た
と
い
う
社
会
認
識
で

あ
る
。
文
化
産
業
以
外
の
生
産
・
消
費
は
も
は
や
第
三
波
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
と
い
う
認
識
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
定
義
の
「
混
乱
」
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
正

し
い
定
義
」
を
確
定
す
る
こ
と
に
重
点
は
置
か
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
指

摘
し
た
い
の
は
、
こ
う
い
っ
た
態
度
の
差
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

じ
つ
の
と
こ
ろ
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
認
識
の
違
い
で
あ
る
と

い
う
点
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
田
中
は
再
び
典
型
的
で
あ
る
。
田
中
の
著
作

は
、
あ
る
「
歴
戦
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」
が
あ
る
学
生
に
「
あ
な
た
た
ち
は

楽
で
い
い
わ
ね
」
と
言
い
放
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
説
き
起
こ
さ

れ
て
い
る
（ii

）。
そ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
、
自
分
た

ち
の
世
代
が
勝
ち
取
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
と
機
会
を
、
今
の
学
生
た
ち

の
世
代
は
そ
れ
と
知
ら
ず
に
享
受
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
を
言
わ
れ
た
学
生
は
、
ま
さ
に
「
ブ
リ
ジ
ッ
ト
の
自
由
」
の
中
で
の

苦
悩
を
理
解
で
き
な
い
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」
に
対
す
る
憤
懣
を
あ
ら
わ
に

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
に
お
け
る

第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
「
定
義
」
に
お
い
て
は
、
世
代
の
問
題
が
せ
り

に
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
「
成
果
」
は
同
時
に
新
た
な
再
分
配
の
問

題
を
ひ
き
お
こ
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
で
あ
ろ
う

が
後
期
資
本
主
義
で
あ
ろ
う
が
、
全
体
的
な
社
会
的
政
治
の
問
題
に
接
続

す
る
し
、
接
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
と
ら
え
る
論
者
は

む
し
ろ
少
数
派
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を

定
義
す
る
の
に
使
っ
た
「
個
人
主
義
」
や
「
文
化
政
治
」
こ
そ
第
三
波
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
支
配
的
な
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
で
初
め
て
「
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
を
冠

す
る
著
作
を
書
い
た
田
中
東
子
は
、
ア
ニ
タ
・
ハ
リ
ス
に
よ
る
定
義
を
参

照
し
、
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
は
（
1
）
文
化
政
治
へ
の
関
心
の
移
行

（
2
）
個
人
主
義
へ
の
移
行
（
3
）「
女
性
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
複
数
化
と
い

う
三
つ
の
軸
が
あ
る
と
す
る
（15︲7

）（2
）。（
1
）
に
つ
い
て
田
中
は
、「
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
初
期
の
波
が
提
起
し
た
問
題
は
す
で
に
…
…
解
決
さ
れ
て

き
た
」
と
断
じ
、
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
「
文
化
産
業
の
急
増
と
、
そ

こ
で
消
費
・
生
産
活
動
を
行
っ
て
い
る
女
性
た
ち
の
問
題
、
つ
ま
り
、
文

化
的
な
も
の
の
な
か
で
／
を
通
じ
た
ミ
ク
ロ
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
題
を
扱

う
文
化
政
治
」
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
（15

）。

　

こ
こ
で
起
き
て
い
る
の
は
、
い
っ
ぽ
う
で
は
「
文
化
」
の
意
味
の
限
定

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
文
化
産
業
（
お
そ
ら
く
「
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
に
属
す
る
文
化
産
業
）
の
生
産
・
消
費
に
ま
つ
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た
ち
の
感
情
が
か
な
り
典
型
的
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
世

代
で
あ
る
ロ
イ
フ
ィ
と
ヘ
ン
リ
ー
の
違
い
は
、「
第
二
波
は
集
団
主
義
的

で
い
や
だ
っ
た
」
と
い
う
感
情
と
、「
第
二
波
は
個
人
主
義
的
で
よ
か
っ

た
」
と
い
う
感
情
の
差
異
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
か
ら
は
、「
第
二
波

は
集
団
主
義
的
で
よ
か
っ
た
／
個
人
主
義
的
で
い
や
だ
っ
た
」
と
い
う
感

情
が
排
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
こ
ま
で
述
べ
た
第
三
波
の
定
義
の
問

題
を
惹
起
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
は
、
ど
の
感
情
が
正
し
い
か
を
見
定
め
よ
う
と
い
う
の

で
は
な
い
。
ま
た
個
人
主
義
が
現
在
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
大
前
提
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
集
団
主
義
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。

問
題
な
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
個
人
主
義
／
集
団
主
義
」
と
い
う
対
立
そ

の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
集
団
主
義
的
だ
っ

た
と
と
ら
え
る
に
せ
よ
個
人
主
義
的
だ
っ
た
と
と
ら
え
る
に
せ
よ
、
ま
た

そ
れ
が
よ
か
っ
た
と
考
え
る
に
せ
よ
い
や
だ
っ
た
と
考
え
る
に
せ
よ
、
ポ

ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
／
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
を
集
団
主
義
的
／
個
人
主
義
的
な
も
の
へ
と
抽
象
化
し
た
上
で
そ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
何
を

物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ご
く
常
識
的
で
つ
ま
ら
な
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
は
個
人
主
義
的
な
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
集
団
主
義
的
な
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
新
自
由
主
義
の
時
代
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
一
部
分
は

出
し
て
く
る
の
だ（

3
）。

　

簡
便
に
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
相
反
す
る
定
義

は
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
集
団
主
義
的
な
も
の
と
し
て
見
る
か
個
人

主
義
的
な
も
の
と
し
て
見
る
か
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
。
ケ
イ
テ
ィ

ー
・
ロ
イ
フ
ィ
の
『
二
日
酔
い

―
セ
ッ
ク
ス
、
恐
怖
、
そ
し
て
大
学
内

の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
を
読
ん
だ
際
の
違
和
感
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
世
代

問
題
を
論
じ
る
ア
ス
ト
リ
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
記
述
し

て
い
る
。

ロ
イ
フ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
な
な
か
で
私
に
も
っ
と
も
理
解
し
難
か
っ
た
の

は
、
彼
女
が
描
い
て
み
せ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
で
規
則
を
押
し
つ
け
て

く
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。

ロ
イ
フ
ィ
に
と
っ
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
女
性
に
行
儀
作
法
を
教
え
る

厳
格
な
母
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
感
情
が
束
縛

さ
れ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
き
ま
り
や
規
則
の
長
い
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
自

分
の
個
性
と
自
由
が
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
と
説
明
し
た
。
私
に
と

っ
て
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
つ
ね
に
そ
の
ま
っ
た
く
反
対
を
意
味
し
た
。

私
が
個
人
と
な
り
、
女
性
の
適
切
な
地
位
に
つ
い
て
の
社
会
の
多
く
の

ル
ー
ル
か
ら
自
由
に
な
る
方
法
で
あ
っ
た
。（1︲2

）

　

こ
の
一
節
に
は
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
新
た
な
世
代
の
女
性



155　　おれたちと私たちはいかにして貧しさを失ったのか？

代
の
分
離
と
し
て
表
面
化
す
る
の
で
あ
り
、
組
合
運
動
を
破
壊
し
た
い
新

自
由
主
義
に
と
っ
て
そ
れ
は
好
都
合
な
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
第
二

波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
集
団
主
義
を
嫌
悪
す
る
感
情
の
中
に
は
、
第
二
波
は

福
祉
国
家
に
お
い
て
こ
そ
可
能
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
新
自
由
主
義

の
現
在
に
は
そ
れ
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
感
情
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
間
に
「
世
代
問

題
」
が
存
在
す
る
と
し
て
、
そ
の
問
題
の
内
容
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
個
人
主
義
と
集
団
主
義
、
文
化
と
社
会
、
承
認

と
再
分
配
と
の
あ
い
だ
の
抽
象
的
断
絶
こ
そ
が
、
世
代
の
断
絶
の
内
容
を

な
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
新
自
由
主
義
的
な
現
在
と
の
親
和
性
が
非
常

に
高
い
断
絶
な
の
だ
。

　

以
上
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
な
の
は
連
続
性
で

あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
世
代
の
分
離
に
よ
っ
て
失
わ

れ
て
し
ま
う
重
要
な
要
素
は
、
福
祉
国
家
と
新
自
由
主
義
の
あ
い
だ
の
、

否
定
的
で
も
肯
定
的
で
も
あ
る
連
続
性
で
あ
ろ
う
。
言
う
は
易
し
で
、
筆

者
に
も
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
な
の
か
は
見
当
も
つ
か
な
い
。
し
か
し

少
な
く
と
も
、
ロ
ビ
ン
ズ
が
個
人
主
義
的
な
階
級
上
昇
物
語
の
う
ち
に

「
共
通
善
＝
公
益
」
へ
と
向
か
う
、
つ
ま
り
集
団
的
な
社
会
変
容
へ
と
向

か
う
願
望
と
契
機
を
見
い
だ
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

と
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状
況
と
の
あ
い
だ
の
否
定
的
に
見
え
る
連
続
性

の
中
に
、
可
能
性
の
種
子
を
見
い
だ
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は

残
滓
的
な
も
の
と
な
り
、
ほ
か
の
一
部
分
は
切
り
は
な
さ
れ
て
新
自
由
主

義
的
な
現
在
の
支
配
的
な
も
の
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
本

節
で
述
べ
た
「
定
義
の
混
乱
」
は
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
複
雑
に
か

ら
ま
り
あ
っ
た
現
実
を
「
集
団
主
義
／
個
人
主
義
」
と
い
っ
た
形
で
抽
象

化
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
実
態
は
よ
り
弁
証
法
的
に
と
ら
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う（

4
）。
し
か
し
抽
象
的
分
離
は
、
抽
象
的
で
は
あ
る

が
力
を
持
つ
抽
象
で
あ
る
の
が
常
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
分
離
は
ど
の
よ

う
な
力
を
持
つ
の
か
。
誰
（
何
）
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
分
離
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
個
人
主
義
と
集
団
主
義
の
抽
象
化
と
分
離

―
そ
し
て
そ
れ
を
内
容
と
す
る
世
代
の
分
離

―
こ
そ
が
新
自
由
主
義

に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
福
祉
国
家
と
階
級
上
昇
物
語
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
ブ

ル
ー
ス
・
ロ
ビ
ン
ズ
は
、
こ
の
結
び
つ
き
は
「
常
識
に
反
す
る
」
も
の
で

あ
る
と
述
べ
る
（8

）。
つ
ま
り
、
個
人
主
義
的
で
メ
リ
ト
ク
ラ
テ
ィ
ッ

ク
な
階
級
上
昇
物
語
と
は
（
新
）
自
由
主
義
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
の
が

ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、
福
祉
国
家
は
よ
り
集
団
主
義
的
な
も
の
と
し
て
表
象

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ズ
は
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い

が
、
そ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
を
表
象
す
る
こ
と
自
体
が
新
自
由
主
義
の
感

情
的
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
労
働
組

合
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
い
が
、
左
翼
内
部
に
お
け
る
労
働
組
合
の
集
団

主
義
嫌
悪

―
「
新
し
い
社
会
運
動
」
に
支
配
的
な
感
情

―
も
ま
た
世
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い
る
、
と
い
う
言
い
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ア
ー
サ

ー
の
働
く
自
転
車
製
造
工
場
の
職
長
ロ
ボ
ー
と
の
会
話
に
よ
く
表
わ
れ
て

い
る
。

　

ロ
ボ
ー
は
ぺ
ら
ぺ
ら
ま
く
し
た
て
た
。「
お
れ
が
こ
こ
で
働
き
は
じ

め
た
こ
ろ
金
曜
の
晩
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
帰
っ
た
の
は
七
シ
リ
ン
グ

六
ペ
ン
ス
だ
ぜ
。
そ
れ
が
い
ま
の
き
み
は
ど
う
だ
。
十
四
ポ
ン
ド
。
ひ

と
財
産
じ
ゃ
な
い
か
」

…
…

「『
所
得
税
、
二
ポ
ン
ド
十
八
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
』
ひ
で
え
も
ん
だ
。

お
れ
の
稼
い
だ
金
な
ん
だ
ぜ
。
や
つ
ら
、
い
ま
に
み
て
や
が
れ
」

「
そ
れ
は
会
社
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
よ
、
べ
つ
に
」
と
ロ
ボ
ー
は
タ
バ
コ

に
に
火
を
つ
け
て
、
や
っ
と
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
た
感
じ
だ
っ
た
。

「
あ
ん
ま
り
が
っ
つ
く
も
ん
じ
ゃ
な
い
」

「
が
っ
つ
く
も
ん
か
。
お
れ
が
自
分
で
稼
い
だ
ん
だ
。
一
ペ
ニ
ー
に
い

た
る
ま
で
ね
。
そ
れ
に
文
句
は
な
い
だ
ろ
う
？
」（60︲1

）（5
）

　

こ
の
や
り
と
り
に
は
ま
ず
、
豊
ア
フ
ル
ー
エ
ン
ト
・
ソ
サ
エ
テ
ィ

か
な
社
会
に
向
か
っ
て
相
対
的
に
富

裕
化
す
る
労
働
者
階
級
の
姿
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ

注
目
し
た
い
の
は
、
ア
ー
サ
ー
の
怒
り
は
労
働
者
階
級
を
搾
取
し
て
利
潤

を
得
る
中
産
階
級
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
税
金
を
取
る
国
家

0

0

0

0

0

0

0

言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
世
代
の
断
絶
、
つ
ま
り
個
人
主
義
と
集
団
主

義
や
文
化
と
社
会
の
断
絶
を
そ
の
内
容
と
す
る
よ
う
な
世
代
の
断
絶
は
、

歴
史
上
初
め
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
一
九

五
〇
年
代
イ
ギ
リ
ス
で
あ
り
、
そ
の
五
〇
年
代
の
労
働
者
階
級
も
ま
た
、

一
九
二
〇
年
か
ら
三
〇
年
代
と
い
う
「
一
世
代
前
」
と
の
分
断
の
感
覚

―
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
忘
却

―
に
お
い
て
世
界
を
認
識
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2
　
お
れ
た
ち
の
怒
り
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か

　

ア
ラ
ン
・
シ
リ
ト
ー
。「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
の
中
で
も
、「
本
当
の
」

労
働
者
階
級
出
身
の
作
家
で
あ
り
、
そ
の
作
品
は
そ
れ
ゆ
え
に
労
働
者
階

級
の
真
正
な
る
怒
り
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
作
家
で
あ
る
。
そ

の
シ
リ
ト
ー
の
デ
ビ
ュ
ー
作
、
一
九
五
八
年
出
版
の
『
土
曜
の
夜
と
日
曜

の
朝
』
の
主
人
公
、
ア
ー
サ
ー
・
シ
ー
ト
ン
は
確
か
に
怒
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
彼
の
怒
り
は
誰
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
か
。
イ
ギ
リ
ス
労
働
者
階

級
伝
統
の
「
や
つ
ら
と
お
れ
た
ち
」
の
「
や
つ
ら
」
は
、
ア
ー
サ
ー
に
と

っ
て
労
働
者
階
級
を
搾
取
す
る
中
産
階
級
で
あ
る
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。

で
は
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
ア
ー
サ
ー
の
怒
り
は
彼
の

認
識
す
る
と
こ
ろ
の
福
祉
国
家
の
全
体
的
な
状
況
に
漠
然
と
向
け
ら
れ
て
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最
小
単
位
た
る
（
核
）
家
族
へ
の
抵
抗
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

そ
の
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
ー
サ
ー
と
の
対
照
は
以
上
の
読
み
を
確
証
さ
せ
る
。

物
語
の
後
半
で
は
職
長
に
昇
進
す
る
ジ
ャ
ッ
ク
と
ア
ー
サ
ー
と
の
最
後
の

会
話
は
二
人
の
対
照
を
明
確
に
浮
き
彫
り
に
す
る
。

「
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」
と
ジ
ャ
ッ
ク
は
怒
り
も

せ
ず
思
い
や
り
の
あ
る
声
で
、
親
身
な
忠
告
を
し
た
。「
お
ま
え
は
折

れ
よ
う
と
し
な
い
ん
だ
か
ら
な
、
ア
ー
サ
ー
。
折
れ
る
つ
も
り
に
な
り

ゃ
、
人
生
は
楽
し
い
の
に
」

「
お
れ
は
楽
し
ん
で
る
ん
だ
ぜ
」
と
彼
は
大
き
な
声
で
い
っ
た
。「
お

ま
え
と
違
う
か
ら
っ
て
、
楽
し
ん
で
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
お
ま
え
に

は
お
ま
え
の
、
お
れ
に
は
お
れ
の
人
生
が
あ
る
ん
だ
。
お
ま
え
は
職
長

の
仕
事
と
賭
け
ご
と
に
う
ち
こ
む
し
、
お
れ
は
〈
ホ
ワ
イ
ト
・
ホ
ー

ス
〉
と
釣
り
と
女
漁
り
に
う
ち
こ
む
ん
だ
」（207

）

　

ア
ー
サ
ー
と
ジ
ャ
ッ
ク
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
楽
し
ん
で
い
る
」
と
い
う
ア

ー
サ
ー
は
正
し
い
。
ア
ー
サ
ー
自
身
は
と
も
か
く
、
ジ
ャ
ッ
ク
は
福
祉
資

本
主
義
の
体
制
を
肯
定
し
つ
つ
、
そ
の
枠
内
で
満
足
の
い
く
人
生
を
送
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
見
た
と
き
、
小
説
の
結
末
は
皮
肉
に
満
ち
て
い

る
。
ア
ー
サ
ー
は
最
終
的
に
彼
が
関
係
を
も
つ
女
性
の
う
ち
で
も
っ
と
も

ア
ー
サ
ー
と
は
対
極
的
な
、
富
裕
化
す
る
労
働
者
階
級
の
半
中
産
階
級
的

に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
に
は
、
税
金
は
ケ
イ

ン
ズ
主
義
的
な
福
祉
国
家
の
資
源
で
あ
り
、
ア
ー
サ
ー
の
週
給
十
四
ポ
ン

ド
は
そ
の
福
祉
資
本
主
義
の
成
功
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
が
、
ア

ー
サ
ー
は
そ
れ
を
認
め
な
い
。

　

い
や
、
こ
れ
は
労
働
者
階
級
伝
統
の
、
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
に

対
す
る
怒
り
の
変
奏
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
ア
ー
サ
ー
の
怒
り
は
そ
の
よ
う
な
一
貫
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

お
れ
か
ら
所
得
税
を
取
り
た
て
る
鼻
す
す
り
の
薄
の
ろ
、
家
賃
を
ま
き

あ
げ
る
や
ぶ
睨
み
の
豚
野
郎
、
そ
れ
に
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
う
る
さ
い
こ

と
を
い
う
あ
の
頭
で
っ
か
ち
も
だ
。
組
合
集
会
に
出
ろ
と
か
、
ケ
ニ
ヤ

で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
抗
議
文
に
署
名
し
ろ
と
か
。
な
ん
の
関
係

が
あ
る
っ
て
ん
だ
！
（141

）

　

ア
ー
サ
ー
の
怒
り
の
矛
先
は
税
金
を
取
り
た
て
る
国
家
や
家
賃
を
取
る

家
主
だ
け
で
は
な
く
、
組
合
集
会
や
マ
ウ
マ
ウ
団
の
弾
圧
へ
の
抗
議
運
動

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
社
会
主
義
者
に
も
向
け
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
す

で
に
政
治
的
な
保
守
派
と
急
進
派
と
い
う
区
別
は
存
在
せ
ず
、
ア
ー
サ
ー

を
と
り
ま
く
福
祉
国
家
の
状
況
を
生
み
出
す
も
の
（
労
働
党
も
そ
の
一

部
）
へ
の
憤
懣
が
、
ア
ー
サ
ー
を
「
理
由
な
き
反
抗
」
へ
と
駆
り
立
て
る
。

同
僚
ジ
ャ
ッ
ク
の
妻
ブ
レ
ン
ダ
と
の
不
倫
も
、
福
祉
国
家
を
成
立
さ
せ
る
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過
去
の
回
想
は
第
二
次
世
界
大
戦
を
こ
え
て
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は

皆
無
で
あ
る
し
、
ア
ー
サ
ー
の
父
親
は
テ
レ
ビ
に
魂
を
奪
わ
れ
た
、
豊
か

で
堕
落
し
た
労
働
者
と
し
て
し
か
表
象
さ
れ
な
い
。
な
に
よ
り
も
、『
土

曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
を
イ
ギ
リ
ス
小
説
に
お
け
る
「
人
間
の
成
長
の
物

語
」
の
系
譜
に
お
い
て
み
た
と
き
、
こ
の
作
品
の
特
徴
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
階
級
上
昇
と
人
間
の
成
長
が
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
一
九
世
紀
の

教
養
小
説
と
比
較
し
た
場
合
に
、
ま
た
少
な
く
と
も
労
働
者
階
級
か
ら
の

階
級
上
昇
と
成
長
が
切
り
離
せ
な
い
ハ
ー
デ
ィ
か
ら
ロ
レ
ン
ス
に
い
た
る

小
説
と
比
較
し
た
場
合
に
、
こ
の
作
品
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
は
「
主
人

公
の
階
級
的
環
境
に
変
化
が
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
も
し
主
人
公
に
「
成

長
」
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
心
の
中
で
そ
の
よ
う
な
環
境
と
折
り
合
い

を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
だ（

6
）。
確
実
に
変
化
し
て
い
た
は
ず
の

労
働
者
階
級
の
生
活
は
、
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
を
解
決
す
る
た
め
に
変
化
す

る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
過
去
に
誰
か
の
手
に

よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
考
え
る
必
要
は
な
い
。

こ
の
小
説
は
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
る
感
情
と
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な

感
情
の
共
通
性
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

―

お
れ
た
ち
／
私
た
ち
は
貧
し
さ
か
ら
抜
け
出
し
た
。
せ
っ
か
く
抜
け
出
し

た
の
に
、
な
ぜ
一
世
代
前
の
「
被
害
者
」
の
顔
を
お
し
つ
け
る
の
か
。
そ

れ
な
り
に
楽
し
い
現
在
を
謳
歌
し
て
何
が
悪
い
の
だ
。
確
か
に
ア
ー
サ
ー

な
生
活
を
期
待
す
る
ド
ー
リ
ー
ン
と
の
結
婚
を
決
意
す
る
。
ア
ー
サ
ー
が

最
後
の
場
面
で
釣
り
上
げ
る
魚
は
ア
ー
サ
ー
自
身
で
あ
る
。
小
説
の
結
末

に
お
い
て
、
彼
の
福
祉
国
家
に
対
す
る
抵
抗
は
失
敗
に
向
か
う
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
外
形
的
な
部
分
を
見
る
と
、
こ
の
小
説
は
そ
の
「
怒
り
」

に
も
か
か
わ
ら
ず
福
祉
国
家
の
現
状
を
肯
定
す
る
文
学
、
レ
イ
モ
ン
ド
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
五
〇
年
代
文
学
の
「
新
た
な
形
式
」
と
呼
ぶ
、「
逃
避
」

を
主
題
と
し
、「
労
働
者
階
級
の
生
活
の
連
続
性
の
感
覚
」
を
失
っ
た
文

学
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
（Politics and Letters 

272

）。
さ
ら
に
は
最
悪
の
場
合
、
ジ
ェ
ド
・
エ
ス
テ
ィ
が
初
期
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
と
も
に
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
の
特
徴
と
し
た
、

「
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
」
と
し
て
の
労
働
者
階
級
の
生
活
を
報
告
す
る
自

己
民
族
誌
的
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
労
働

者
階
級
の
生
活
は
そ
れ
自
体
が
社
会
的
で
政
治
的
で
も
あ
る
よ
う
な
全
体

的
「
文
化
」
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
ひ
と
つ
の
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と

し
て
の
文
化
に
縮
減
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

確
か
に
、
ア
ー
サ
ー
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
た
五
〇
年
代
労
働
者
階
級
の

生
活
は
、
歴
史
性
な
き
「
環
境
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

そ
の
と
き
に
忘
却
さ
れ
る
の
は
、
ア
ー
サ
ー
の
お
か
れ
た
「
環
境
」
が
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
述
べ
る
よ
う
な
労
働
者
階
級
の
生
活
の
変
化
を
と
も
な

っ
た
連
続
性
の
成
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
端
的
に

は
そ
れ
は
、
世
代
の
断
絶
の
感
覚
と
し
て
表
れ
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
サ
ー
の
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れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
す
べ
て
の
人
び
と
の
た
め
の
平
等
な
機
会
を
確
立

し
、
貧
富
の
極
端
な
差
を
廃
絶
す
る
こ
と
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
国ピ

ー
プ
ル民
の
経
済
的
な
運
命
は
特
権
的
な
少
数
の
所
有
者
た
ち
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
信
ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち

は
経
済
的
な
権
力
を
国ネ
ー
シ
ョ
ン民の
手
に
ゆ
だ
ね
る
事
業
に
着
手
し
た
。

第
三
に
、
資
本
主
義
は
、
非
効
率
と
失
業
に
よ
っ
て
、
機
械
が
私
た
ち

に
与
え
て
く
れ
た
生
産
能
力
を
無
駄
に
し
て
い
る
と
信
ず
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
私
た
ち
は
国ネ

ー
シ
ョ
ン民の
生
産
力
を
拡
大
し
、
大
量
の
失
業
を
な
く
し
、

国ピ
ー
プ
ル民
の
生
活
水
準
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
着
手
し
た
。

第
四
に
、
繁
栄
し
分
別
の
あ
る
民
主
主
義
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
も
会
議
室
と
国
会
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
産
業
に
お
い
て
も

豪
壮
な
そ
れ
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
た
ち
は
人
間
の
尊

厳
と
個
人
の
自
由
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
。

　

私
た
ち
は
み
な
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
日
常
生
活
を
送
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
場
で
は
よ
り
多
く
の
よ
り
よ
い
製
品
を
生
産
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
余
暇
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
活
を
よ
り
広

く
、
よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。（T

he Labour Party 3︲4

）

は
そ
の
よ
う
な
感
情
に
対
し
て
漠
然
と
怒
る
の
だ
が
、
そ
の
怒
り
が
真
の

意
味
で
社
会
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

3
　
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
危
機

　

し
か
し
こ
の
小
説
の
「
福
祉
国
家
批
判
」
は
、
も
う
少
し
真
剣
に
受
け

取
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、

『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
に
お
け
る
、
労
働
者
階
級
の
生
活
の
「
変
化

の
連
続
性
」
の
拒
絶
は
、
文
化
（
個
人
の
成
長
）
と
社
会
（
階
級
生
活
の

変
化
）
と
の
あ
い
だ
の
分
離
と
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
が
、
文
化
と
社
会

の
分
離
は
同
時
代
の
労
働
党
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
危
機
で
も
あ
っ
た
か
ら

だ
。
そ
の
意
味
で
ア
ー
サ
ー
の
労
働
党
に
対
す
る
不
信
に
は
真
正
な
部
分

も
あ
る
。

　

一
九
五
一
年
に
保
守
党
に
政
権
の
座
を
明
け
渡
す
ま
で
の
労
働
党
の
政

策
は
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
メ
リ
ト
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
福
祉
資
本
主

義
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
九
年
の
労
働
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

『
労
働
党
は
イ
ギ
リ
ス
に
信
を
置
く
』
で
示
さ
れ
る
四
原
則
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

第
一
に
、
機
会
の
不
平
等
と
富
の
は
な
は
だ
し
い
不
平
等
は
、
道
徳
的

に
不
公
正
で
あ
り
、
経
済
的
に
有
害
で
あ
る
と
私
た
ち
は
信
ず
る
。
そ
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化
と
は
、
労
働
者
階
級
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
取
り
急
ぎ
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
言
う
「
文

化
」
と
は
社
会
と
区
別
不
可
能
な
意
味
で
の
文
化
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
し

か
し
こ
の
時
代
に
、
社
会
主
義
者
自
身
の
あ
い
だ
に
「
文
化
」
と
「
社

会
」
の
分
断
が
生
じ
た
、
も
し
く
は
現
在
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
が
生
じ
た
よ

う
に
見
え
る
。
一
九
六
四
年
に
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
次
の
よ
う
に

書
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
分
断
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

今
日
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
「
専
門
的
＝
技
術
工
学
的
な
」
批
評
（
ク
ロ

ス
ラ
ン
ド
、
シ
ョ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
）
も
、「
倫
理
的
な
」
批
評
（
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
）
も
、
歴
史
的
な
基
礎
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
に

重
要
で
あ
る
。（16

）

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
に
言

う
こ
と
に
よ
っ
て
「
文
化
」
派
と
「
社
会
」
派
の
分
断
を
記
述
し
て
い
る

の
か
、
そ
れ
と
も
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
創
造
し
て
い
る
の
か
不
分
明
で

あ
る
と
い
う
点
だ
。
な
ん
に
せ
よ
、
ア
ト
リ
ー
政
権
も
含
む
イ
ギ
リ
ス
労

働
党
を
支
え
た
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
や
シ
ョ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
っ
た
知
識
人

は
「
専
門
的
＝
技
術
工
学
的
な
」
批
評
と
特
徴
付
け
ら
れ
て
お
り
、
い
っ

ぽ
う
で
お
そ
ら
く
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
感
情
や
倫
理
に
重
点
を
置
く
社
会
主
義
者
の
一
派
は
「
倫
理
的

　

例
え
ば
第
一
原
則
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
上
は
美
し
く
大
い
に
結
構
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
平
等
な
機
会
を
す
べ
て
の
人
に
、
と
い
う
メ
リ
ト

ク
ラ
シ
ー
的
な
理
想
。
ま
さ
に
そ
の
「
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉

は
、
当
時
の
労
働
党
の
若
き
知
識
人
マ
イ
ケ
ル
・
ヤ
ン
グ
の
『
メ
リ
ト
ク

ラ
シ
ー
の
勃
興
』
に
よ
る
造
語
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
理
想
は

解
放
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
抱
え
た
よ

う
な
二
面
性
、
つ
ま
り
個
人
主
義
的
で
競
争
的
な
社
会
の
根
本
的
な
部
分

で
の
肯
定
と
い
う
裏
面
も
抱
え
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ヤ
ン

グ
と
と
も
に
当
時
の
労
働
党
を
知
的
に
導
い
た
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ク
ロ
ス
ラ

ン
ド
の
『
社
会
主
義
の
未
来
』
で
の
言
葉
を
付
け
加
え
れ
ば
そ
の
意
味
は

明
ら
か
だ
ろ
う
。
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
は
「
私
た
ち
は
諸
個
人
が
幸
福
に
な
り
、

裕
福
に
な
り
、
か
つ
て
は
上
流
階
級
の
み
に
限
ら
れ
た
贅
沢
を
享
受
し
て

い
る
姿
を
目
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
階

級
な
き
社
会
に
向
け
た
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
す
で
あ
ろ
う
こ
と
」
を
高

ら
か
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
（Crosland 253

）。『
労
働
党
は
イ
ギ
リ
ス

に
信
を
置
く
』
の
第
二
原
則
以
降
、
そ
し
て
引
用
し
た
付
言
の
部
分
は
、

『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
に
お
い
て
ジ
ャ
ッ
ク
が
「
楽
し
も
う
」
と
し

て
い
た
豊
か
な
労
働
者
階
級
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
労
働
党
の
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
が
力
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
の
は
、「
文
化
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
文
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っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
軍
服
を
着
た
女
性
が
彼
を
取
り
押
さ
え
て
警
察
に

突
き
出
そ
う
と
す
る
。
男
は
死
ん
だ
ば
か
り
の
母
親
の
た
め
に
、
飾
っ
て

あ
っ
た
花
瓶
が
欲
し
か
っ
た
の
だ
と
許
し
を
請
う
。
野
次
馬
の
あ
い
だ
に

は
同
情
の
声
が
あ
が
り
、
ア
ー
サ
ー
も
軍
服
の
女
に
本
能
的
な
敵
意
を
感

じ
、
男
に
逃
げ
る
よ
う
け
し
か
け
る
。
こ
こ
ま
で
は
労
働
者
階
級
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
感
情
の
あ
り
方
が
胸
を
打
つ
場
面
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
後

に
続
く
場
面
で
あ
る
。
結
局
男
は
逃
げ
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、

そ
の
場
を
去
っ
た
ア
ー
サ
ー
は
酔
っ
ぱ
ら
い
運
転
の
自
動
車
に
あ
や
う
く

轢
か
れ
そ
う
に
な
る
。
腹
を
立
て
た
ア
ー
サ
ー
と
フ
レ
ッ
ド
は
そ
の
自
動

車
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
い
う
狼
藉
に
出
る
。

　

こ
こ
で
ア
ー
サ
ー
は
、
憐
れ
な
貧
し
い
男
を
救
え
な
か
っ
た
義
憤
を
、

中
産
階
級
の
象
徴
た
る
自
動
車
に
ぶ
つ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
の

と
こ
ろ
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
自
動
車
は
、
ま
ず
は
職

長
ロ
ボ
ー
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

ロ
ボ
ー
は
乗
用
車
を
も
っ
て
い
る

―
た
だ
し
中
古
の
モ
ー
リ
ス
だ

―
し
、
高
級
住
宅
地
の
半
独
立
家
屋
に
住
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
気
ど

り
が
ア
ー
サ
ー
に
は
気
に
く
わ
な
い
。
ふ
た
り
と
も
根
本
的
に
は
お
な

じ
種
類
の
人
間
な
の
だ
し
、
し
た
が
っ
て
ロ
ボ
ー
が
も
し
自
分
と
同
じ

よ
う
な
四
部
屋
の
家
に
住
ん
で
い
た
ら
も
っ
と
親
し
み
が
も
て
る
だ
ろ

う
。（39

）

な
」
批
評
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。（
そ
れ
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
代
表
さ

せ
て
い
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
は
論
じ
な
い
。）

　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
は
ア
ト
リ
ー
政
権
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
分

析
し
て
、
功
利
主
義
的
で
テ
ク
ノ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち

な
ク
ロ
ス
ラ
ン
ド
ら
が
じ
つ
の
と
こ
ろ
十
分
倫
理
的
な
社
会
主
義
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
問
題
は
そ
の
よ
う
に
反
論
し
て
も
問
題
の

分
断
そ
の
も
の
は
保
存
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
功
利
主

義
的
な
社
会
政
策
と
倫
理
的
な
社
会
認
識
・
実
践
と
の
あ
い
だ
に
分
断
が

生
じ
た
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
の
生

活
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
「
文
化
」
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
限
定
を
こ
う
む
る

前
の
労
働
者
階
級
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
全
体
的
「
文
化
」
が
、
一
瞬
顔
を
覗

か
せ
る
場
面
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
、
こ
の
後
述
べ
る
よ
う
に
は

か
な
く
消
え
去
る
の
だ
が
。
し
か
し
そ
の
過
程
が
、
労
働
党
の
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
語
っ
て
あ
ま
り
あ

る
の
で
、
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

第
六
章
で
は
酔
っ
払
っ
て
パ
ブ
で
喧
嘩
を
し
た
ア
ー
サ
ー
と
友
人
の
フ

レ
ッ
ド
が
、
酒
場
か
ら
ビ
ー
ル
の
ジ
ョ
ッ
キ
を
手
に
ふ
ら
ふ
ら
と
出
て
き

て
葬
儀
屋
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
を
の
ぞ
き
込
む
男
を
目
撃
す
る
。
す
る

と
そ
の
男
は
ジ
ョ
ッ
キ
を
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
た
た
き
つ
け
、
窓
を
割
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4
　
変
化
の
連
続
性
へ

　

本
論
で
は
か
な
り
不
穏
当
な
比
較
を
行
っ
た
こ
と
に
筆
者
は
意
識
的
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
／
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
直

面
す
る
ジ
レ
ン
マ
と
五
〇
年
代
の
労
働
者
階
級
の
そ
れ
を
、「
文
化
と
社

会
の
分
断
」
と
い
う
糸
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
。

　

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
比
較
を
行
う
目
的
は
、
そ
こ
に
共
通
の
解
決
策
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
な
解
決
策
が
。

　

あ
ら
ゆ
る
「
解
決
策
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
提
示
す
る
そ

れ
も
非
常
に
限
定
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

個
人
の
変
化
（
成
長
）
と
世
代
を
こ
え
た
社
会
の
変
化
（
成
長
）
を
結
び

つ
け
て
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
見
る
よ
う
な
文
学
を
評
価
す
る
方
法
を
私
た

ち
が
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
評
価
の
対
象
に
な
り
う
る

二
つ
の
作
品
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
の
『
辺
境
』
と
、
キ
ャ
ロ
リ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ド
マ
ン
の
『
あ
る
善
良

な
女
性
の
た
め
の
風
景
』
で
あ
る
。
詳
し
く
は
別
論
を
待
つ
し
か
な
い
が
、

こ
の
二
つ
の
作
品
は
自
分
の
世
代
と
親
の
世
代
と
の
あ
い
だ
を
往
還
し
、

労
働
者
階
級
（
の
男
性
と
女
性
）
の
生
活
の
中
に
あ
る
「
変
化
の
連
続

性
」
を
見
す
え
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
も
の
の
、
筆
者
／
主
人
公
が
労
働
者
階
級
か

　

ロ
ボ
ー
と
は
言
っ
て
み
れ
ば
物
語
の
後
半
で
職
長
と
な
る
ジ
ャ
ッ
ク
の

将
来
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
乗
用
車
は
、
ア
ー
サ
ー
と
「
根

本
的
に
お
な
じ
種
類
の
人
間
」
で
あ
る
は
ず
の
人
間
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
乗
用
車
の
持
ち
主
た
ち
は
、
労
働
党
と
同
じ
く
労
働
者
階
級
を

「
裏
切
っ
た
」
者
た
ち
だ
。
葬
儀
屋
の
ウ
イ
ン
ド
ウ
を
割
る
男
に
対
す
る

ア
ー
サ
ー
の
階
級
的
連
帯
心
は
、
そ
の
直
後
に
富
裕
化
す
る
労
働
者
階
級

内
部
で
の
微
細
な
、
し
か
し
重
要
な
差
異
に
対
す
る
怒
り
へ
と
ず
ら
さ
れ

て
い
く
。
本
当
に
怒
り
を
向
け
る
べ
き
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
階

級
内
部
の
分
断
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
。
ア
ー
サ
ー
の

怒
り
は
、
分
断
そ
の
も
の
に
は
向
か
う
も
の
の
そ
の
原
因
に
向
か
う
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
自
体
が
、
彼
が
労
働
者
階
級
の
生
活
の
「
変
化
の
連
続

性
」
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
に
関
し
て
述
べ
た
の
と
お
な
じ
こ
と
を
こ
こ
で
も
述
べ
る
必
要
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
サ
ー
の
願
望
（
ま
た
は
怒
り
）
は
い
か
に
否
定
的

な
も
の
に
見
え
よ
う
と
も
、
い
か
に
五
〇
年
代
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
少
な
く
と
も
「
そ

の
よ
う
な
社
会
で
は
な
い
社
会
」
を
求
め
る
願
望
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

だ
。
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ら
の
作
品
の
「
評
価
」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
の
歴
史
的
必
然
性

の
評
価
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
／
第
三

波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
「
物
語
」
も
必
然
的
で
あ
る
し
、
シ
リ
ト
ー
の
「
物

語
」
も
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
生
の

必
然
性
と
い
か
に
交
錯
す
る
の
か
。
文
学
を
「
評
価
」
す
る
こ
と
と
は
そ

の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ら
大
学
で
教
え
る
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
へ
と
「
階
級
上
昇
」
し
た
こ
と
を
共

通
の
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
し
か
し
単
に
個
人
が
社
会
の

「
は
し
ご
」
を
昇
る
物
語
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
先
に
触
れ
た
ブ
ル
ー

ス
・
ロ
ビ
ン
ズ
が
述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
共
通
善
＝
公
益
」
を
個
人

の
物
語
の
な
か
に
見
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
た
め
の
重

要
な
視
点
が
「
世
代
を
こ
え
た
変
化
の
連
続
性
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

（
1
）
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状
況
の
代
表
作
と
し
て
の

『
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
日
記
』
読
解
に
つ

い
て
はM

cRobbie

（
第
一
章
）
も
参
照
。
こ
の
後

述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
の
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批

判
と
し
て
も
っ
と
も
先
鋭
な
も
の
と
し
て
はH

en-
nesy

を
参
照
。
ま
た
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状

況
を
も
っ
と
も
早
く
、
一
九
八
二
年
に
描
い
て
み
せ

た
の
は
キ
ャ
リ
ル
・
チ
ャ
ー
チ
ル
の
『
ト
ッ
プ
・
ガ

ー
ル
ズ
』
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
エ
グ
リ
ン
ト

ン
を
参
照
。

（
2
）
た
だ
し
、
竹
村
和
子
編
『〝
ポ
ス
ト
〞
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
』
に
お
け
る
「
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
は
、
実

質
的
に
は
こ
の
後
述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
の
第
三
波

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問
題
圏
を
大
き
く
共
有
す
る
も
の

で
あ
る
。
竹
村
ら
が
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う

呼
称
を
使
用
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
序
文
を

参
照
。

（
3
）
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
世
代
の
問
題
に
つ
い
て
は

H
enry

を
参
照
。
ま
た
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お

け
る
「
個
人
主
義
」
の
重
要
性
を
説
くBudgeon

の
第
7
章
も
ま
た
世
代
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（
4
）
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状
況
と
第
三
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
つ
い
て
は
三
浦
を
参
照
。

ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
、
後
期
資
本
主
義
＝
ポ

ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
流
動
的
な
女
性
の

労
働
力
が
「
支
配
的
」
に
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
状
況
に
お
け
る
労

働
を
考
え
る
こ
と
は
後
期
資
本
主
義
そ
の
も
の
を
考

え
る
こ
と
で
あ
る
。

（
5
）『
土
曜
の
夜
と
日
曜
の
朝
』
か
ら
の
引
用
は
、
永
川

訳
を
参
照
し
、
必
要
な
場
合
は
適
宜
修
正
を
加
え
た
。

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
河
野
も
参
照
。
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