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て
本
稿
は
、
ク
ィ
ア
批
評
に
お
け
る
規
範
化
の
議
論
と
こ
の
領
域
で
近
年

高
ま
る
情
動
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
新
自
由
主
義
の
文
化
を
分
析
す
る
た
め

の
、
二
つ
の
密
接
に
関
係
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
は
、
規
範
化
の
議
論
と
情
動
の
議
論
は
、
新
自
由
主
義

化
へ
の
同
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
を
深
め
る
も
の
で
あ
る
と
本
稿
は

考
え
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
、
新
自
由
主
義
の
政
治
実
践

を
正
当
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
し
ば
し
ば
、
そ
の
同
意
を
基
礎
付
け
る
よ
う

な
、
社
会
的
に
形
成
さ
れ
共
有
さ
れ
た
感
覚
の
布
置
に
依
拠
し
て
い
る
と

論
じ
る
（39 
）。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
長
い
ス
パ
ン
で
形
成
さ
れ
た
感
覚

の
布
置
が
、
新
自
由
主
義
的
政
治
実
践
が
「
社
会
秩
序
を
規
制
す
る
あ
る

は
じ
め
に

　

今
日
の
様
々
な
社
会
批
評
に
お
い
て
、
新
自
由
主
義
の
最
も
主
要
な
定

義
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
資
本
主
義
が
孕
む
蓄
積
危
機
の
中
で
資
本

蓄
積
を
再
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
政
治
実
践
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
新
自
由
主
義
と
い
う
語
は
、
よ
り
広
い
意
味
で
、
蓄
積
危
機

の
展
開
に
伴
う
社
会
生
活
の
大
規
模
か
つ
複
雑
な
変
容
を
捉
え
る
語
と
し

て
も
機
能
し
て
お
り
、
資
本
蓄
積
の
危
機
と
再
活
性
化
と
い
う
文
脈
に
お

い
て
、
私
た
ち
の
生
活
全
体
が
ど
の
よ
う
に
再
編
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
文

化
が
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
議
論
を
可
能
に
し
て
き
た
。
以
下
に
お
い

論
説規

範
化
と
情
動

新
自
由
主
義
化
の
分
析
に
お
け
る
二
つ
の
視
点
の
対
話
的
な
関
係

山
下
芳
典
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さ
ら
に
ク
ィ
ア
批
評
に
お
い
て
は
、
フ
ー
コ
ー
の
規
範
を
め
ぐ
る
議
論
と

両
立
す
る
視
座
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
本
稿
は
、

マ
ル
ク
ー
ゼ
が
同
論
文
で
展
開
す
る
議
論
は
、
新
自
由
主
義
と
い
う
文
脈

に
お
け
る
規
範
化
と
情
動
の
理
解
を
結
び
つ
け
る
作
業
に
大
い
に
寄
与
す

る
も
の
と
考
え
る
。

新
自
由
主
義
と
規
範
化
の
プ
ロ
セ
ス

　

新
自
由
主
義
下
に
お
け
る
規
範
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
ク
ィ
ア
批

評
に
よ
る
議
論
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
議
論
の
影
響
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。『
性
の
歴
史
・
第
一
巻
』

に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
性
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
際
の
あ
る
傾
向
を
、

「
抑
圧
仮
説
」
と
呼
ん
で
批
判
し
た
。
抑
圧
仮
説
と
は
、
資
本
主
義
の
展

開
に
お
け
る
性
の
歴
史
は
一
面
的
な
性
の
抑
圧
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
認

識
で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
は
し
ば
し
ば
、
性
を
解
放
・
自
由
化
す
る
こ

と
で
抑
圧
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
修
辞
を
伴
っ
て
き
た
。
フ
ー
コ

ー
の
同
書
に
お
け
る
目
的
は
、
こ
の
抑
圧
／
解
放
と
い
う
修
辞
に
介
入
し

つ
つ
性
の
歴
史
を
語
り
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
抑
圧
仮
説
を
批
判
す
る
フ

ー
コ
ー
は
、
性
の
歴
史
を
、
様
々
な
制
度
化
さ
れ
た
知
に
お
け
る
性
に
関

す
る
言
説
の
増
大
の
歴
史
と
し
て
捉
え
る
。
資
本
主
義
の
歴
史
の
中
で
、

医
学
・
教
育
学
・
公
衆
衛
生
・
政
治
理
論
な
ど
の
領
域
を
ま
た
が
っ
て

必
然
の
、
さ
ら
に
は
ま
っ
た
く
「
自
然
な
」
や
り
方
」（41 

）
と
し
て
同

意
を
と
り
つ
け
る
の
を
容
易
に
し
て
い
る
。
規
範
化
の
議
論
と
情
動
の
議

論
と
は
、
そ
う
し
た
新
自
由
主
義
を
必
然
か
つ
自
然
な
実
践
と
み
な
す
感

覚
の
歴
史
的
形
成
を
分
析
す
る
相
補
的
な
視
座
だ
と
い
う
の
が
本
稿
の
立

場
で
あ
る
。

　

近
年
の
社
会
批
評
全
般
に
お
い
て
そ
の
使
用
が
増
大
し
て
い
る
情
動
と

い
う
概
念
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
本
稿
は
二
つ
の
理
論
的
参
照
点

を
導
入
す
る
。
ひ
と
つ
は
ク
ィ
ア
批
評
に
お
け
る
情
動
へ
の
着
目
で
あ
る
。

規
範
化
の
議
論
と
情
動
へ
の
着
目
の
関
係
を
探
る
と
い
う
本
稿
の
議
論
は
、

し
ば
し
ば
「
情
動
的
転
回
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
ク
ィ
ア
批
評
の
こ
う
し

た
動
向
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
い
に
由
来
し
て
い
る
。
例

え
ば
ク
ィ
ア
批
評
に
お
け
る
「
情
動
的
転
回
」
と
し
て
参
照
さ
れ
る
イ

ヴ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
後
期
の
仕
事
に
お
け
る
情
動
概
念
の
導
入
は
、
セ

ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
規
範
を
歴
史
化
し
て
理
解
す
る
彼
女
の
前
期
の
仕
事

を
自
ら
批
判
す
る
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
立
場
は
、
こ
う

し
た
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
情
動
的
転
回
に
従
っ
て
情
動
に
着
目
す
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
情
動
を
め
ぐ
る
議
論
全
体
に
背
を
向
け
る
の
で
も
な
く
、

セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
情
動
的
転
回
に
抗
う
か
た
ち
で
情
動
に
着
目
す
る
可
能

性
を
探
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
の
理
論
的
参
照
点
は
ヘ
ル
ベ
ル

ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
論
文
「
文
化
の
肯
定
的
な
性
格
」
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ー
ゼ
の
仕
事
は
情
動
と
い
う
観
点
か
ら
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
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ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
実
践
に
顕
著
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
と

指
摘
す
る
。
例
え
ば
同
性
婚
の
権
利
の
追
求
と
い
う
形
で
、
あ
る
種
の
同

性
愛
的
な
欲
望
が
、
抽
象
化
さ
れ
た
異
性
愛
と
同
様
に
「
正
常
な
」
愛
の

一
形
態
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
「
正
常
さ
」
が
定
義
さ
れ
る
プ
ロ

セ
ス
自
体
へ
の
批
判
を
後
景
化
し
て
目
指
す
と
い
う
政
治
指
針
は
、
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
実
践
の
歴
史
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
必

然
の
形
で
も
唯
一
の
形
で
も
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
指
針
が
、
一
九
九

〇
年
代
を
通
じ
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
実
践
の
中

で
中
心
的
な
、
自
然
化
さ
れ
た
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
政
治
実
践
の
変
化
は
、
規
範
化
が
伴
う
排
他
性
の
緩
和
や
寛
容
さ
の
増

大
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
苛
烈
な
排
他
性
を
引
き
続
き
伴
う
規
範

化
の
再
編
成
と
し
て
認
識
す
る
べ
き
だ
と
ド
ゥ
ガ
ン
は
論
じ
、
こ
う
し
た

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
規
範
の
変
化
を
新
自
由
主
義
下
に
お
け
る
「
新
し

い
ホ
モ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」
と
呼
ん
だ
。
ド
ゥ
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
ホ

モ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
性
の
政
治
は
ス
テ
ィ
グ
マ
化
を
批
判
す
る
の
で
は
な

く
ス
テ
ィ
グ
マ
化
に
依
拠
す
る
政
治
と
し
て
現
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
う

し
た
政
治
実
践
は
、
た
と
え
ば
同
性
婚
を
擁
護
す
る
際
に
、
あ
る
種
の
エ

イ
ズ
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
対
立
す
る
形
で
、「
乱
交
」
を
病
理
化
す

る
言
説
を
支
持
し
て
「
モ
ノ
ガ
マ
ス
な
結
婚
」
を
「
病
気
を
予
防
す
る
責

任
あ
る
戦
略
」
と
し
て
描
い
て
き
た
（182 

）。

　

こ
の
性
の
政
治
に
お
け
る
ホ
モ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
変
化
は
、
新
自
由
主

「
周
辺
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
「
倒
錯
し
た
種
族
」
と
し
て
ス
テ

ィ
グ
マ
化
し
て
語
る
言
説
が
増
大
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
化
さ
れ
た
「
異
常
さ
」
の
分
類
と
分
析
の
言
説
を
通
じ
て
、
性
に
関

す
る
「
正
常
さ
」
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
と
フ
ー
コ
ー

は
論
じ
る
。「
抑
圧
と
い
う
観
点
で
は
、
事
態
は
不
明
瞭
に
な
る
」（40 

）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
は
性
の
歴
史
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
抑

圧
／
解
放
と
い
う
修
辞
を
避
け
、
規
範
化
と
い
う
言
葉
を
導
入
し
て
い
る
。

規
範
化
と
は
こ
こ
で
、「
異
常
さ
」
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
を
通
じ
て
「
正
常

さ
」
を
社
会
的
に
構
築
し
維
持
す
る
権
力
の
行
使
の
プ
ロ
セ
ス
を
指
し
て

い
る
。

　

ク
ィ
ア
批
評
の
輪
郭
を
捉
え
る
方
法
は
様
々
あ
る
が
、
こ
の
視
座
を
基

礎
づ
け
る
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
フ
ー
コ
ー
が
展
開
し
た
性
の
規
範
化
の
議

論
を
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
歴
史
的
状
況
の
説
明
や
政
治

実
践
と
粘
り
強
く
結
び
つ
け
る
と
い
う
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
こ
の

領
域
の
中
心
的
な
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ヘ
テ
ロ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

ィ
」
は
、
様
々
な
性
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
を
伴
い
な
が
ら
抽
象
化
さ
れ
た
異

性
愛
を
規
範
と
し
て
組
織
す
る
、
支
配
的
な
知
と
制
度
を
捉
え
る
語
と
し

て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
ク
ィ
ア
な
視
座
は
、
少
な
く
と
も
一
九
九
〇

年
代
の
終
わ
り
以
降
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
規
範
の
現
在
を
、
ま
す
ま

す
新
自
由
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
と
関
係
づ
け
て
問
題
化
し
て
き
て
い
る
。
た

と
え
ば
リ
サ
・
ド
ゥ
ガ
ン
は
、
新
自
由
主
義
の
も
と
で
合
衆
国
の
セ
ク
シ
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ホ
モ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
政
治
が
性
規
範
の
再
編
成
と
親
和
性
を
示
し
、

規
範
化
へ
の
批
判
と
い
う
観
点
を
失
う
な
か
で
、
ク
ィ
ア
な
視
座
は
、
こ

う
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
る
生
の
視
点
か
ら
、
規
範
化
の
現
在
の
排
他

性
と
暴
力
性
を
批
判
し
て
き
た
。
ク
ィ
ア
と
い
う
語
が
批
評
的
に
用
い
ら

れ
る
際
に
帯
び
る
こ
う
し
た
性
格
は
、
た
と
え
ば
ロ
ー
レ
ン
・
バ
ラ
ン
ト

や
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
が
、
ク
ィ
ア
を
「
対
抗
公
共
性
」
と
定
義
す

る
際
に
見
て
取
れ
る（

1
）。
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
政
治
の
ホ

モ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
転
換
を
批
判
す
る
バ
ラ
ン
ト
と
ウ
ォ
ー
ナ
ー
は
、
ジ

ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政
が
ス
テ
ィ
グ
マ
化
す
る
生
の
様
式
の
た
だ
な
か
に
こ
そ
、

ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政
が
取
り
戻
す
と
主
張
す
る
「
公
共
性
」
と
は
異
な
る

公
共
性
を
構
築
す
る
起
点
と
な
る
よ
う
な
社
会
生
活
が
息
づ
い
て
い
る
と

論
じ
、
そ
れ
を
ク
ィ
ア
と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
る
。
都
市
危
機
の
た
だ

中
で
極
め
て
自
然
化
さ
れ
た
形
で
流
通
し
暴
力
を
正
当
化
す
る
規
範
を
脱

自
然
化
す
る
議
論
を
展
開
し
、
新
自
由
主
義
的
実
践
が
「
公
共
空
間
」
を

保
全
す
る
た
め
に
不
可
避
だ
と
擁
護
し
た
排
除
の
「
不
可
避
さ
」
を
問
い

に
付
す
、
別
様
の
公
共
性
の
起
点

―
そ
れ
が
バ
ラ
ン
ト
や
ウ
ォ
ー
ナ
ー

が
ク
ィ
ア
と
呼
ん
だ
視
座
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ク
ィ

ア
批
評
の
歴
史
的
展
開
が
、
近
年
高
ま
る
情
動
へ
の
着
目
と
ど
の
よ
う
な

関
係
を
結
ぶ
の
か
を
検
討
す
る
。

義
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
内
部
化
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
同
意
形

成
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
ク
ィ
ア
批
評
は
、
た
と
え
ば
都
市
空
間
の
再

編
に
お
い
て
、
ホ
モ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
性
の
政
治
と
新
自
由
主
義
的
資
本

主
義
の
深
い
関
わ
り
を
批
判
的
に
分
析
し
て
き
た
。
新
自
由
主
義
を
、
資

本
蓄
積
危
機
を
新
た
な
資
本
蓄
積
へ
と
転
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
様
々
な
政

治
実
践
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
市
の
歴
史
に
は
、
そ
う
し
た
新
自
由
主
義
の
実
践
の
最
初
期
の
一
例
を

見
出
せ
る
。
財
政
危
機
・
都
市
危
機
の
最
中
に
市
の
財
政
へ
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
を
強
め
た
金
融
資
本
と
市
政
の
結
託
は
、
社
会
福
祉
の
予
算
を
削
減

し
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
の
荒
廃
を
加
速
さ
せ
る
一
方
で
、
市
の
と
り
わ
け
中

心
部
を
、
大
企
業
の
優
遇
さ
れ
る
地
域
、
ま
た
観
光
地
や
文
化
の
中
心
地

と
い
う
か
た
ち
で
、
よ
り
利
益
を
生
む
資
本
蓄
積
を
可
能
に
す
る
場
所
へ

と
つ
く
り
変
え
て
き
た
（H

arvey 
45︲7

）。
一
九
九
〇
年
代
の
ジ
ュ
リ

ア
ー
ニ
市
政
は
、「
生
活
の
質
」
の
向
上
や
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
公
共
空

間
を
取
り
戻
す
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
こ
の
市
の
中
心
部
の
再

編
成
を
強
力
に
推
し
進
め
た
が
、
こ
の
再
編
成
の
正
当
化
は
、
都
市
危
機

の
元
凶
が
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ポ
ル
ノ
・
シ
ョ
ッ
プ
の
存
在
、「
公
共
の
場
」

で
の
ゲ
イ
・
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
な
ど
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
、
こ
う
し
た
存
在

を
警
察
権
力
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
都
市
中
心
部
か
ら
排
除
し
不
可
視
化
す

る
こ
と
が
、
都
市
危
機
を
解
決
す
る
道
で
あ
る
と
い
う
修
辞
に
依
拠
し
て

き
た
（Sm

ith

）。
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の
生
活
を
日
々
破
壊
す
る
社
会
状
況
の
中
で
、
喪
失
や
痛
み
に
満
ち
た
世

界
へ
の
反
応
と
し
て
の
「
快
を
求
め
る
こ
と
の
修
復
的
な
動
因
」（138 

）

に
着
目
す
る
批
評
と
し
て
定
義
す
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
こ
う
し
た
批
評
を
、

と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
の
ク
ィ
ア
批
評
が
、
悲
し
み
や
怒
り
と
い
っ
た

「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
情
動
」
を
分
析
上
想
定
し
て
き
た
場
面
に
、
思
い
が
け

ず
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
情
動
の
追
求
」（136 

）
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
現
象

に
着
目
す
る
作
業
と
し
て
説
明
し
た
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
論
じ
た
こ
の
転

換
は
ク
ィ
ア
批
評
の
中
で
、
さ
ら
に
は
よ
り
広
範
な
社
会
批
評
の
中
で
、

し
ば
し
ば
重
要
な
参
照
点
と
さ
れ
、「
情
動
的
転
回
」
と
い
う
言
葉
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
情
動
を
鍵
概
念
に
し
た
社
会
批
評
の
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
纂
す
る
メ
リ
ッ
サ
・
グ
レ
ッ
グ
は
、
彼
女
の
情
動
へ
の

着
目
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
た
議
論
と
し
て
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
こ
の
理
論

的
転
回
を
挙
げ
る
（Gregg 22 

）。

　

し
か
し
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
情
動
が
想
定
さ
れ
る
場
面
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

情
動
の
追
求
が
顕
在
化
す
る
こ
と
、
喪
失
や
痛
み
へ
の
反
応
と
し
て
快
の

追
求
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
当
に
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
に
、

歴
史
化
を
旨
と
す
る
批
評
的
視
座
に
立
っ
て
い
て
は
捕
捉
で
き
な
い
現
象

な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
議
論
す
る
よ
う
に
、
そ

う
し
た
情
動
へ
の
着
目
と
は
、
ク
ィ
ア
批
評
に
よ
る
欲
望
の
規
範
化
の
問

題
化
と
の
断
絶
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
批
評
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
な

の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
議
論
は
、
前
述
の
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
情
動
の

情
動
へ
の
着
目

　

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ク
ィ
ア
批
評
は
、
欲
望
の
布
置
の
形
成
プ

ロ
セ
ス
を
、
フ
ー
コ
ー
の
議
論
に
強
く
依
拠
す
る
形
で
把
握
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
ク
ィ
ア
批
評
の
先
駆
と
な
っ
た
『
男
同
士
の
絆
』
に
お
い
て
、

イ
ヴ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
彼
女
の
研
究
対
象
を
「
愛
」
と
い
う
語
で
は

な
く
「
欲
望
」
と
い
う
語
で
把
握
し
た
い
と
述
べ
る
の
だ
が
、
彼
女
に
と

っ
て
こ
の
欲
望
と
い
う
語
の
選
択
は
、
彼
女
の
研
究
対
象
が
歴
史
的
な
権

力
関
係
を
構
成
し
て
い
る
「
社
会
的
衝
動
」
の
「
構
造
」（2 

）
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
の
ち
に
、「
情
動
」

と
い
う
語
を
自
身
の
仕
事
の
中
心
に
据
え
る
の
だ
が
、
彼
女
は
こ
の
情
動

へ
の
着
目
を
、
自
身
の
前
期
の
仕
事
に
通
底
す
る
こ
の
「
欲
望
」
を
歴
史

化
す
る
視
座
か
ら
の
脱
却
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
彼
女
の
仕
事
に
お
け
る

こ
の
理
論
的
な
移
行
は
、
た
と
え
ば
論
文
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
読
解
と
修
復

的
読
解
」
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
同
論
文
で
彼
女
は
、
欲
望
を
め
ぐ
る

規
範
の
歴
史
化
を
目
指
す
傾
向
が
、
ク
ィ
ア
批
評
を
、
歴
史
的
に
形
成
さ

れ
た
権
力
構
造
と
し
て
の
欲
望
の
布
置
の
暴
露
を
お
こ
な
う
分
野
と
し
て

硬
直
化
さ
せ
て
き
た
と
批
判
す
る
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
自
身
の
前
期
の

仕
事
を
含
む
そ
う
し
た
ク
ィ
ア
批
評
の
領
域
的
盲
点
と
な
っ
て
い
る
現
象

を
掬
い
取
る
作
業
と
し
て
、
情
動
と
い
う
語
を
前
景
化
さ
せ
る
。
彼
女
は

情
動
に
着
目
す
る
自
身
の
批
評
を
、
諸
権
力
が
あ
か
ら
さ
ま
な
形
で
人
々
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は
資
本
の
論
理
の
支
配
を
隠
蔽
し
、
資
本
主
義
秩
序
の
確
立
と
存
続
に
寄

与
す
る

―
よ
い
生
や
美
し
い
世
界
を
め
ぐ
る
言
説
が
孕
む
こ
う
し
た
性

質
を
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、「
文
化
の
肯
定
的
な
性
格
」
あ
る
い
は
「
肯
定

的
な
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
た
。

　

別
言
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
議
論
の
要
諦
は
、
資
本
主
義
下
に
お
い

て
、
よ
り
よ
い
生
や
よ
り
美
し
い
世
界
の
社
会
的
表
現
が
、
あ
る
種
の
ユ

ー
ト
ピ
ア
性
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
双
方
を
不
可
分
な
か
た
ち
で
帯
び
て

い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
封
建
権
力
に
対
す
る
革
命
の

過
程
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
は
文
化
の
肯
定
的
な
性
格
に
よ
っ
て
都
市
と

地
方
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
連
帯
を
強
固
な
も
の
に
し
、
そ
の
過
程

で
肯
定
的
な
文
化
は
「
不
満
を
抱
く
大
衆
を
規
律
す
る
」（110 

）
作
用
を

帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
資
本
主
義
秩
序
の
確
立
と
存
続
に
対
す
る
間
階

級
的
同
意
を
と
り
つ
け
る
と
い
う
肯
定
的
な
文
化
の
歴
史
的
作
用
ゆ
え
に
、

肯
定
的
な
文
化
は
、
資
本
主
義
秩
序
が
人
々
に
課
す
苦
境
を
、
そ
れ
ら
の

超
越
的
な
解
消
の
約
束
と
い
う
捩
れ
た
形
で
記
録
す
る
こ
と
に
な
る
。
マ

ル
ク
ー
ゼ
曰
く
、
肯
定
的
な
文
化
は
「
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
そ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
客
観
的
な
内
容
を
表
現
し
て
い
る
か

ら
だ
。
そ
れ
は
支
配
的
な
存
在
の
様
態
の
正
当
化
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

支
配
の
痛
み
も
含
ん
で
い
る
」（98 

）。
従
っ
て
彼
の
肯
定
的
な
文
化
の

議
論
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造
を
そ
の
「
空
虚
さ
」
に
お
い
て
定
義
す
る

よ
う
な
分
析
モ
デ
ル
を
排
し
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
彼
は
肯
定
的
な

批
評
の
方
向
付
け
に
介
入
す
る
。
本
稿
の
議
論
は
、
彼
女
の
「
転
回
」
の

仕
方
に
抗
っ
て
、
彼
女
が
情
動
と
い
う
語
を
用
い
て
俎
上
に
乗
せ
よ
う
と

す
る
文
化
現
象
を
、
欲
望
を
歴
史
化
す
る
批
評
的
視
座
に
よ
っ
て
捕
捉
す

る
方
途
を
探
る
。

　

情
動
と
い
う
概
念
へ
の
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
に
本
稿
が
焦
点

を
当
て
た
い
の
が
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
一
九
三
七
年
の
論
文
「
文
化
の
肯
定

的
な
性
格
」
に
お
い
て
展
開
し
た
、「
肯
定
的
な
文
化
」
を
め
ぐ
る
議
論

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
概
念
を
、
資
本
主
義
下
に
お
け
る
、
解
放
さ
れ
た
個

人
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
た
よ
り
よ
い
生
や
よ
り
美
し
い
世
界
の
表
象
を

批
判
的
に
捉
え
る
た
め
に
提
起
し
た
。
こ
の
広
が
り
の
あ
る
主
題
を
基
礎

付
け
る
べ
く
、
彼
は
と
り
わ
け
、
一
連
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
に
よ
る
資
本

主
義
秩
序
の
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
芸
術
を
通
じ
た
美
の
享
受
を
論
じ
る

同
時
代
の
言
説
と
の
関
係
を
俎
上
に
載
せ
る
。
こ
の
時
期
、
美
の
享
受
は
、

解
放
さ
れ
た
個
人
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
た
よ
り
よ
い
生
や
よ
り
美
し
い

世
界
の
表
象
を
通
じ
て
人
間
性
を
養
う
行
為
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
よ
い
生
や
美
し
い
世
界
を
祝
福
す
る
言
説
の
社
会

的
機
能
は
、
日
常
生
活
が
ま
す
ま
す
市
場
の
論
理
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
、

労
働
力
を
生
活
の
た
め
に
売
る
必
要
が
大
多
数
の
人
々
に
課
さ
れ
る
資
本

主
義
秩
序
の
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
マ
ル

ク
ー
ゼ
は
議
論
す
る
。
資
本
主
義
の
要
請
を
免
れ
る
解
放
さ
れ
た
個
人
の

概
念
に
基
づ
い
た
よ
り
よ
い
生
や
よ
り
美
し
い
世
界
の
表
象
が
、
実
際
に
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性
格
が
現
れ
る
と
彼
は
議
論
す
る
。
文
化
の
肯
定
的
な
性
格
を
把
握
す
る

作
業
と
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
と
っ
て
、
世
界
資
本
主
義
の
歴
史
的
展
開
の

中
で
「
感
覚
、
欲
求
、
欲
望
、
衝
動
」（105 

）
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
語

ら
れ
制
度
化
さ
れ
る
仕
方
の
変
遷
を
辿
る
作
業
と
な
る
。

　

ク
ィ
ア
批
評
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
仕
事
は
し
ば
し
ば
、
欲
望
の

言
説
の
変
遷
を
規
範
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
視
座
と
、
両
立
す
る

も
の
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
ク
ィ
ア
批
評
と
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
仕

事
と
の
こ
う
し
た
領
域
的
距
離
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
ィ
ア
批

評
が
フ
ー
コ
ー
の
議
論
の
強
い
影
響
の
も
と
展
開
し
て
き
た
こ
と
の
現
れ

で
も
あ
る
。『
性
の
歴
史
』
に
お
い
て
抑
圧
仮
説
批
判
を
フ
ー
コ
ー
が
展

開
し
た
際
、
フ
ー
コ
ー
の
批
判
は
、
精
神
分
析
の
語
彙
を
援
用
す
る
政
治

理
論
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
政
治
理
論
の
代
表
的
な
例
は
他
な
ら

ぬ
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
で
あ
り
、
同
書
に
お
い
て
マ
ル
ク

ー
ゼ
は
、
本
能
的
な
苦
痛
の
忌
避
と
快
の
追
求
を
、
資
本
主
義
下
で
抑
圧

さ
れ
る
人
間
性
の
基
盤
的
な
一
性
質
と
し
て
理
論
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

こ
の
時
点
で
、
性
の
歴
史
化
に
お
け
る
抑
圧
仮
説
を
批
判
す
る
フ
ー
コ
ー

と
、
快
を
追
求
す
る
生
本
能
（
エ
ロ
ス
）
の
抑
圧
の
歴
史
を
論
ず
る
マ
ル

ク
ー
ゼ
は
、
二
つ
の
両
立
し
な
い
視
座
を
提
供
し
て
い
る
と
見
え
る
。
し

か
し
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
こ
う
し
た
後
期
の
仕
事
を
特
徴
づ
け
る
精
神
分
析

的
語
彙
が
一
切
導
入
さ
れ
な
い
こ
と
も
手
伝
っ
て
、「
文
化
の
肯
定
的
な

性
格
」
の
議
論
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
思
考
が
、
少
な
く
と
も
一
九
三
七
年

文
化
を
、
資
本
主
義
秩
序
が
強
固
な
も
の
と
な
る
過
程
の
中
で
の
苦
境
の

文
化
的
な
記
録
域
で
あ
る
と
同
時
に
、
集
合
的
な
不
満
を
抑
え
込
む
働
き

を
も
つ
と
い
う
、
二
重
の
作
用
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
た
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
文
化
の
肯
定
的
な
性
格
は
、
愛
や

幸
福
の
概
念
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
語
ら
れ
る
仕
方
を
方
向
づ
け
て
い
る

と
指
摘
す
る
。
彼
は
、
資
本
主
義
秩
序
が
強
固
に
な
る
過
程
で
、
愛
や
幸

福
を
「「
内
的
生
活
」
の
豊
か
さ
」（108 

）
と
し
て
概
念
化
す
る
傾
向
が
、

文
学
、
美
学
、
教
育
、
哲
学
な
ど
様
々
な
分
野
に
跨
る
運
動
と
し
て
見
受

け
ら
れ
る
と
指
摘
し
、
こ
の
愛
や
幸
福
を
個
人
化
さ
れ
た
生
の
理
想
と
し

て
語
る
傾
向
を
、
肯
定
的
な
文
化
と
し
て
把
握
す
る
。
こ
の
観
点
に
立
て

ば
、
一
方
で
、
こ
う
し
た
愛
や
幸
福
の
言
説
の
増
大
は
、
資
本
主
義
が
支

配
的
な
社
会
秩
序
と
し
て
確
立
す
る
中
で
、
苛
烈
さ
を
増
す
社
会
的
格

差
・
対
立
に
起
因
す
る
社
会
不
安
や
苦
境
を
、
不
安
や
苦
境
の
超
越
の
約

束
と
い
う
捩
れ
た
形
で
受
け
止
め
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、

こ
う
し
た
言
説
は
資
本
主
義
秩
序
を
温
存
し
つ
つ
苦
境
の
解
消
を
約
束
す

る
と
い
う
仕
方
で
、
資
本
主
義
秩
序
の
存
続
を
支
持
す
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ

は
、
愛
を
価
値
づ
け
る
言
説
が
帯
び
る
こ
う
し
た
肯
定
的
な
性
格
は
、
の

ち
の
資
本
主
義
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
快
の
追
求
が
様
々
に
組
織
さ
れ

る
際
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
示
唆
す
る
。
た
と
え
ば
、
集
団
的
な
不
満

を
押
さ
え
込
ん
で
資
本
主
義
が
比
較
的
安
定
化
さ
れ
る
際
に
、
消
費
活
動

が
管
理
さ
れ
余
暇
の
時
間
が
構
造
化
さ
れ
る
傾
向
と
し
て
愛
の
肯
定
的
な
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本
節
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
課
題
は
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が

欲
望
で
は
な
く
情
動
と
い
う
語
を
前
景
化
さ
せ
、
欲
望
の
言
説
の
歴
史
化

を
目
指
し
て
き
た
自
身
の
仕
事
と
理
論
的
に
断
絶
し
な
け
れ
ば
捕
捉
で
き

な
い
と
し
た
、
痛
み
へ
の
反
応
と
し
て
の
快
の
追
求
と
い
う
現
象
を
、
セ

ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
情
動
論
に
逆
ら
っ
て
、
欲
望
を
め
ぐ
る
言
説
を
歴
史
化
す

る
批
評
的
視
座
を
通
し
て
捕
捉
す
る
可
能
性
を
探
求
す
る
と
い
う
も
の
だ
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
に
よ
る
資
本
主
義
下
の
肯
定
的
な
文
化
と
い
う
視
点
の
導
入
、

お
よ
び
、
こ
の
視
点
が
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
性
の
歴
史
を
規
範
化
と
し
て
捉

え
る
作
業
と
両
立
し
な
い
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
相
互
補
完
的
な
関
係
に

あ
る
と
い
う
確
認
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
の
考
え
を
、
よ
り
具
体
的
に
、

次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
欲
望

の
規
範
化
を
問
題
化
し
て
き
た
ク
ィ
ア
批
評
の
領
域
的
盲
点
で
あ
る
と
論

じ
、
情
動
と
い
う
語
を
導
入
し
て
着
目
し
よ
う
と
し
た
、
痛
み
の
感
覚
と

表
裏
の
関
係
に
あ
る
快
の
追
求
と
い
う
現
象
と
は
、
資
本
主
義
の
歴
史
的

展
開
の
中
で
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
「
肯
定
的
な
文
化
」
と
呼
ん
だ
現
象
と
し

て
説
明
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
情

動
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
の
方
向
付
け
に
抗
っ
て
、
欲
望
を

歴
史
化
す
る
視
座
を
通
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
文
化
の
肯
定
的
性
格
を

資
本
主
義
の
現
在
に
お
い
て
問
題
化
す
る
場
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　

情
動
を
め
ぐ
る
議
論
の
こ
う
し
た
批
評
的
可
能
性
は
、
例
え
ば
欲
望
の

言
説
を
ク
ィ
ア
批
評
の
領
域
で
問
題
化
し
て
き
た
バ
ラ
ン
ト
に
よ
る
、

の
時
点
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義
下
に
お
け
る
欲
望
の
一
面
的
な
抑
圧
を

決
し
て
仮
定
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
実
際
、
マ
ル
ク
ー

ゼ
に
よ
る
肯
定
的
な
文
化
の
分
析
は
、
彼
自
身
の
『
エ
ロ
ス
と
文
明
』
よ

り
も
む
し
ろ
、
性
の
歴
史
に
関
す
る
フ
ー
コ
ー
の
議
論
と
基
盤
的
な
論
点

を
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
欲
望
の
布
置
の
現
在
を
批
判
的
に

理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
期
の
言
説
に
と
り
わ
け
焦
点

を
当
て
、
そ
こ
か
ら
分
析
の
端
緒
を
引
き
出
し
て
い
る
点
、
そ
の
後
の
資

本
主
義
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
様
々
な
分
野
を
跨
っ
て
展
開
さ
れ
る
欲

望
の
布
置
の
変
遷
へ
と
注
意
を
向
け
る
点
、
さ
ら
に
は
欲
望
の
言
説
が
規

律
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
作
用
す
る
さ
ま
を
強
調
す
る
点
な
ど
で
あ
る
。

両
者
の
議
論
が
こ
う
し
た
基
盤
的
な
関
心
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
理
解

の
上
に
立
て
ば
、
二
つ
の
視
座
は
け
し
て
両
立
不
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、

同
じ
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
異
な
っ
た
強
調
点
を
持
つ
視
座
だ
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
フ
ー
コ
ー
の
議
論
が
、
資
本
主
義
下
に
お
け
る
欲
望
の
言

説
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
は
周
辺
的
な
性
的
実
践
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
を
通
じ
た

「
正
常
さ
」
の
確
立
と
維
持
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
の
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
議
論
は
、
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
、
苦

境
の
超
越
的
な
解
消
を
約
束
す
る
あ
る
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
質
と
、
集

合
的
な
不
満
を
管
理
し
て
苦
境
を
生
み
出
す
状
況
を
温
存
す
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
性
質
を
不
可
分
な
形
で
帯
び
て
い
る
こ
と
を
、
批
判
的
に
分
析
す

る
こ
と
に
長
け
て
い
る
。
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の
訓
練
を
受
け
た
彼
が
、
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
失
業
の
只
中
で
感
じ
る

不
安
や
パ
ニ
ッ
ク
の
感
覚
を
、
そ
う
し
た
感
覚
の
緩
和
の
追
求
と
い
う
形

で
記
録
す
る
。
と
同
時
に
、
愛
と
幸
福
の
感
覚
を
約
束
す
る
親
密
性
の
場

は
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
の
失
業
を
公
共
空
間
か
ら
不
可
視
化
す
る
と
い
う
作
用

を
帯
び
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
失
業
の
た
だ
中
で
、
解
雇
な
ど
自
身
に
起
こ

っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
し
て
彼
が
密

か
に
密
輸
ビ
ジ
ネ
ス
に
足
を
踏
み
入
れ
た
後
も
、
よ
い
生
が
持
続
し
て
い

る
と
い
う
感
覚
を
提
供
し
続
け
る
（218︲222

）。
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
規
範

的
な
親
密
性
の
時
間
か
ら
引
き
出
す
こ
う
し
た
よ
い
生
の
感
覚
は
、
よ
い

生
の
約
束
が
不
満
を
管
理
し
忍
耐
を
醸
成
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
残
酷

な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
一
例
と
な
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
情
動
と
い
う
語
を
用
い
る
批
評
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の

「
肯
定
的
な
文
化
」
が
提
起
し
た
問
題
を
、
現
在
の
文
脈
で
思
考
し
始
め

て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
肯
定
的
な
文
化
と
い
う
、

資
本
主
義
下
に
お
け
る
あ
る
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の

不
可
分
の
結
び
つ
き

―
資
本
主
義
下
で
配
分
さ
れ
る
痛
み
を
不
可
避
的

に
記
録
し
な
が
ら
現
実
の
惨
禍
を
正
当
化
す
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

―
が
、
感
覚
、
欲
望
、
欲
求
、
本
能
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
語
ら
れ
制

度
化
さ
れ
る
仕
方
に
、
と
り
わ
け
愛
や
幸
福
、
よ
り
よ
い
生
や
よ
り
美
し

い
世
界
の
表
象
に
見
出
せ
る
と
論
じ
て
い
た
。
バ
ラ
ン
ト
に
よ
る
情
動
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
彼
女
が
こ
れ
ま
で
の
ク
ィ
ア
批
評
の
中
で
お
こ
な
っ

『
残
酷
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
』
に
お
け
る
よ
り
よ
い
生
の
希
求
を
め
ぐ
る

分
析
に
お
い
て
見
出
せ
る
。「
本
能
的
な
反
応
と
は
訓
練
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
単
に
自
動
的
な
活
動
で
は
な
い
」（52 

）
こ
と
を
強
調
す
る
バ
ラ

ン
ト
は
、
私
た
ち
が
よ
り
よ
い
生
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
希

求
す
る
か
を
、
そ
う
し
た
情
動
が
社
会
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
観

点
を
挿
入
し
て
分
析
す
る（

2
）。
バ
ラ
ン
ト
が
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
呼
ぶ
よ

り
よ
い
生
の
約
束
は
、
社
会
階
層
を
上
昇
す
る
約
束
、
職
の
安
定
性
の
約

束
、
社
会
的
平
等
の
約
束
、
安
定
し
た
親
密
性
の
約
束
な
ど
多
岐
に
渡
る

が
（3 

）、
彼
女
は
こ
う
し
た
よ
り
よ
い
生
の
約
束
が
、「
私
た
ち
の
忍

耐
」（23 

）
を
醸
成
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
な
っ
て
お
り
、
人
々
の
生
を
損

な
う
よ
う
な
生
活
環
境
へ
と
人
々
を
縛
り
つ
け
る
さ
ま
に
着
目
す
る
。
バ

ラ
ン
ト
は
こ
う
し
た
残
酷
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
例
え

ば
ロ
ー
ラ
ン
・
カ
ン
テ
の
映
画LʼE

m
ploi 

du 
tem

ps

の
解
釈
を
通
じ

て
示
す
。
一
流
と
評
さ
れ
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
フ
ァ
ー
ム
を
解
雇
さ

れ
た
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
、
失
業
の
事
実
を
誰
に
も
告
げ
ず
に
毎
日
通
勤
す

る
ふ
り
を
続
け
る
と
い
う
こ
の
物
語
に
お
い
て
、
バ
ラ
ン
ト
が
着
目
す
る

の
は
、
親
密
性
の
時
間
が
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
に
与
え
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
情
動

で
あ
る
。
自
宅
を
出
て
路
上
に
停
め
た
車
の
中
で
日
中
の
時
間
を
潰
し
自

宅
へ
帰
る
と
い
う
毎
日
の
中
で
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
自
宅
で
彼
の
妻
ミ
ュ

リ
エ
ル
と
過
ご
す
時
間
か
ら
愛
と
幸
福
の
感
覚
を
引
き
出
し
続
け
る
。
ヘ

テ
ロ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
親
密
性
の
時
間
は
、
一
方
で
、
管
理
階
級
と
し
て
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覚
を
何
で
も
書
き
込
む
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
。
こ
う
し
た
「
純
然
た
る
操
作
」
モ
デ
ル
の
代
わ
り
に
、
ジ
ェ
イ
ム

ソ
ン
が
提
起
す
る
の
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
不
可
分
の
関
係

と
い
う
分
析
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
析
モ
デ
ル
の
例
と
し
て
、
ジ

ェ
イ
ム
ソ
ン
は
デ
ィ
ザ
ス
タ
ー
映
画
『
ジ
ョ
ー
ズ
』
を
取
り
上
げ
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
集
合
的
な
不
安
や
パ
ニ
ッ
ク
が
解
消
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
に
着
目
す
る
。「
昔
気
質
の
個
人
事
業
、
小
規
模
ビ
ジ
ネ
ス
だ
け
で
な

く
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
」（143 

）
を
象
徴
す
る
熟
練
の
鮫
狩
人
が
鮫
に
殺
さ
れ

る
一
方
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
都
市
危
機
を
避
け
て
移
住
し
た
警
察
官
と

ハ
イ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
精
通
す
る
若
手
海
洋
学
者
が
協
力
し
て
脅
威
を
制

圧
す
る

―
こ
の
物
語
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
合
衆
国
の
あ
る
社
会
秩
序

の
象
徴
的
な
破
壊
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
法
秩
序
の
権
力
と
多
国
籍
企
業
の

新
し
い
技
術
者
集
団
の
間
の
提
携
関
係
」（144 

）
へ
希
望
を
託
す
物
語
と

読
み
解
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
崩
壊
と
い
う
歴
史
的

文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
集
団
的
な
不
安
や
脅
威
の
感
覚
が
、

新
自
由
主
義
的
社
会
秩
序
の
祝
福
へ
と
織
り
込
ま
れ
て
い
く
さ
ま
を
ア
レ

ゴ
リ
カ
ル
に
記
録
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
分
析
で
あ
る
。

彼
は
、
こ
の
危
機
に
対
す
る
解
決
と
し
て
の
新
自
由
主
義
秩
序
の
正
当
化

作
用
は
、「
不
安
と
希
望
」
と
い
う
「
同
じ
集
合
的
意
識
の
二
つ
の
顔
」

（144 

）
を
記
録
し
て
い
る
と
議
論
す
る
。
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
示
す

ユ
ー
ト
ピ
ア
／
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
評
の
底
流
に
あ
る
の
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ

て
き
た
作
業
、
つ
ま
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
親
密
性
の
問
題
系
と
し

て
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
現
象
を
「
個
人
的
な
問
題
系
」
の
範
疇
に
括
る
こ

と
で
そ
う
し
た
現
象
が
帯
び
る
社
会
的
な
作
用
を
不
問
に
す
る
思
考
の
枠

組
み
を
問
い
質
し
、
欲
望
を
め
ぐ
る
言
説
の
社
会
的
作
用
を
問
題
化
す
る

と
い
う
作
業
と
連
続
す
る
か
た
ち
で
、
社
会
的
か
つ
歴
史
的
に
形
成
さ
れ

る
も
の
と
し
て
の
愛
や
幸
福
、
よ
り
よ
い
生
の
約
束
が
、
規
律
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
と
な
り
、
不
満
の
表
出
を
管
理
し
、
現
状
を
正
当
化
す
る
瞬
間
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。

　

情
動
に
対
す
る
バ
ラ
ン
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
焦
点
を
当
て
始
め
た
、
マ

ル
ク
ー
ゼ
が
肯
定
的
な
文
化
と
呼
ん
だ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
現
在
の
文
脈
に

お
い
て
捕
捉
す
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
化
批
評
に
お
い
て
、
た
と

え
ば
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
「
マ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け

る
物
象
化
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
の
中
で
展
開
し
た
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

も
あ
る
。
一
九
七
九
年
の
こ
の
論
文
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
、
文
化

テ
ク
ス
ト
の
分
析
、
と
り
わ
け
「
マ
ス
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
あ
る
い
は
「
消

費
者
文
化
」
と
括
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
社
会

的
作
用
を
「
純
然
た
る
操
作
」（sheer 

m
anipulation

）
と
み
な
す
分

析
モ
デ
ル
を
批
判
す
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
分
析
対
象

と
し
て
の
文
化
テ
ク
ス
ト
が
完
全
に
市
場
の
論
理
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
社
会
的
作
用
は
、
市
場
そ
の
も
の
を

言
祝
ぐ
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用
で
さ
え
も
、
白
紙
に
都
合
の
よ
い
錯
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危
機
の
感
覚
の
規
律
化

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
例
え
ば
バ
ラ
ン
ト
に
よ
る
情
動
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
愛
、
幸
福
、
そ
し
て
よ
い
生
を
め
ぐ
る
言
説
が
帯
び
る
肯
定
的
な

性
格
を
批
判
的
に
分
析
し
始
め
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
例
え
ば
第
一
節

で
み
た
、
都
市
空
間
の
新
自
由
主
義
的
再
編
の
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
化
す
る

と
い
う
ク
ィ
ア
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
継
続
的
な
課
題
を
、
別
の
ア
ン
グ
ル

か
ら
押
し
広
げ
深
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
で
は
、
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
著
『
タ
イ
ム
ズ
・
ス
ク
エ
ア
・
レ
ッ
ド
、
タ
イ
ム

ズ
・
ス
ク
エ
ア
・
ブ
ル
ー
』
が
捉
え
た
、
新
自
由
主
義
化
へ
の
同
意
形
成

の
一
場
面
を
通
し
て
示
し
た
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
で
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
は
、

タ
イ
ム
ズ
・
ス
ク
エ
ア
の
再
開
発
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
地
域
で
暮
ら

し
て
き
た
人
々
の
日
常
を
描
き
、
彼
ら
が
再
開
発
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

声
を
あ
げ
て
い
た
の
か
を
記
録
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
の

記
述
に
よ
れ
ば
、
開
発
の
手
続
き
へ
の
は
っ
き
り
と
し
た
怒
り
が
発
せ
ら

れ
る
一
方
で
、
と
り
わ
け
再
開
発
の
ご
く
初
期
の
段
階
で
は
、
再
開
発
を

め
ぐ
る
彼
ら
の
声
は
、
常
に
明
瞭
で
断
固
と
し
た
反
対
で
は
な
か
っ
た
。

都
市
空
間
の
再
編
計
画
に
つ
い
て
の
思
い
は
、
と
き
に
、
明
瞭
な
も
の
で

は
な
く
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
情
動
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
情
動
が
な
い
交
ぜ
に
な

っ
た
も
の
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
。

に
よ
る
「
肯
定
的
な
文
化
」
の
分
析
で
あ
る（

3
）。
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
肯
定
的

な
文
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用
に
は
痛
み
の
緩
和
の
約
束
が
含
ま
れ
る
と

い
う
理
解
を
強
調
し
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
批
評
は
、
新
自
由
主

義
秩
序
へ
の
希
望
の
付
託
の
物
語
に
は
、
危
機
に
お
け
る
不
安
や
パ
ニ
ッ

ク
が
不
可
避
的
に
記
録
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

　

従
っ
て
、
バ
ラ
ン
ト
に
よ
る
情
動
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン

の
文
化
批
評
と
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
肯
定
的
な
文
化
の
議
論
の
、
現
在
に

お
け
る
二
つ
の
展
開
と
し
て
理
解
で
き
る
。
バ
ラ
ン
ト
に
よ
る
情
動
の
分

析
が
、
愛
や
よ
り
よ
い
生
を
め
ぐ
る
言
説
に
着
目
し
て
、
そ
の
肯
定
的
な

性
格
を
分
析
し
始
め
た
の
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
批
評
は
、
フ
ォ

ー
デ
ィ
ズ
ム
の
蓄
積
危
機
が
新
自
由
主
義
的
秩
序
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
、

表
裏
一
体
の
集
合
的
な
希
望
と
不
安
が
新
自
由
主
義
を
望
み
祝
福
す
る
言

説
へ
と
織
り
込
ま
れ
て
い
く
さ
ま
を
析
出
す
る
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
論
ず
る

資
本
主
義
下
に
お
け
る
痛
み
の
記
録
と
規
律
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
二
重

の
作
用
を
も
っ
た
快
の
追
求
と
い
う
現
象
、
そ
し
て
そ
の
展
開
と
し
て
の

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
と
バ
ラ
ン
ト
の
議
論
は
、
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
が
欲
望
と
い
う

語
で
は
な
く
情
動
と
い
う
語
を
前
景
化
さ
せ
て
捕
捉
し
よ
う
と
し
た
、
痛

み
へ
の
反
応
と
し
て
の
修
復
的
な
快
の
追
求
と
い
う
文
化
現
象
を
、
そ
う

し
た
快
の
追
求
が
苦
境
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
苦
境
の
正
当
化
へ

と
織
り
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
作
用
に
着
目
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
の
現

在
に
お
い
て
問
題
化
す
る
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。
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ら
排
除
さ
れ
、
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
数
多
く
の
者
た
ち

の
一
人
と
な
っ
た
（xix

）。

　

こ
こ
で
新
自
由
主
義
は
、
そ
れ
が
約
束
す
る
よ
い
生
に
一
度
は
希
望
を

託
し
た
ホ
ー
ク
を
含
む
人
々
を
裏
切
り
、
そ
う
し
た
希
望
を
託
す
こ
と
で

避
け
た
い
と
願
っ
た
生
活
環
境
が
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
く
と
い
う
過
程
へ

と
人
々
を
縛
り
つ
け
る
点
で
、
バ
ラ
ン
ト
が
残
酷
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と

呼
ん
だ
性
質
を
帯
び
る
。
こ
の
新
自
由
主
義
の
一
性
質
は
、
資
本
主
義
秩

序
の
存
続
に
間
階
級
的
同
意
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
分
析

す
る
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
、
肯
定
的
な
文
化
と
呼
ん
だ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
連
続

的
な
も
の
だ
。
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政
が
新
自
由
主
義
的
資
本
主
義
に
適
合

す
る
都
市
空
間
の
再
編
成
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
掲
げ
た
「
生
活
の
質
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
蓄
積
危
機
の
最
中
の
都
市
生
活
の
惨
状
を
緩
和

し
、
生
活
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
と
い
う
約
束
を
含
ん
で
い
た
。
マ
ル

ク
ー
ゼ
が
、
肯
定
的
な
文
化
は
苦
境
の
緩
和
の
約
束
で
あ
り
苦
境
の
記
録

を
不
可
避
的
に
含
み
な
が
ら
そ
う
し
た
苦
境
の
存
続
を
正
当
化
す
る
と
述

べ
た
よ
う
に
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政
に
よ
る
新
自
由
主
義
化
へ
の
同
意
形

成
の
過
程
は
、
蓄
積
危
機
の
最
中
に
感
じ
ら
れ
る
不
安
や
痛
み

―
た
と

え
ば
ホ
ー
ク
が
不
安
定
な
労
働
状
況
や
都
市
生
活
の
最
中
に
感
じ
て
い
た

も
の
を
含
む

―
の
管
理
と
吸
収
と
し
て
現
れ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
／
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
批
評
を
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
「
肯
定
的
な
文
化
」
の
視
野
を
押
し
広

げ
て
見
出
す
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
語
彙
に
従
え
ば
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政
が

　

ホ
ー
ク
と
あ
だ
名
さ
れ
る
人
物
は
、
再
開
発
の
と
り
わ
け
初
期
段
階
で

は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
反
応
を
見
せ
、
の
ち
に
反
対
を
示
す
よ
う
に
な

っ
た
者
た
ち
の
一
人
だ
。
ホ
ー
ク
は
当
時
、
労
働
条
件
の
悪
化
を
理
由
に

市
の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
職
を
辞
し
た
後
、
タ
イ
ム
ズ
・
ス
ク
エ
ア
の

労
働
者
階
級
の
バ
ー
に
勤
め
始
め
て
お
り
、
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
と
は
、
同
性

間
の
セ
ッ
ク
ス
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
ポ
ル
ノ
・
シ
ア
タ
ー
で
知
り
合
っ

た
。
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
進
行
中
の
再
開
発
に
対
す
る
ホ

ー
ク
の
見
解
は
「
あ
る
意
味
で
い
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
別
の
意
味
で
は

よ
く
な
い
」（104 

）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ホ
ー
ク
は
か
つ
て
の
タ
イ
ム

ズ
・
ス
ク
エ
ア
周
辺
の
危
機
に
引
き
裂
か
れ
た
都
市
生
活
の
不
安
定
さ
か

ら
、
一
度
は
「
生
活
の
質
」
の
向
上
を
掲
げ
る
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政
に
希

望
を
託
し
、
票
を
投
じ
た
。
し
か
し
彼
は
今
や
決
し
て
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市

政
に
賛
同
し
て
は
い
な
い
と
言
う
。
と
い
う
の
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
市
政

に
よ
る
都
市
空
間
の
再
編
の
仕
方
は
、
タ
イ
ム
ズ
・
ス
ク
エ
ア
に
集
ま
っ

て
い
た
人
々
の
生
活
を
損
な
う
よ
う
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
っ
た
（103︲4

）。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
市
の
公
共
空

間
を
取
り
戻
す
と
い
う
名
の
も
と
に
な
さ
れ
た
ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
の
政
治
実

践
は
、
実
際
に
は
苛
烈
さ
を
増
す
規
範
化
と
排
除
の
政
治
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、
の
ち
の
再
開
発
の
過
程
で
ホ
ー
ク
が

勤
め
て
い
た
労
働
者
階
級
の
バ
ー
も
破
壊
さ
れ
た
の
ち
改
築
さ
れ
、
ホ
ー

ク
自
身
が
、
再
開
発
を
経
た
タ
イ
ム
ズ
・
ス
ク
エ
ア
の
「
公
共
空
間
」
か
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う
に
規
律
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
新
自
由
主
義
化
へ
の
同
意
形
成
は
、
危
機
に
お
け
る
痛

み
や
不
調
や
不
安
の
管
理
と
し
て
も
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
情
動

を
め
ぐ
る
議
論
が
前
景
化
し
て
い
る
の
は
、
危
機
と
い
う
文
脈
に
お
け
る

快
の
追
求
と
い
う
文
化
現
象
の
分
析
と
は
、
同
時
に
、
苦
境
の
表
現
の
規

律
化
を
分
析
す
る
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
情
動
へ
の

着
目
は
、
欲
望
の
規
範
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
化
す
る
と
い
う
ク
ィ
ア
批

評
の
課
題
を
、
危
機
の
文
脈
に
お
け
る
肯
定
的
な
文
化
の
批
判
的
分
析
と

い
う
ア
ン
グ
ル
か
ら
、
深
め
て
い
く
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
り
つ
け
た
の
は
、
危
機
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
集
団
的
な
感
覚
の
一
様

態
と
し
て
の
不
安
と
希
望
の
結
合
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

デ
ィ
レ
イ
ニ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
が
捉
え
た
、
ホ
ー
ク
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
反
応
が
同
意
と
し
て
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
間
に
「
取
り
戻
さ
れ
た

公
共
空
間
」
か
ら
彼
自
身
が
排
除
さ
れ
て
い
く
と
い
う
過
程
は
、
新
自
由

主
義
化
と
呼
ば
れ
る
社
会
生
活
の
再
編
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
継
続
的
に
展
開
し
て
い
く
蓄
積
危
機
の
最
中
に
あ
っ
て
は
、
新

自
由
主
義
の
修
辞
が
約
束
す
る
よ
い
生
へ
の
希
望
の
付
託
と
い
う
現
象
の

分
析
は
、
痛
み
や
不
調
や
不
安
と
い
っ
た
社
会
的
感
覚
の
表
現
が
ど
の
よ

（
1
）Berlant and W

arner 

“Sex in Public

”お
よ
び
そ
の
一
年
後
に
出
版

さ
れ
た W

arner, T
he T

rouble w
ith N

orm
al

で
展
開
さ
れ
た
議
論

を
参
照
。

（
2
）
情
動
の
理
論
は
し
ば
し
ば
、
情
動
を
自
動
的
ま
た
は
自
律
的
な
身
体
反
応

と
理
論
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
バ
ラ
ン
ト
の
議
論
は
こ
こ
で
そ
う
し
た
傾

向
に
介
入
し
つ
つ
情
動
概
念
を
用
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
他
に
、
情
動

を
身
体
の
自
動
的
あ
る
い
は
自
律
的
反
応
と
す
る
説
明
に
介
入
す
る
か
た

ち
で
お
こ
な
わ
れ
る
情
動
の
分
析
と
し
て
は
、
例
え
ばA

hm
ed

を
参
照
。

（
3
）
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
はA

rchaeologies of the Future

に
お
い
て
、
自
身
の

ユ
ー
ト
ピ
ア
批
評
の
底
流
の
一
つ
と
し
て
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
よ
る
肯
定
的
な

文
化
の
分
析
を
挙
げ
て
い
る
（xv

）。
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