
言語社会　第 13号　　40

た
し
か
に
、
父
権
的
な
父
の
名
に
抗
い
違
反
す
る
よ
う
な
情
念
に
か
ら
れ

た
恋
愛
と
し
て
の
姦
通
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
身
分
・
地
位
や
土
地
・
財
産
の

継
承
に
か
か
わ
る
契
約
と
し
て
の
結
婚
と
二
項
対
立
を
な
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
な
い
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
愛
が
、
よ
り
適
切
に
は
、

（
い
つ
も
す
で
に
脱
修
辞
化
を
と
も
な
う
）
愛
の
修
辞
的
比
喩
形
象
・
フ

ィ
ギ
ュ
ア
が
、
恐
怖
・
憐
憫
・
自
由
と
と
も
に
構
成
す
る
情
念
こ
そ
が
こ

の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
の
決
定
・
規
定
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
そ
の

テ
ク
ス
ト
が
舞
台
に
か
け
表
象
す
る
の
は
、
た
ん
に
、
富
と
階
級
の
社
会

的
不
平
等
あ
る
い
は
暴
君
的
な
父
の
気
ま
ぐ
れ
に
起
因
す
る
、
落
涙
を
も

よ
お
す
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
悲
劇
的
状
況
だ
け
で
な
い（

2
）。
そ
れ
は
、
い

か
さ
ま
師
と
と
も
に
娼
婦
や
私
生
児
を
た
と
え
ば
パ
リ
に
増
や
す
よ
う
な
、

田
舎
と
都
市
の
対
立
を
裏
舞
台
と
す
る
人
口
問
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

1
　
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
と
倫
理
の
問
題

　

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
に
よ
っ
て
批
判
的

吟
味
さ
れ
る
「
倫
理
の
可
能
性
」
は
、
道
徳
の
問
題
と
は
明
確
に
区
別
さ

れ
て
い
る
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か（

1
）。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
が
、

ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
。

そ
こ
で
は
、
読
む
こ
と
を
め
ぐ
る
倫
理
性
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク

で
リ
ベ
ラ
ル
な
（
？
）
ト
ニ
ー
・
タ
ナ
ー
『
小
説
に
お
け
る
姦
通

―
契

約
と
違
反
』
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
保
守
的
な
ド
ニ
・
ド
・
ル
ー
ジ

ュ
モ
ン
『
愛
に
つ
い
て

―
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
』
に
み
ら
れ
る
解
釈
や
価

値
評
価
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
主
題
上
で
は
、
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か
り
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
だ
が
、
き
わ
め
て
実
践
的
で
功
利
主
義

的
な
表
現
を
使
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。「
自
分
の

言
い
た
い
こ
と
を
有
用
な
も
の
に
す
る
に
は
、
ま
ず
は
そ
れ
を
役
立
た
せ

る
人
に
聞
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
（D

e M
an 207

）、

あ
る
い
は
、「
人
に
役
に
立
ち
た
い
と
思
う
な
ら
田
舎
で
読
ん
で
も
ら
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」（
ル
ソ
ー1: 31 

）
等
々
。

　

ド
・
マ
ン
に
よ
れ
ば
、『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
あ
る
無
視
す
べ
か
ら
ざ

る
部
分
に
お
い
て
、
倫
理
と
共
存
し
つ
つ
も
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ

れ
た
道
徳
性
・「
道
徳
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
功
利
主
義
の
言
説
に
属
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
、
た
と
え
ば
、

快
・
不
快
と
い
っ
た
単
位
に
も
と
づ
い
て
数
量
化
・
数
値
化
で
き
る
と
さ

れ
る
幸
福
へ
と
人
び
と
が
生
活
す
る
社
会
全
体
を
導
く
有
用
性
・
効
用
に

よ
っ
て
、
価
値
あ
る
い
は
意
味
と
い
う
も
の
を
理
解
・
把
握
す
る
功
利
主

義
の
思
想
が
、
啓
蒙
主
義
以
降
の
資
本
主
義
世
界
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
勃
興
・
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
歴
史
的
契
機
・
瞬
間
を
印
し
づ
け

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、
一
応
、
復
習
し
て
お
い
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

よ
う
な
思
想
ま
た
は
実
践
的
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
道

徳
性
は
、
英
国
の
場
合
で
い
う
な
ら
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の

感
傷
小
説
や
そ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
も
、
そ
し
て
ま
た
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
啓
蒙
主
義
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
や
ア
ダ

「
政
治
制
度
の
結
果
を
強
化
す
る
偏
見
と
世
論
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
各

国
の
住
民
を
国
土
の
い
く
つ
か
の
地
点
に
寄
せ
集
め
積
み
上
げ
て
、
そ
れ

以
外
の
土
地
を
荒
無
地
に
砂
漠
に
な
る
に
ま
か
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

首
府
を
華
々
し
く
す
る
た
め
に
諸
国
の
人
口
は
減
少
す
る
」（
ル
ソ
ー1: 

28 

）。

　

と
は
い
え
、
主
体
や
意
識
と
そ
の
対
象
や
自
然
・
他
者
と
の
間
に
存
在

す
る
、
言
語
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
困
難
、
解
読
・
理
解
す
る
こ
と
の
不

可
能
性
と
密
接
に
か
か
わ
る
倫
理
の
議
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
実
践
的
理
性
の

叡
智
に
か
か
わ
る
類
の
も
の
と
も
、
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
。『
新
エ
ロ

イ
ー
ズ
』
の
「
第
2
の
序
文
」
に
お
い
て
す
で
に
、
の
ち
に
取
り
上
げ
る

い
わ
ば
修
辞
的
疑
念
を
か
か
え
た
「
批
判
的
モ
ラ
リ
ス
ト
」
た
る
ル
ソ
ー

―
姦
通
や
不
倫
に
か
か
わ
る
こ
と
で
陥
っ
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
悲
劇

の
状
況
の
も
と
お
決
ま
り
の
主
人
公
と
な
る
ジ
ュ
リ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
指
示
対
象
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
指
示
性

（referentiality

）
に
つ
い
て
、「
彼
女
た
ち
は
、
仮
に
存
在
し
た
と
し
て

も
、
も
う
存
在
し
な
い
の
で
す
」（
ル
ソ
ー1: 41 

）
と
い
っ
た
言
説
を
織

り
込
む
な
ど
単
純
な
意
味
を
表
現
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
ル
ソ
ー

―
と

は
差
異
化
さ
れ
る
、「
実
践
的
叡
智
の
人
」
で
あ
る
ル
ソ
ー
は
な
る
ほ
ど

た
し
か
に
、
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
本
が
結

果
と
し
て
社
会
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
有
用
（useful

）
で
あ
り
た
い
と

い
う
欲
望
を
素
朴
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
、
そ
し
て
、
少
し
ば
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ド
・
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
確
認
し
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
な
い

だ
ろ
う（

4
）。
ま
ず
と
り
あ
え
ず
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
分
析
と
し
て

も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
脱
構
築
批
評
・「
理
論
」
は
、
理
論
的
に
理

解
・
判
断
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
の
み
な
ら
ず
選
択
・
決
定
を
と
も
な
う

実
践
・
行
為
を
突
き
動
か
す
も
の
と
し
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
、
読
む
と

い
う
行
為
は
、
た
と
え
ば
、
政
治
的
・
経
済
的
制
度
を
「
転
倒
」
す
る
改

変
や
変
革
に
も
通
じ
る
法
的
な
次
元
・
審
級
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
、
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

『
信
仰
告
白
』
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
、
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
一
組

の
主
張
に
行
き
着
く
と
い
う
意
味
で
、
字
義
ど
お
り
「
読
解
不
可
能
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
こ
の
一
組
の
主
張
は
、
た

ん
に
中
立
的
で
事
実
確
認
的
な
（constative

）
陳
述
・
言
明
な
ど
で

は
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
た
ん
な
る
言
明
・
言
表
か
ら
行
為

へ
と
移
行
す
る
よ
う
要
請
す
る
勧
告
的
な
遂
行
行
為
（perform

a-

tives

）
な
の
だ
。
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
に
選
択
を
迫
り
つ
つ
も
い
か

な
る
選
択
を
し
よ
う
と
も
そ
の
基
盤
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た

主
張
・
陳
述
は
、
そ
の
判
断
力
が
確
か
（judicious

）
で
も
な
け
れ
ば

公
正
（just
）
で
も
あ
り
え
な
い
よ
う
な
裁
判
に
よ
る
決
定
（a 

judi-

cial 
decision

）
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
語
っ
て
い
る
の
だ
。
…
…
そ
こ
で

決
定
さ
れ
た
評
決
・
判
決
は
、
自
ら
が
有
罪
と
し
て
宣
告
し
た
罪
を
、

ム
・
ス
ミ
ス
の
モ
ラ
ル
・
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
と
も
、
異
質
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
が
働
き
悪
徳

の
追
求
が
社
会
に
お
け
る
徳
あ
る
い
は
公
共
善
を
産
み
出
す
資
本
主
義
の

市
場
を
補
足
す
る
道
徳
的
感
情
と
し
て
の
共
感
や
市
民
た
ち
の
間
に
相
互

に
結
ば
れ
る
は
ず
の
絆
・
人
間
的
な
共
同
体
・
協
働
体
と
か
、
性
善
説

―
自
然
の
秩
序
と
対
応
・
呼
応
す
る
と
想
定
さ
れ
る
人
間
の
本
性

（nature

）
が
善
で
あ
る
と
い
う
考
え

―
と
か
と
い
っ
た
も
の
と
は
、

む
し
ろ
対
照
的
に
、
文
明
化
さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
一
種
の
性
悪
説
や
堕

落
の
歴
史
観
に
立
つ
ル
ソ
ー
の
道
徳
的
説
教
や
教
訓
話
は
、
提
示
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
啓
蒙
主
義
・
古
典
主
義
か
ら
ロ
マ

ン
主
義
へ
の
進
展
の
途
上
に
主
題
化
・
問
題
化
さ
れ
た
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ

の
思
想
や
文
学
と
は
別
に
、
19
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
以
降
に
善
・
悪

（good and evil

）
と
い
う
二
項
対
立
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
階
級
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
た
2
つ
の
物
語
範
型
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」・

「
メ
ロ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
が
孕
ん
で
い
た
道
徳
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し

た
道
徳
の
束
縛
か
ら
の
感
情
・
情
動
を
武
器
に
し
た
解
放
で
あ
る
か
に
み

え
た
19
世
紀
末
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
煽
情
小
説
と
も
、
ル
ソ
ー

の
功
利
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
差
異
・
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（

3
）。

　

倫
理
と
読
む
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
じ
る
前
に
、
こ
こ

で
少
し
立
ち
止
ま
り
、「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
自
体
に
つ
い
て
、
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る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
結
論
づ
け
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
読
み
や
理

解
は
、
最
終
的
に
批
判
し
乗
り
越
え
た
と
思
う
こ
と
自
体
が
信
仰
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
て
い
な
い
分
、
改
心

し
た
場
合
よ
り
も
、
ま
す
ま
す
愚
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

『
信
仰
告
白
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
一
般
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
有
神

論
的
な
文
書
で
も
あ
る
し
、
そ
う
で
も
な
い
、
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を

す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
そ
こ
で
宣
言
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
信
念

の
単
純
な
否
定
な
ど
で
は
な
い
の
だ
。
そ
う
し
た
信
念
が
、
最
後
に
は
、

必
然
的
に
生
じ
る
こ
と
を
反
駁
不
能
な
や
り
方
で
明
ら
か
に
す
る
ル
ソ
ー

の
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
は
、
だ
が
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
信
念
が
逸
脱
的
な
も

の
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
読
解
不
可
能

（unreadable

）」
と
字
義
ど
お
り
呼
ば
れ
う
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ま
さ

に
こ
の
特
異
性
に
よ
っ
て
こ
そ
、
た
ん
に
中
立
的
で
「
事
実
確
認
的
な

（constative

）」
陳
述
・
言
明
な
ど
で
は
な
く
、「
た
ん
な
る
言
明
・
言

表
か
ら
行
為
へ
」
と
移
行
す
る
よ
う
要
請
す
る
「
勧
告
的
な
」「
遂
行
行

為
（perform

atives

）」
と
し
て
の
意
味
・
機
能
を
も
っ
て
い
る
、
絶
え

間
な
く
次
か
ら
次
へ
と
反
復
を
と
も
な
い
な
が
ら
。「
裁
判
に
よ
る
決
定

（a judicial decision

）
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
読
む
こ

と
の
不
可
能
性
を
明
ら
か
に
強
い
な
が
ら
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
勧

告
す
る
よ
う
な
言
語
の
「
遂
行
行
為
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

か
つ
て
一
般
に
流
布
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
記
号

自
ら
も
反
復
し
て
い
る
。（D

e M
an 245

）

ル
ソ
ー
の
教
育
論
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
な
か
に
宗
教
的

な
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
か
つ
ま
た
脱
構
築
的
に
主
客
転
倒
を
引
き
起
こ

す
入
れ
子
構
造
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
や
り
方
で
挿
入
さ
れ
た
『
サ
ヴ
ォ
ワ

の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
』
に
つ
い
て
読
み
の
行
為
を
お
こ
な
っ
た
ド
・

マ
ン
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
」
を
あ
ま
り

軽
々
に
受
け
と
め
て
は
な
ら
な
い
（D

e M
an 245

）、
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。

「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
に
つ
い
て
の
ド
・
マ
ン
の
説
明
は
、
さ
ら

に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
読
者
と
そ
の
意
味
・
機
能
と
の
関
係
に
か
か

わ
る
。
一
方
で
、
文
明
が
進
歩
し
て
し
ま
い
す
っ
か
り
市
民
や
社
会
の
堕

落
（
マ
ネ
ー
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
無
駄
話
に
耽
溺
す
る
社
交
界
あ
る
い
は

姦
通
・
不
倫
）
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
世
俗
化
し
て
し
ま
っ
た
世
界
に
毎

日
の
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
有
神
論
へ
の
改
心
を
し
か
る
べ
く
説
得
的
に

誘
い
促
す
『
信
仰
告
白
』
を
読
ん
で
、
そ
の
後
、
実
際
に
改
心
し
て
し
ま

う
よ
う
な
読
者
は
、
知
性
の
法
廷
か
ら
愚
行
の
罪
を
宣
告
さ
れ
る
。
他
方
、

信
仰
（belief

）

―
あ
る
い
は
、
世
俗
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
な
に

か
を
神
で
あ
る
か
の
ご
と
く
と
ら
え
る
信
念
や
信
用

―
な
ど
と
い
う
も

の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
像
崇
拝
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
を
内
包
す
る
よ

う
な
場
合
を
含
め
、
啓
蒙
さ
れ
た
精
神
が
あ
れ
ば
、
永
久
に
、
乗
り
越
え
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224

）
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
部
で
、
長
々
と
描
写
さ
れ

る
ク
ラ
ラ
ン
の
共
同
体
の
政
治
的
諸
相
と
ジ
ュ
リ
の
最
後
の
手
紙
文
に
お

け
る
宗
教
的
考
察
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
読
み
の
行
為
に
も
と
づ

く
答
え
が
、
こ
の
段
階
で
は
い
ま
だ
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
も
、

政
治
的
な
混
乱
の
「
文
学
的
な
」
昇
華
に
よ
っ
て
ル
ソ
ー
を
解
釈
・
診
断

し
た
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
方
向
性
で
論
を
進
め
て
み
る
な
ら
、

「
ル
ソ
ー
の
著
作
の
宗
教
的
な
側
面
を
心
理
的
・
政
治
的
な
諸
矛
盾
の
抑

圧
あ
る
い
は
昇
華
か
ら
生
じ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
上
部
構
造
と
し
て
考

察
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
」（D

e M
an 224

）、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』・『
エ
ミ
ー
ル
』・『
社
会
契
約
論
』
と
い
っ
た
主
要
テ

ク
ス
ト
で
は
、
緊
密
に
絡
み
合
っ
て
い
る
宗
教
的
な
要
素
と
政
治
的
な
要

素
の
関
係
性
は
け
し
て
平
穏
な
も
の
で
も
単
純
に
理
解
可
能
な
も
の
で
も

な
い
と
み
な
す
ド
・
マ
ン
の
提
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
な
る
ほ

ど
た
し
か
に
、
現
代
の
読
者
に
し
て
み
る
な
ら
ば
、『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』

の
よ
う
な
虚
構
的
テ
ク
ス
ト
と
『
エ
ミ
ー
ル
』・『
社
会
契
約
論
』
の
よ
う

な
理
論
的
テ
ク
ス
ト
は
ま
っ
た
く
結
び
つ
か
な
い
異
質
な
も
の
で
、
た
と

え
前
者
の
場
合
で
確
認
し
た
よ
う
に
不
倫
・
姦
通
の
テ
ー
マ
と
分
か
ち
が

た
い
政
治
制
度
の
議
論
が
宗
教
的
・
神
学
的
考
察
と
緊
密
な
相
互
関
係
が

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
各
テ
ク
ス
ト
の
主
題
や
「
意

味
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
倫
理
的
、
教
育
的
、
政
治
的
と
呼
ぶ
こ
と
に
落
ち

着
く
の
が
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

の
戯
れ
」
や
そ
の
手
の
記
号
論
的
な
「
ノ
ン
セ
ン
ス
」
論
と
は
異
な
る
も

の
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
・
マ
ン
の
い
う
「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ

ー
」
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
分
析
を
き
わ
め
て
厳
密
に
か
つ
明
確

に
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
提
示
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
意
味
の

働
き
や
作
用
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（D

e M
an 245

）。

　

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
の
脱
構
築
批
評
は
、

た
ん
な
る
「
主
体
化
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
解
釈
と
は
異
な
る
、
意
識
・

主
体
や
倫
理
の
問
題
に
は
還
元
さ
れ
な
い
後
期
資
本
主
義
の
金
融
資
本
と

市
場
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
分
析
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
置
く
な
ら
ば
、
倫
理
と

「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
真
・
偽
と
い
う
範
疇
」
と
の
相
同
的
な
結
び
つ
き
が
断
ち
切
ら
れ
区
別

さ
れ
た
「
正
・
誤
（
善
・
悪
）
と
い
う
価
値
」
に
も
と
づ
く
倫
理
的
評

価
・
判
断
の
問
題
は
、
文
学
的
・
心
理
学
的
な
も
の
と
の
関
連
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
政
治
的
な
も
の
や
宗
教
的
な
も
の
と
の
関
係
に

お
い
て
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
2
部

構
成
か
ら
な
る
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
を
論
じ
た
第
9
章
は
、
テ
ク
ス
ト
の

フ
レ
ー
ム
と
な
る
「
第
2
の
序
文
」
や
そ
の
要
と
な
る
第
1
部
を
締
め
く

く
る
ジ
ュ
リ
の
手
紙
に
注
目
し
な
が
ら
「
倫
理
的
な
価
値
評
価
の
発
生
」

（D
e M

an 220

）
ま
た
は
「
法
的
・
道
徳
的
権
威
の
起
源
」（D

e M
an 
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「
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
つ
ね
に
倫
理
的
で
あ
る
が
、
倫
理
的
と
い
う
術
語
が
指

し
示
し
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
異
な
る
価
値
体
系
〔
真
・
偽
（truth 

and falsehood

）
お
よ
び
正
・
誤
（right and w

rong

）
と
い
う
二
つ

の
価
値
体
系
〕
の
「
構
造
的
な
相
互
干
渉
」
で
あ
る
、
そ
し
て
、
こ
の
意

味
で
の
倫
理
は
、
主
体
の
意
志
（
挫
折
し
た
も
の
で
あ
れ
自
由
な
も
の
で

あ
れ
）
と
は
な
ん
ら
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
主
体
間
の
関
係

と
は
な
お
さ
ら
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
」（D

e 
M

an 
206

）
と

ド
・
マ
ン
は
述
べ
て
い
た
。
本
論
で
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー

『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
を
読
む
行
為
を
実
践
し
な
が
ら
ド
・
マ
ン
が
論
じ
て

い
る
の
は
、
主
体
と
言
語
と
の
関
係
に
存
す
る
の
と
は
別
の
タ
イ
プ
の
倫

理
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ま
た
、
ド
・
マ
ン
と
と
も
に
、『
新
エ
ロ
イ
ー

ズ
』「
第
2
の
序
文
」
に
立
ち
返
り
、
Ｎ
と
の
対
話
の
た
だ
な
か
、
作
者

ル
ソ
ー
で
あ
っ
て
ル
ソ
ー
で
な
い
Ｒ
が
、
自
身
の
テ
ク
ス
ト
を
「
読
む
こ

と
の
不
可
能
性
」
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
意
味
に
対
す

る
支
配
力
を
放
棄
す
る
契
機
に
、
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
告
白
は
、

こ
れ
ま
で
す
で
に
物
語
の
展
開
を
活
気
づ
け
て
き
た
本
来
備
わ
る
論
理
に

抗
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
論
理
ひ
い
て
は
分
節
化
さ
れ
た
物
語
の
展

開
を
自
ら
脱
構
築
的
に
「
脱
分
節
化
（disarticulate

）」
す
る
瞬
間
と
も

な
っ
て
い
る
（D

e 
M

an 
205

）。「
こ
う
し
た
反
転
は
、
語
り
手
の
関

心
・
利
害
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
価
値
評
価
の
転
換

こ
の
よ
う
に
分
断
化
・
断
片
化
す
な
わ
ち
物
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
多
種
多
様
か
つ
複
雑
に
主
題
化
（them

a-

tization

）
さ
れ
た
諸
主
題
・「
意
味
」
も
、
修
辞
的
構
造
・
レ
ト
リ
ッ
ク

の
観
点
か
ら
読
み
の
行
為
を
実
践
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
や
異

質
性
は
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（D

e 
M

an 

246

）。

2
　「
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
転
換
」
と
「
倫
理
的
」

　

さ
て
い
よ
い
よ
、
ド
・
マ
ン
の
「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
あ
る
い

は
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」（allegories 

of 
the 

im
possibility of reading

）
が
問
題
化
し
た
倫
理
と
は
、
い
か
な
る
も

の
だ
っ
た
の
か
、
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は
、

「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
を
物
語
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
」（5
）、
あ
る
い
は
、「
誤

読
」（
＝
脆
弱
な
誤
読
の
駆
逐
を
祝
福
す
る
挑
発
的
な
理
論
と
し
て
の
強

力
な
誤
読
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
、
ド
・
マ
ン

の
タ
ー
ム
で
あ
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
に
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
内
在
す
る
宿

命
的
機
能
が
言
及
さ
れ
て
い
る
つ
ま
り
言
語
は
常
に
自
ら
と
は
別
の
も
の

を
指
示
せ
ざ
る
を
え
ず
し
た
が
っ
て
言
語
の
意
味
は
決
定
的
な
意
味
に
達

す
る
こ
と
な
く
永
久
に
差
延
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
倫
理
的
」
と
い

う
タ
ー
ム
の
ほ
う
は
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
か
。
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訳
版
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
ド
・
マ
ン
の
「
理
論
」
に
お
い

て
、「
倫
理
（
あ
る
い
は
倫
理
性
と
い
う
べ
き
か
）
と
は
、
数
多
あ
る
言

説
形
式
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
」（D

e M
an 206

）。

　

倫
理
的
と
い
う
タ
ー
ム
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
2
つ
の
異
な
る
価

値
体
系
す
な
わ
ち
真
・
偽
お
よ
び
正
・
誤
と
い
う
2
つ
の
価
値
体
系
の
間

の
「
構
造
的
な
相
互
干
渉
」
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
さ
て
、
あ
ら
た
め
て

こ
の
2
つ
の
価
値
体
系
あ
る
い
は
次
元
・
レ
ヴ
ェ
ル
間
の
「
構
造
的
な
相

互
干
渉
」
と
は
、
な
ん
な
の
か
。
ド
・
マ
ン
の
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
「
理
論
」
に
お
い
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
脱

構
築
批
評
の
実
践
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
後
期
資
本
主
義
の
金
融
資
本
と
市

場
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
ほ
か
の
批
評
家
の
ど
の
よ
う
な
サ
ブ
テ
ク
ス

ト
と
と
も
に
、
ド
・
マ
ン
の
理
論
的
テ
ク
ス
ト
を
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
、

読
み
直
す
べ
き
か
。

　

こ
の
問
い
に
応
答
す
べ
く
、
本
論
が
そ
う
し
た
サ
ブ
テ
ク
ス
ト
と
し
て

提
案
し
て
み
た
い
の
が
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
『
政
治
的
無

意
識
』
で
あ
る
。
そ
の
第
1
章
「
解
釈
に
つ
い
て

―
社
会
的
象
徴
行
為

と
し
て
の
文
学
」
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
ド
・
マ
ン
の
脱
構
築

批
評
の
実
践
を
あ
る
や
り
方
で
「
誤
読
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
の
「
構
造
因
果
性
」
を
新
た
に
書
き
換
え
た
の
で
は
な
い
の
か
、

（shift
）
を
含
意
す
る
よ
う
な
犠
牲
あ
る
い
は
断
念
と
し
て
主
題
化
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
」（D

e M
an 206

）。
反
転
以
前
の
真
・
偽

と
い
う
二
極
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
内
で
生
起
し
価
値
体
系

と
物
語
が
、
互
い
に
衝
突
す
る
ど
こ
ろ
か
、
相
互
に
協
働
し
な
が
ら
進
行

し
て
き
た
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
第
1
部
に
お
け
る
情
念
の
物
語
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
か
た
ち
で
、
こ
の
読
解
不
可
能
性
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
場
合
に

は
、
真
・
偽
に
対
す
る
要
請
は
物
語
を
論
理
的
に
構
成
す
る
は
ず
の
シ
ン

タ
ッ
ク
ス
と
対
立
し
そ
れ
を
裏
切
る
か
た
ち
で
姿
を
あ
ら
わ
す
。

　

こ
こ
で
起
き
て
い
る
の
は
、「
真
・
偽
と
い
う
範
疇
」
と
「
正
・
誤
と

い
う
価
値
」
の
結
び
つ
き
が
断
ち
切
ら
れ
、「
語
り
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が

決
定
的
な
や
り
方
で
作
用
を
受
け
て
い
る
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
（D

e 

M
an 

206

）、
そ
し
て
、「
パ
ト
ス
か
ら
エ
ト
ス
へ
の
転
位
（displace-

m
ent

）」
に
か
か
わ
る
よ
う
な
「
こ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
変
化
（this shift 

in econom
y

）」
こ
そ
、
ド
・
マ
ン
が
「
倫
理
的
（ethical

）」
と
呼
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
」（D

e M
an 206

）。「
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
つ
ね
に
倫
理
的
で

あ
る
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
こ
と
を
、
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
倫
理
性
と
は
区
別
さ
れ
た
、「
道
徳
性
」
と
は
、

「
人
間
」・「
愛
」・「
セ
ル
フ
」
と
い
っ
た
観
念
を
産
み
出
し
た
も
の
と
同

じ
言
語
的
ア
ポ
リ
ア
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た

諸
観
念
の
原
因
や
帰
結
な
ど
で
は
な
い
。「
倫
理
的
な
調
性
へ
の
移
動
」

は
、「
言
語
的
な
混
乱
の
、
指
示
的
な
（
つ
ま
り
は
信
頼
で
き
な
い
）
翻
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ソ
ン
の
書
き
換
え
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
提
示
し
て
い
た
構
造

は
、
あ
る
社
会
編
制
体
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
関
係
づ
け
る
の
だ
が
、

各
要
素
は
各
々
そ
の
構
造
的
差
異
と
距
離
を
介
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
の
相
同
的
な
同
一
性
の
観
点
か
ら
関
係
づ
け
ら

れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
差
異
は
無
関
係
な
多
様
性
を
た
だ
や
み

く
も
に
作
り
出
す
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
関
係
性
を
発
生
さ
せ
る
概
念
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
（Jam

eson 41 

）。

　

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
ド
・
マ
ン
の
「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
を
彼
自

身
の
批
評
理
論
で
あ
る
「
政
治
的
無
意
識
」
に
よ
っ
て
「
誤
読
」
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
反
復
し
生
産
し
た
構
造
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
か
。

グ
レ
マ
ス
に
と
っ
て
は
、
諸
レ
ヴ
ェ
ル
間
の
構
造
的
相
同
性

―
意
味

の
四
角
形
は
こ
の
相
同
性
に
の
っ
と
っ
て
自
己
再
生
産
を
続
け
る

―

と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、

現
前
と
不
在
の
間
の
緊
張
関
係
に
、
つ
ま
り
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う

な
、
さ
ま
ざ
ま
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
可
能
性
（
産
出
、
投
影
、
代
償
、

抑
圧
、
転
位
）
に
の
っ
と
っ
た
か
た
ち
で
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
緊
張
関
係
に
、
強
力
に
組
み
換
え
再
構
造
化
す
る
の
で
あ

る
。（Jam

eson 48-49

）

こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
の
だ
。「
な
ぜ
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

が
構
造
的
全
体
性
を
執
拗
に
主
張
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
み
え
に
く
く

な
る
。
な
る
ほ
ど
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
力
説
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
各

レ
ヴ
ェ
ル
が
最
終
的
に
は
構
造
的
に
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
彼
が
こ
の
相
互
依
存
関
係
を
把
握
し
て
い
る

の
は
、
構
造
を
経
由
し
た
媒
介
（a m

ediation that passes through 

the structure

）
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
が
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
に

そ
の
ま
ま
折
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
よ
り
直
接
的
な
媒
介
（a 

m
ore im

m
ediate m

ediation

）
で
は
な
い
こ
と
は
、
だ
れ
の
目
に
も
明

ら
か
だ
。
と
な
る
と
、
構
造
因
果
性
と
い
う
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
概
念
の

哲
学
的
意
味
合
い
と
は
媒
介
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
弁
証
法
の
伝
統

の
な
か
で
再
帰
性
な
き
直
接
性
（unreflected 
im

m
ediacy

）
と
呼
び

な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
も
の
を
攻
撃
す
る
こ
と
ら
し
い
と
わ
か
っ
て
く
る
」

（Jam
eson 41

 

斜
字
体
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
）。
こ
の
よ
う
に
、
ス
タ
ロ
バ
ン

ス
キ
ー
の
媒
介
な
き
直
接
性
の
概
念
を
「
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
言

い
換
え
れ
ば
媒
介
の
問
題
に
よ
っ
て
批
判
す
る
こ
と
で
新
た
な
批
評
的
・

理
論
的
可
能
性
を
切
り
開
い
た
ド
・
マ
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ

ン
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
、
媒
介
性
に
つ
い
て
の
思
考

―
あ
る
い
は
い

ず
れ
構
造
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
あ
る
い
は
審
級
の
間
の
「
ト
ラ
ン
ス

コ
ー
ド
化
」・「
翻
訳
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
も
の

―
を
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
の
理
論
的
仕
事
に
突
き
付
け
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ム
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こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
諸
テ
ク
ス
ト
の
間
の
「
構
造
的
な
相

互
干
渉
」
ま
た
は
「
ト
ラ
ン
ス
コ
ー
ド
化
」
と
い
う
「
翻
訳
」
と
い
う
読

み
の
行
為
の
た
め
に
。

　

ド
・
マ
ン
が
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
は
常
に
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
」
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
と
き
、
具
体
的
な
読
み
の
実
践
と

し
て
は
、「
第
2
の
序
文
」
の
テ
ク
ス
ト
と
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
テ
ク

ス
ト
本
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。「『
序
文
』
が
そ
れ
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
し
て
く
れ
な
い

例
は
め
っ
た
に
あ
り
え
な
い
。
こ
の
『
序
文
』
は
そ
う
し
た
非
力
さ
を
無

知
の
認
識
と
し
て
主
題
化
す
る
が
、
今
度
は
テ
ク
ス
ト
本
体
が
そ
う
し
た

認
識
を
疑
問
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。『
序
文
』
は
テ
ク

ス
ト
本
体
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
逆
な
の
か
、
こ
の

時
点
で
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
み
き
わ
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」

（D
e M

an 205

）。
こ
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
修
辞
学
』
が
提
示
し
た
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」
の
よ
う
な
結
局

の
と
こ
ろ
主
体
の
回
復
を
約
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
は
根
本
的
に

異
な
る
、
語
り
手
や
物
語
の
構
造
を
論
じ
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
構
造
の

修
辞
的
様
式
は
、「
自
己
言
及
的
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
（D

e 

M
an 205

）。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
生
産
の
問
題
に
関
係
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
む

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
『
新
エ

か
く
し
て
、
文
学
構
造
体
は
、
諸
レ
ヴ
ェ
ル
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
に
申
し
分

な
く
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
裏
側
・「
思
考
さ
れ
ざ
る

も
の
」・「
語
ら
れ
ざ
る
も
の
」
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
の
政
治
的
無
意
識
と

ま
さ
に
い
う
べ
き
も
の
に
強
く
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
蝕
知
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
、
そ
の
よ
う
な
認
識
見
取
り
図
を
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
理

論
化
す
る
こ
と
に
な
る
。『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
要
と

な
る
第
1
部
を
締
め
く
く
る
ジ
ュ
リ
の
手
紙
に
修
辞
的
に
表
象
さ
れ
る
、

本
来
は
超
越
的
な
存
在
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
さ
ま
ざ
ま

な
形
式
や
比
喩
形
象
に
よ
っ
て
内
在
化
・
内
面
化
さ
れ
て
い
る
「
神
」、

あ
る
い
は
ま
た
、
ル
ソ
ー
と
い
う
作
者
で
あ
り
か
つ
ま
た
作
者
で
は
な
い

語
り
手
が
そ
の
姿
・
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
あ
ら
わ
す
「
第
2
の
序
文
」
は
、
テ

ク
ス
ト
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
な
る
最
初
の
「
序
」
と
は
異
な
り
、
テ
ク

ス
ト
本
体
が
生
産
さ
れ
る
途
中
に
、
そ
の
部
分
あ
る
い
は
「
部
分
の
部

分
」
と
し
て
別
の
か
た
ち
で
産
出
さ
れ
、
ま
る
で
、
お
ま
け
あ
る
い
は
代

補
と
し
て
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
全
体
構
造
自
体
を
決

定
的
な
や
り
方
で
た
だ
し
「
読
解
不
可
能
性
」・「
決
定
不
可
能
性
」
を
引

き
起
こ
す
よ
う
に
規
定
し
て
し
ま
う
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
、
ド
・
マ
ン

の
脱
構
築
的
な
読
み
の
実
践
と
と
も
に
省
察
す
る
と
き
に
、
傍
ら
に
お
い

て
再
読
す
べ
き
な
の
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ド
・
マ
ン
の
誤
読
を
媒
介
あ

る
い
は
経
由
し
て
再
翻
訳
・
移
動
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
よ
る
「
構
造
因

果
性
」
の
書
き
換
え
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
わ
れ
わ
れ
が
お
こ
な
う
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認
識
論
的
な
厳
密
さ
と
い
う
理
由
か
ら
、〔『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
テ
ク

ス
ト
本
体
と
「
序
文
」
を
並
置
す
る
こ
と
〕
の
（
必
然
性
を
と
は
い
わ

な
い
ま
で
も
）
権
威
を
確
証
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ル

ソ
ー
は
、
読
む
こ
と
の
隠
喩
を
、
脱
構
築
的
な
物
語
と
し
て
、
そ
の
安

定
性
を
揺
る
が
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
よ
り
複
雑
な
構
造
に
置
換
す
る
。

テ
ク
ス
ト
の
範
例
は
す
べ
て
、
ひ
と
つ
の
比
喩
形
象
（
も
し
く
は
比
喩

形
象
の
体
系
）
と
そ
の
脱
構
築
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
モ
デ
ル
は
、
最
終
的
な
読
み
に
よ
っ
て
す
ら
も
、
打
ち
切
り
に
さ

れ
る
可
能
性
が
な
い
た
め
、
今
度
は
そ
れ
が
代
補
と
し
て
機
能
す
る
比

喩
形
象
の
重
層
的
な
折
り
重
ね
を
産
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
先
行
す
る

物
語
の
読
解
不
可
能
性
を
物
語
る
こ
と
に
な
る
。（D

e M
an 205

）

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
が
、
常
に
「
読
む
こ
と
の
不
可
能
性
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」

に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、
常
に
「
隠
喩
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
」
で
も
あ
っ
て
、
複
雑
な
構
造
性
に
お
い
て
重
層
的
な
規
定
・
決
定

を
受
け
て
い
る
、
そ
し
て
、
最
終
審
級
に
お
け
る
決
定
が
超
越
論
的
で
あ

る
よ
う
に
（
と
は
い
え
け
し
て
超
越
的
に
で
は
な
く
）
終
わ
り
＝
テ
ロ
ス

に
向
け
て
存
在
し
つ
つ
も
け
し
て
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
螺
旋
状
に
拡
張

的
に
展
開
・
転
回
す
る
歴
史
が
舞
台
の
上
に
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ド
・
マ
ン
の
「
理
論
」
が
問
題
化
し
た
倫
理
の
問
題
は
、「
真
・
偽
と

ロ
イ
ー
ズ
』
の
構
造
は
、
隠
喩
と
い
う
ひ
と
つ
の
タ
ー
ム
あ
る
い
は
そ
れ

に
代
わ
る
い
か
な
る
一
般
的
な
文
彩
や
比
喩
形
象
・
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
よ
っ

て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
隠

喩
的
な
比
喩
形
象
の
脱
構
築
は
、
複
雑
な
構
造
の
決
定
要
因
と
な
る
諸
テ

ク
ス
ト
（「
第
2
の
序
文
」
等
を
含
む
）
の
生
産
に
お
い
て
、
ど
う
し
て

も
必
要
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
契
機
・
瞬
間
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（D

e M
an 205

）。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
構
造
に
お
い

て
は
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
諸
物
語
が
自
ら
の
う
え
に
折
り
返
さ
れ
る
、

ち
ょ
う
ど
テ
ク
ス
ト
本
体
と
い
う
「
全
体
」
と
「
序
文
」
と
い
う
「
部

分
」
の
間
の
複
雑
に
倒
立
し
た
「
自
己
言
及
的
」
な
関
係
性
の
よ
う
に
、

構
造
全
体
の
部
分
で
あ
り
な
が
ら
構
造
自
体
を
、
け
し
て
終
わ
り
が
こ
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
終
的
に
は
、
支
配
的
規
定
要
因
と
し
て
、
決
定
的

に
作
用
し
て
い
る
。「
構
造
因
果
性
」
と
い
う
理
論
に
よ
れ
ば
、
狭
義
の

経
済
的
な
も
の
で
あ
る
下
部
構
造
が
法
・
政
治
的
審
級
そ
の
他
の
上
部
構

造
を
反
映
論
的
に
規
定
・
決
定
す
る
と
い
う
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、
複

雑
な
ひ
と
つ
の
構
造
全
体
の
効
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
最
終
審
級
と
し

て
の
経
済
的
な
も
の
が
「
不
在
原
因
」
と
し
て
重
層
決
定
が
作
用
す
る
複

雑
な
構
造
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
因
果
性
に

よ
っ
て
と
ら
え
直
さ
れ
た
構
造
は
、
ド
・
マ
ン
が
論
じ
る
「
さ
ら
に
よ
り

複
雑
な
構
造
」
へ
の
翻
訳
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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史
性
を
失
い
、
た
と
え
ば
、
倫
理
的
、
教
育
的
、
政
治
的
と
い
っ
た
よ
う

に
個
別
・
特
殊
な
区
分
に
分
断
・
断
片
化
さ
れ
る
よ
う
に
主
題
化
・
物
象

化
さ
れ
る
状
況
を
、
修
辞
的
構
造
・
レ
ト
リ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
考
察
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
そ
の
脱
構
築
的
な
文
学
・
文
化
批
評

の
実
践
と
は
、
ド
・
マ
ン
の
脱
構
築
批
評
の
実
践
を
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
強

力
な
や
り
方
で
「
誤
読
」
し
書
き
換
え
た
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
構
造
因

果
性
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
直
す
べ
き
な
の
だ
。

い
う
範
疇
」
と
の
結
び
つ
き
が
断
ち
切
ら
れ
た
「
正
・
誤
と
い
う
価
値
」

の
意
味
作
用
に
か
か
わ
る
よ
う
な
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
転
換
」
に

よ
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ

れ
ら
2
つ
の
価
値
体
系
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
間
の
「
構
造
的
な
相
互
干
渉
」
あ

る
い
は
結
び
つ
き
が
断
ち
切
ら
れ
、「
語
り
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
決
定
的

な
や
り
方
で
作
用
を
受
け
て
い
る
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
（D

e 
M

an 

206

）、
そ
し
て
、「
パ
ト
ス
か
ら
エ
ト
ス
へ
の
転
位
（displacem

ent

）」

に
か
か
わ
る
よ
う
な
「
こ
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
変
化
（this shift in econ-

om
y

）」
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
主
題
や
「
意
味
」
が
、
そ
の
全
体
性
や
歴

（
1
）
ド
・
マ
ン
の
「
理
論
」
の
倫
理
学
化
・
心
理
学
化
を

お
こ
な
っ
た
Ｊ
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
の
脱
構
築
批
評

に
つ
い
て
は
か
つ
て
、
批
判
的
論
評
を
加
え
な
が
ら
、

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
田
「『
ダ
ロ
ウ
ェ
イ
夫
人
』

に
お
け
る
政
治
意
識
」
を
み
よ
。

　

ま
た
、
脱
構
築
批
評
を
ほ
ぼ
同
時
期
に
は
実
践
し

て
い
た
ミ
ラ
ー
は
、『
読
む
こ
と
の
倫
理
』
に
お
い

て
、「
読
み
に
お
け
る
倫
理
的
瞬
間
」
は
必
然
的
に

「
社
会
的
、
制
度
的
、
政
治
的
な
領
域
に
入
っ
て
い

く
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
政
治
的
な
も
の
と
倫

理
的
な
も
の
と
は
い
つ
も
緊
密
に
絡
み
あ
っ
て
い

る
」
か
ら
だ
、
と
論
じ
て
い
る
。「
読
む
と
い
う
行

為
に
必
然
的
に
含
ま
れ
る
言
語
的
な
交
渉
に
由
来
す

る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
力
が
、
知
と
政
治
と
歴
史

の
領
域
に
流
れ
込
ん
で
く
る
は
ず
」
と
す
る
ミ
ラ
ー

の
議
論
は
、
言
語
を
媒
介
と
し
て
主
体
の
経
験
を
語

り
読
む
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
経
験
を
検
証
し
て
い

く
と
い
う
過
程
は
と
も
に
倫
理
的
で
あ
る
と
い
う
議

論
に
、
主
体
と
い
う
心
理
学
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
実
体
化
し
て
温
存
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
議
論
に

陥
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。『
読
む
こ
と
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
』
を
は
じ
め
と
す
る
ド
・
マ
ン
の
批
評
理
論

と
倫
理
の
関
係
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
や
り

方
で
、
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
だ
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
学
化
・
心
理
学
化
に

続
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
美
学
化
の
仕
事
に
つ
い
て

言
及
し
て
お
く
な
ら
、「
ア
フ
タ
ー
理
論
」
の
文
学

批
評
あ
る
い
は
「
理
論
」
と
し
て
の
英
国
に
お
け
る

新
美
学
主
義
批
評
の
勃
興
と
展
開
、
あ
る
い
は
逆
に
、

ド
・
マ
ン
の
仕
事
を
ふ
ま
え
た
は
ず
の
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ

註
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ク
の
シ
ラ
ー
再
解
釈
お
よ
び
美
学
教
育
の
可
能
性
の

探
求
に
つ
い
て
は
、
日
本
ロ
レ
ン
ス
協
会
第
49
回
大

会
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

英
文
学
と
冷
戦
期
の
／
ポ
ス
ト
帝
国
日
本
の
「
英
文

学
」

―
Ｆ
・
Ｒ
・
リ
ー
ヴ
ィ
ス
の
退
場
を
規
定
し

た
歴
史
的
可
能
性
の
条
件
と
は
？
」（
二
〇
一
八
年

七
月
一
日
於
東
北
学
院
大
学
）
に
参
加
し
た
メ
ン
バ

ー
の
ひ
と
り
、
川
田
潤
「
文
学
と
科
学
の
対
立
を
歴

史
化
す
る
」
が
、
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
美
学

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
に
対
す
る
新
美
学
主
義
批
評
の

側
か
ら
と
思
わ
れ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
ル
の
反
論
を
、

さ
ら
に
批
判
的
に
吟
味
す
る
作
業
を
開
始
し
、
そ
の

ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
論
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
私
大
田

お
よ
び
髙
田
英
和
も
参
加
し
た
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
成
果
は
、
今
年
度
、『
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
研

究
』
第
29
号
に
特
集
と
し
て
掲
載
予
定
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
大
田
は
、
直
接
的
に
ド
・
マ
ン
を
論
じ
る

こ
と
は
な
い
が
、
ド
・
マ
ン
の
そ
も
そ
も
の
批
評
的

実
践
で
あ
っ
た
博
士
論
文
に
お
い
て
そ
の
批
判
の
タ

ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
・
カ
ー
モ
ー
ド
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
性
や
文
化
冷
戦
と
の
関
係
を
、
日
本
の

英
文
学
者
の
仕
事
も
含
め
て
、
論
じ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

（
2
）「
婦
人
の
放
埒
の
原
因
は
彼
女
自
身
の
な
か
に
あ
る

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
悪
い
制
度
に
あ

る
の
だ
。
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
が
極
端
な
不
平
等

に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
か
ら
は
、
子
供
た
ち
の
悪
徳

と
不
幸
は
も
っ
ぱ
ら
父
親
の
不
正
な
専
制
か
ら
生
じ

て
い
る
し
、
両
親
の
貪
欲
と
か
虚
栄
心
の
犠
牲
に
な

っ
た
若
い
妻
が
自
ら
放
埒
を
誇
り
と
し
、
そ
れ
を
も

っ
て
娘
時
代
の
淑
徳
の
不
面
目
を
消
そ
う
と
す
る
の

は
、
強
い
ら
れ
た
釣
り
合
わ
ぬ
夫
婦
関
係
の
た
め
な

の
だ
。
悪
を
防
止
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
そ
の
源
に

遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
の
風
俗
に
つ
い
て

な
に
か
改
革
を
企
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

ま
ず
家
庭
の
品
行
か
ら
手
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
全
く
父
と
母
の
意
志
次
第
な
の
だ
」

（
ル
ソ
ー1: 28 

）。

（
3
）
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
、
心
理
小
説
に
つ
い
て
は
プ
ル

ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
論
じ
た
第
3

章
「
読
む
こ
と
」
を
、
フ
ロ
イ
ト
的
無
意
識
に
つ
い

て
は
『
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
』
を
論
じ
た
第
8
章
「
セ
ル

フ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
て
み
て
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
。『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
の
第
2
部

「
ル
ソ
ー
」
の
前
に
お
か
れ
た
第
1
部
「
修
辞
」
で
、

ド
・
マ
ン
が
博
士
論
文
で
も
取
り
上
げ
た
イ
ェ
イ
ツ

に
言
及
し
た
あ
と
で
脱
構
築
的
な
読
み
の
対
象
と
さ

れ
る
ニ
ー
チ
ェ
や
リ
ル
ケ
、
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ

『
悲
劇
の
誕
生
』
論
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
カ
ヴ
ァ
ー

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
別
の
タ
イ
プ
の
ジ
ャ
ン

ル
論
に
よ
っ
て
、
17
世
紀
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム

お
よ
び
啓
蒙
主
義
以
降
の
歴
史
的
過
程
を
た
ど
っ
た

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
『
政
治
的
無
意
識
』
第
2
章
「
魔

術
的
な
物
語
」
と
合
わ
せ
鏡
に
し
て
比
較
す
る
の
も

有
益
だ
ろ
う
（Jam

eson 103-50
）。

（
4
）
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』

は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、「
読
む
こ
と
」

す
な
わ
ち
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
を
、
文
学
・
文
化

の
研
究
・
教
育
に
お
い
て
そ
し
て
ま
た
批
評
・「
理

論
」
の
言
説
・
制
度
に
お
い
て
、
前
景
化
し
た
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
読
み
の
行
為
を
わ

ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
て
み
た
の
は
、
た
ん
に
「
文
学
的

生
産
様
式
」
や
「
作
者
の
死
」
以
降
に
そ
れ
に
取
っ

て
代
わ
る
読
者
論
や
消
費
の
快
楽
を
称
揚
し
て
み
た

か
っ
た
と
い
う
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
の
か
。『
新
エ
ロ
イ

ー
ズ
』
ま
た
は
『
ジ
ュ
リ
、
あ
る
い
は
、
新
エ
ロ
イ

ー
ズ
』
第
2
部
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
近
く
に
お
か
れ

た
ジ
ュ
リ
の
父
ヴ
ォ
ル
マ
ー
ル
氏
か
ら
娘
ジ
ュ
リ
が

か
つ
て
愛
し
た
は
ず
の
サ
ン=

プ
ル
ー
へ
の
手
紙
を

取
り
上
げ
た
ド
・
マ
ン
は
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
た
見

る
こ
と
と
い
う
知
覚
と
媒
介
な
し
の
透
明
性
、
そ
し

て
、
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
そ
の
修
辞
的
形
象
あ
る
い

は
隠
喩
と
し
て
の
読
む
こ
と
と
そ
れ
が
神
の
よ
う
な

超
越
性
と
愛
す
る
人
間
た
ち
の
内
在
性
の
媒
介
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
注
意
を
促
す
こ
と
で
、

本
格
的
な
議
論
の
開
始
を
印
し
づ
け
て
い
る
。「
ジ

ュ
リ
が
神
と
の
遭
遇
を
語
る
ま
さ
に
そ
の
一
節
に
お

い
て
、
そ
の
遭
遇
は
、
透
明
性
（trans-parency

）

と
し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
隠
喩
に
よ
っ
て
、
け

し
て
誰
も
読
み
た
い
と
思
わ
な
い
よ
う
な
奇
妙
に
も

読
み
に
く
い
、
読
む
こ
と
の
隠
喩
に
よ
っ
て
、
記
述

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
知

覚
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く

（『
永
遠
の
存
在
は
…
…
目
に
も
耳
に
も
語
ら
ず
、
心

に
語
り
給
う
の
で
す
』）、
そ
の
無
媒
介
的
と
呼
ば
れ

う
る
接
触
は

―
無
媒
介
的
な
の
は
、
こ
の
場
合
の

接
触
が
、
感
覚
的
な
知
覚
に
か
か
わ
ら
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
な
の
だ
が

―
、『
読
む
こ
と
』
と
し
て

生
じ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
接
触
は
媒
介
な
し
の
直
接
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的
な
交
流
で
あ
り
、『
神
と
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
以

来
の
私
た
ち
の
考
え
を
読
み
取
り
、
今
度
は
私
た
ち

の
ほ
う
が
来
世
で
神
の
思
し
召
し
を
読
み
取
る
、
と

い
う
の
も
、
私
た
ち
は
や
が
て
神
と
対
面
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
な
の
で
す
が
』（
斜
字
体
ド
・
マ
ン
）。

こ
の
一
節
に
つ
け
ら
れ
た
脚
注
は
、
さ
ら
に
、
動
詞

『
読
む
』
を
強
調
し
て
い
る
。『
こ
れ
は
至
言
だ
と
私

に
は
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
至
高
の
叡
智
を
読

み
取
る
の
で
な
け
れ
ば
、
神
と
対
面
し
た
と
こ
ろ
で

何
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
』。
ス
タ
ロ
バ
ン
ス

キ
ー
が
い
み
じ
く
も
テ
ク
ス
ト
全
体
の
要
と
考
え
る

活
動
は
（
と
は
い
え
、
ジ
ュ
リ
は
そ
れ
に
つ
い
て
こ

の
注
釈
者
ほ
ど
も
の
も
の
し
く
語
っ
て
は
い
な
い
で

は
あ
る
が
）、
読
み
の
行
為
と
し
て
、
ル
ソ
ー
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
主

題
的
な
問
題
は
、
す
な
わ
ち
、
愛
、
倫
理
、
政
治
社

会
、
宗
教
体
験
の
間
の
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
ら
そ
れ

ぞ
れ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
関
係
は
、
ル
ソ
ー
に
と
っ
て

そ
の
意
味
が
け
し
て
透
明
で
な
い
ひ
と
つ
の
タ
ー
ム

（
言
い
換
え
れ
ば
、『
読
む
こ
と
』）
の
理
解
に
か
か

っ
て
い
る
。『
読
む
こ
と
』
を
め
ぐ
る
問
題
規
制
に

つ
い
て
、『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
は
わ
れ
わ
れ
に
い
っ

た
い
何
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
か
」

（D
e M

an 192-93

）。

（
5
）
た
だ
し
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
あ
る
「
属
格
の
『
の

（of

）』
自
体
、
ひ
と
つ
の
隠
喩
と
し
て
『
読
ま
れ
』

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（D

e M
an 205

）
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
し
た
「
読
み
」
を
実
践
し
た
例
を
、

『
社
会
契
約
論
』
を
論
じ
た
第
11
章
「
約
束
」
な
ら

び
に
『
告
白
』
を
論
じ
た
最
終
章
で
も
あ
る
第
12
章

「
弁
明
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
文
化
に
お
け
る
リ
ー
デ

ィ
ン
グ
の
問
題
を
論
じ
る
な
か
で
、
ド
・
マ
ン
の
ル

ソ
ー
論
を
導
入
し
た
大
田
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
文

化
」
も
参
照
の
こ
と
。
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