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渡
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喜
庸
哲

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
一
冊
の
古
い
本
で
あ
る
。

古
い
と
い
う
の
は
、
単
に
す
で
に
最
初
の
公
刊
か
ら
三
〇
年
以
上
も
の
歳
月
が
過
ぎ
た
か
ら
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
い
。
本
書
全
体

か
ら
す
ぐ
に
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
ま
だ
ソ
連
が
世
界
に
対
し
て
覇
権
の
一
つ
を
握
り
、
東
欧
の
民
主
化

の
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
を
抑
圧
し
て
い
た
時
代
の
出
来
事
だ
。
冷
戦
崩
壊
以
降
、
こ
う
し
た
枠
組
み
自
体
が
も
は
や
妥
当
で
は
な
く
な
っ
た

は
ず
の
今
日
か
ら
振
り
返
る
と
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
古
く
、
し
か
も
け
っ
し
て
読
み
や
す
い
と
は
言
え
な
い
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
本
を
あ
え
て
訳
出
し
た
の
は
、
ル
フ
ォ
ー

ル
の
も
つ
、
硬
く
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
衝
撃
を
伝
え
る
よ
う
な
理
論
的
な
分
析
が
、
今
日
と
い
う
時
代
に
も
確
か
に
届
く
ほ
ど
の
射
程
を

有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
後
述
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
そ
の
後
の
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
学
の
一
つ
の
潮
流
を
創
始
す
る
こ

と
に
な
る
と
言
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
影
響
関
係
の
こ
と
だ
け
を
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
今
日
の
よ
う
に
、

一
方
の
「
全
体
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
、
し
か
る
べ
き
学
問
的
な
検
討
を
施
さ
れ
ず
、
抑
圧
的
に
見
え
る
体
制
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
体
制
に

も
あ
て
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
使
い
勝
手
の
良
い
形
容
詞
や
批
判
の
た
め
の
悪
口
に
格
下
げ
さ
れ
て
し
ま
い
、
他
方
の
「
民
主
主

義
」
と
い
う
言
葉
が
、
あ
た
か
も
多
数
決
や
数
合
わ
せ
の
票
取
り
ゲ
ー
ム
と
同
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
現
実
に
働
い
て
い
る
意

思
決
定
プ
ロ
セ
ス
（
ル
フ
ォ
ー
ル
な
ら
ば
「
権
力
」
と
「
資
本
」
と
「
知
」
が
融
合
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
言
う
だ
ろ
う
）
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
方
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便
に
も
な
り
か
ね
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、「
民
主
主
義
」
お
よ
び
「
全
体
主
義
」
に
つ
い
て
の
今
な
お
色
あ
せ
な
い
根
源
的
な
考
察
が
ル

フ
ォ
ー
ル
に
は
あ
る
は
ず
だ
。

一
見
す
る
と
、
ソ
連
型
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
型
「
共
産
主
義
」
を
痛
烈
に
批
判
す
る
こ
と
で
「
民
主
主
義
」
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
ル

フ
ォ
ー
ル
の
手
つ
き
は
、「
自
由
主
義
」
さ
ら
に
は
「
保
守
主
義
」
に
よ
る
共
産
主
義
批
判
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
本
書

で
は
、
従
来
の
「
共
産
主
義
」
に
お
け
る
全
体
主
義
に
対
す
る
盲
目
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
、
ル
フ
ォ
ー
ル
な
り
の
全
体
主
義
批
判
を
提

示
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
、
ル
フ
ォ
ー
ル
が
標
的
と
し
て
い
る
も
の
が
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
を
単
な
る

「
反
共
」
の
書
と
読
む
の
は
完
全
な
誤
読
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
学
び
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
と
は
一
線
を
画
す
る
ル
フ

ォ
ー
ル
は
、
資
本
主
義
社
会
の
生
産
様
式
や
支
配
様
式
に
対
す
る
批
判
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
の
「
解
放
」
を
旗
印
に
創
設
さ

れ
た
は
ず
の
共
産
主
義
を
自
称
す
る
社
会
に
あ
っ
て
す
ら
、
な
ぜ
同
様
の

★

―
―

★

場
合
に
よ
っ
て
は
い
っ
そ
う
組
織
化
さ
れ
た

★

―
―

★

支
配
様

式
が
見
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
「
左
派
」
を
自
称
し
て
き
た
知
識
人
た
ち
は
な
ぜ
こ
の
こ
と
を
現
実
的
に
も
理
論
的
に
も
考
え
て
こ
な

か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
を
一
貫
し
て
追
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ル
フ
ォ
ー
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、「
共
産

主
義
」
対
「
自
由
主
義
」
と
い
う
構
図
そ
の
も
の
が
も
は
や
効
力
を
有
さ
な
い
「
ポ
ス
ト
共
産
主
義
」（
ⅳ
頁
）
の
社
会
だ
と
い
う
こ
と

は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
も
し
か
す
る
と
「
全
体
主
義
」
は
「
共
産
主
義
」
亡
き
後
も
別
の
か
た
ち
で
生
き
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
の
だ
。
も
し
「
全
体
主
義
」
と
「
民
主
主
義
」
の
両
者
が
互
い
が
互
い
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
不
可
分
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
す

れ
ば
、「
全
体
主
義
」
の
姿
を
「
限
界
」
ま
で
追
跡
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
「
民
主
主
義
」
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
も
理
解
で
き
な

い
だ
ろ
う
。「
全
体
主
義
」
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
さ
し
あ
た
り
「
民
主
主
義
」
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
の
社
会
は
本
当

に
そ
う
呼
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か

★

―
―

★

そ
も
そ
も
「
民
主
主
義
」
っ
て
何
だ
、
そ
う
し
た
問
い
を
提
起
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
者
に
は
、

ル
フ
ォ
ー
ル
の
硬
く
鈍
い
衝
撃
は
確
か
に
伝
わ
る
に
ち
が
い
な
い
。

ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
の
著
作
と
経
歴
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ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
の
著
作
に
は
、
邦
訳
の
な
い
も
の
も
含
め
て
以
下
が
あ
る
。

La Brèche,�avec�Edgar�M
orin�et�Jean-M

arc�Coudray,�Paris,�Fayard,�（968/（008

〔『
学
生
コ
ミ
ュ
ー
ン
』
西
川
一
郎
訳
、
合

同
出
版
、
一
九
六
九
年
〕

É
lém

ents d ’une critique de la bureaucratique,�Genève,�D
roz,�（97（/Paris,�Gallim

ard,�（979

〔『
官
僚
制
批
判
の
諸
要
素
』
未

邦
訳
〕

Le T
ravail de l ’œ

uvre M
achiavel,�Paris,�Gallim

ard,�（97（

〔『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
作
品
研
究
』
未
邦
訳
〕

U
n hom

m
e en trop. E

ssai sur « L
’A

rchipel du G
oulag »,�Paris,�Seuil,�（975

〔『
余
分
な
人
間

★

―
―

★

『
収
容
所
群
島
』
を
め
ぐ

る
考
察
』
宇
京
頼
三
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
一
年
〕

Sur une colonne absente. É
crits autour de M

erleau-Ponty,�Paris,�Gallim
ard,�（978.

〔『
不
在
の
柱
の
上
で

★

―
―

★

メ
ル
ロ=

ポ

ン
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
』
未
邦
訳
〕

Les Form
es de l ’histoire,�Paris,�Gallim

ard,�（978

〔『
歴
史
の
諸
形
象
』
未
邦
訳
〕

L
’invention dém

ocratique. Les lim
ites de la dom

ination totalitaire,�Paris,�Fayard,�（98（/（99（.

〔
本
書
〕

E
ssais sur le politique (X

IX
e-X

X
e siècle),�Paris,�Seuil,�（986.

〔『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
（
一
九
世
紀
―
二
〇
世
紀
）』
未

邦
訳
〕

É
crire à l ’épreuve du politique,�Paris,�Calm

ann-Lévy,�（99（/Paris,�Pocket,�（995

〔『
エ
ク
リ
ー
ル

★

―
―

★

政
治
的
な
る
も
の
に
耐

え
て
』
宇
京
頼
三
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
〕

La Com
plication – retour sur le com

m
unism

e,�Paris,�Fayard,�（999.
〔『
錯
綜

★

―
―

★

共
産
主
義
へ
の
回
帰
』
未
邦
訳
〕

Le T
em

ps présent. É
crits 1945-2005,�Paris,�Belin,�（007.

〔『
現
在

★

―
―

★

一
九
四
五
年
―
二
〇
〇
五
年
』
未
邦
訳
〕
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こ
の
ほ
か
、
多
く
の
論
文
を
執
筆
し
て
い
）
（
（

る
。
ま
た
、
序
文
家
と
し
て
の
姿
も
あ
り
、
な
か
で
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
『
リ
ヴ
ィ
ウ
ス

論
』
仏
訳
（Flam

m
arion,�（985

）、
エ
ド
ガ
ー
ル
・
キ
ネ
の
『
革
命
』（Belin,�（987

）、
ダ
ン
テ
の
『
帝
政
論
』
仏
訳
（Belin,�（99（

）
や
、

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
著
作
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。

＊

ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
一
九
二
四
年
に
パ
リ
に
生
ま
れ
た
。
一
九
四
一
年
に
パ
リ
の
カ
ル
ノ
高
校
に
入
学
す
る
と
、
そ
こ
で
哲

学
を
教
え
て
い
た
哲
学
者
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
出
会
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
影
響
で
マ
ル
ク
ス
に
目
覚
め
た
ル
フ
ォ
ー
ル
だ
が
、

徐
々
に
ト
ロ
ツ
キ
ー
主
義
に
接
近
す
る
。
と
は
い
え
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
「
正
統
」
な
教
説
に
含
ま
れ
る
決
定
論
的
、
還
元
主
義
的
な
考

え
に
対
し
て
は
す
で
に
こ
の
時
期
か
ら
拒
否
感
を
覚
え
、
ソ
連
や
共
産
党
に
は
違
和
感
を
抱
く
。
戦
後
、
ユ
ネ
ス
コ
で
の
勤
務
を
経
て
、

一
九
四
九
年
に
哲
学
教
授
資
格
試
験
に
合
格
す
る
。
戦
後
す
ぐ
に
ト
ロ
ツ
キ
ー
主
義
と
決
別
し
た
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
コ
ル
ネ
リ
ュ
ウ
ス
・

カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
ら
と
と
も
に
「
社
会
主
義
か
野
蛮
か
」
の
グ
ル
ー
プ
を
設
立
）
（
（
し
、
同
名
の
雑
誌
で
す
で
に
東
側
諸
国
の
官
僚
主
義
的

支
配
様
式
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
五
〇
年
代
に
書
か
れ
た
論
文
の
う
ち
主
要
な
も
の
は
、
そ
の
後
『
官
僚
制
批
判

の
諸
要
素
』
お
よ
び
『
歴
史
の
諸
形
象
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
資
本
主
義
的
支
配
か
ら
の
「
解
放
」
を
主
張
し
て
い
た
は
ず
の
共
産
主

義
に
も
い
っ
そ
う
の
「
支
配
」
と
「
抑
圧
」
の
機
構
が
働
い
て
い
る
と
い
う
点
で
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
が
、
彼
を

中
心
と
す
る
「
社
会
主
義
か
野
蛮
か
」
の
主
流
派
が
「
自
治
」
な
い
し
「
自
律
」
を
志
向
し
た
一
つ
の
革
命
政
党
と
し
て
の
活
動
の
方
向

性
を
探
る
の
に
対
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
い
か
な
る
「
組
織
化
」
も
硬
直
化
し
抑
圧
装
置
へ
の
転
換
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
懸
念
を
ど
う
し
て
も
隠
し
き
れ
ず
、
一
九
五
八
年
に
袂
を
分
か
つ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
問
題
系
を
ル
フ
ォ
ー
ル
自
身
が
ど
の

よ
う
に
潜
り
抜
け
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
五
章
で
の
回
顧
を
参
照
さ
れ
た
い
。

そ
の
間
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
二
つ
の
重
要
な
論
争
を
し
て
い
る
。
人
類
学
者
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
の
論
集
『
人
類
学
と
社
会
学
』（
一
九

五
〇
年
）
に
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
序
文
を
寄
せ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
五
一
年
に
『
レ
・
タ
ン
・
モ
デ
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ル
ヌ
』
に
発
表
し
た
論
文
「
交
換
と
人
間
間
の
闘
争
」
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
主
義
的
な
解
釈
に
（
と
り
わ
け
「
象

徴
」
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
）
反
論
を
寄
せ
て
い
）
（
（
る
。
そ
の
一
方
で
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
実
存
主
義
に
与
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
サ
ル
ト
ル
の

五
二
年
の
論
考
「
共
産
主
義
者
と
平
和
」
に
対
し
て
、
同
じ
『
レ
・
タ
ン
・
モ
デ
ル
ヌ
』
誌
一
九
五
三
年
八
九
号
に
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義

と
サ
ル
ト
ル
」
を
発
表
し
、
サ
ル
ト
ル
が
労
働
者
階
級
と
共
産
党
と
を
同
一
視
し
て
い
る
と
し
批
判
を
辞
さ
ず
、
そ
の
た
め
に
『
レ
・
タ

ン
・
モ
デ
ル
ヌ
』
か
ら
も
離
れ
る
こ
と
と
な
）
（
（

る
。

�

「
社
会
主
義
か
野
蛮
か
」
か
ら
の
離
別
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
政
治
活
動
よ
り
も
、
大
学
に
お
け
る
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て

執
筆
を
通
じ
た
政
治
哲
学
の
理
論
化
へ
と
舵
を
切
る
転
機
と
な
っ
た
。
一
九
六
五
年
か
ら
七
一
年
は
カ
ー
ン
大
学
で
社
会
学
を
講
じ
る
。

そ
こ
で
の
弟
子
筋
に
は
ア
ラ
ン
・
カ
イ
エ
、
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ゴ
フ
ら
が
い
る
。

い
わ
ゆ
る
〈
六
八
年
五
月
〉
に
際
し
て
は
、
旧
友
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
お
よ
び
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
と
と
も
に
す
ぐ
さ
ま
反
応
し
、

現
在
進
行
形
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
た
共
著
『
六
八
年
五
月

★

―
―

★

裂
け
目
』（
邦
題
は
『
学
生
コ
ミ
ュ
ー
ン
』）
を
同
年
に
著
し

て
い
る
（
同
書
の
ジ
ャ
ン
＝
マ
ル
ク
・
ク
ー
ド
レ
イ
は
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
の
偽
名
で
あ
る
）。
革
命
の
主
体
を
学
生
運
動
に
も
認
め
る
の
か
そ

れ
と
も
労
働
階
級
に
こ
そ
認
め
る
べ
き
か
と
い
っ
た
議
論
を
よ
そ
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
学
生
反
乱
に
、
単
に
大
学
内
の
問
題
に
限
ら
れ

な
い
、
大
学
に
具
現
化
さ
れ
た
近
代
産
業
社
会
全
体
へ
の
問
い
な
お
し
を
見
て
と
っ
て
い
る
。
東
欧
の
民
主
化
に
つ
い
て
論
じ
る
本
書
に

も
通
底
す
る
視
座
だ
ろ
う
。

一
九
七
一
年
に
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
つ
い
て
の
博
士
論
文
を
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
に
提
出
し
、
国
家
博
士
号
を
取
得
。
そ
の
後
、

フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
（CN

RS

）
研
究
員
を
経
て
、
社
会
科
学
高
等
研
究
院
（EH

ESS

）
で
教
鞭
を
と
る
。
社
会
科
学
高

等
研
究
院
で
は
、
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
と
と
も
に
「
社
会
学
・
人
類
学
・
政
治
学
領
域
横
断
研
究
所
」（
現
在
の
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン

研
究
所
）
を
指
揮
し
、
後
に
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
と
と
も
に
、「
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
政
治
学
研
究
所
」
を
立
ち
上
げ
る
こ
と

に
な
る
。
一
九
八
九
年
に
同
研
究
院
を
退
職
後
も
、
精
力
的
に
執
筆
を
続
け
た
。

七
〇
年
代
以
降
の
ル
フ
ォ
ー
ル
の
課
題
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
の
官
僚
制
批
判
の
仕
事
に
も
と
づ
き
、
後
述
す
る
よ
う
な
ソ
ル
ジ
ェ



� 　

� 394

ニ
ー
ツ
ィ
ン
の
『
収
容
所
群
島
』
公
刊
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
的
な
出
来
事
を
背
景
に
し
て
（『
余
分
な
人
間
』
を
参
照
）、
さ
ら
に
マ

キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
加
え
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
ら
の
政
治
哲
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
、「
全
体
主
義
」
概
念
を
精
緻
化
し
、
翻
っ
て
、

そ
れ
と
対
に
な
る
か
た
ち
で
「
民
主
主
義
」
概
念
を
導
出
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
『
民
主
主
義
の
発
明
』
は
そ
う
し

た
一
連
の
作
業
の
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
組
織
へ
の
安
住
を
拒
ん
だ
ル
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
そ
の
時
々
の
友
人
ら
と
と
も
に
発
刊
し
、
熱
の
こ
も
っ
た

論
考
を
集
め
た
数
号
を
公
刊
し
て
は
ま
た
別
の
形
態
の
雑
誌
へ
と
移
行
し
、
ま
た
新
た
な
友
人
ら

★

―
―

★

と
く
に
若
い
研
究
者
ら

★

―
―

★

と
新

た
な
雑
誌
を
立
ち
上
げ
る
と
い
う
断
続
的
な
学
術
雑
誌
を
通
じ
た
議
論
の
場
こ
そ
、
そ
の
主
た
る
活
動
の
舞
台
で
あ
っ
た
。
先
に
触
れ
た

『
社
会
主
義
か
野
蛮
か
』
や
『
レ
・
タ
ン
・
モ
デ
ル
ヌ
』
以
降
も
、
六
八
年
に
は
、
現
在
は
現
象
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ル
ク
・
リ
シ

ー
ル
（
本
書
第
七
章
参
照
）
ら
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
自
由
大
学
の
学
生
が
中
心
と
な
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
テ
ク
ス
チ
ュ
ー
ル
』
に
、
マ
ル

セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
と
と
も
に
参
加
し
、
同
誌
の
編
集
に
も
携
わ
る
。
さ
ら
に
、
七
七
年
か
ら
は
ゴ
ー
シ
ェ
に
加
え
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
概

念
に
つ
い
て
の
社
会
思
想
史
で
後
に
著
名
と
な
る
ミ
ゲ
ル
・
ア
バ
ン
ス
ー
ル
ら
と
『
リ
ー
ブ
ル
』
誌
を
創
刊
す
る
（
本
書
第
一
章
、
九
章

の
初
出
は
こ
の
雑
誌
で
あ
る
）。
こ
の
雑
誌
は
八
〇
年
ま
で
継
続
す
る
が
、
付
言
し
て
お
け
ば
、『
リ
ー
ブ
ル
』
誌
の
面
々
が
、『
国
家
に
抗

す
る
社
会
』
の
人
類
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
と
と
も
に
試
み
た
の
が
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ラ
・
ボ
エ
シ
の
再
読
で
あ
る
。
現
在

も
フ
ラ
ン
ス
で
手
に
入
る
『
自
発
的
隷
従
論
』
の
パ
イ
ヨ
社
の
文
庫
版
に
は
、
当
時
書
か
れ
た
ゴ
ー
シ
ェ
と
ア
バ
ン
ス
ー
ル
連
名
の
序
文

や
ク
ラ
ス
ト
ル
の
ラ
・
ボ
エ
シ
論
に
加
え
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
「〈
一
者
〉
の
名
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
随
所
に
も
見
ら
れ
る

〈
一
な
る
人
民
〉
に
対
抗
す
る
思
想
の
糸
口
が
ラ
・
ボ
エ
シ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
）
5
（
だ
。
そ
の
後
、
八
〇
年
代
に
は
、
ア
バ
ン
ス
ー
ル
、

ピ
エ
ー
ル
・
パ
シ
ェ
、
ニ
コ
ル
・
ロ
ロ
ー
ら
と
新
た
な
雑
誌
『
過
去
／
現
在
（Passé/Présent

）』
を
創
刊
し
、「
個
人
」
や
「
テ
ロ
ル
」

な
ど
を
テ
ー
マ
に
特
集
を
組
ん
で
い
る
。

八
〇
年
代
に
は
、
民
主
主
義
論
、
革
命
論
に
加
え
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
に
つ
い
て
の
論
考
な
ど
を
加
え
た
論
集
『
政
治
的
な
も
の
に

つ
い
て
の
試
論
（
一
九
世
紀
―
二
〇
世
紀
）』
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
書
と
並
ん
で
ル
フ
ォ
ー
ル
政
治
哲
学
の
理
論
的
考
察
が
ま
と
ま
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っ
て
い
る
著
作
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
本
書
の
重
要
な
理
論
的
背
景
で
あ
り
つ
つ
示
唆
さ
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
中
世
的
神
学
的

政
治
観
の
現
代
に
お
け
る
残
存
を
問
題
に
す
る
重
要
論
文
「
神
学
―
政
治
的
な
も
の
の
永
続
性
？
」
は
特
筆
に
値
す
る
。

同
時
期
の
ル
フ
ォ
ー
ル
の
活
動
と
し
て
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
論
的
な
営
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
九
八
八
年
の

い
わ
ゆ
る
ラ
シ
ュ
デ
ィ
事
件
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ
擁
護
委
員
会
の
中
心
的
な
役
を
担
っ
た
こ
と
だ
。

こ
の
ラ
シ
ュ
デ
ィ
論
は
、
一
九
九
二
年
公
刊
の
『
エ
ク
リ
ー
ル
』
に
収
め
ら
れ
日
本
語
で
も
読
め
る
。
同
書
は
さ
ら
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー

ウ
ェ
ル
論
や
、
他
方
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
、
サ
ド
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、
ギ
ゾ
ー
ら
に
関
す
る
論
考
も
収
め
ら
れ
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
思
想
的
影

響
関
係
や
同
時
代
的
関
心
を
広
く
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
九
年
公
刊
の
『
錯
綜
』
は
副
題
に
「
共
産
主
義
へ
の
回
帰
」
を
謳
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
の
辛
辣
な
共
産

主
義
批
判
を
経
た
晩
年
の
変
節
を
告
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
冷
戦
崩
壊
以
降
に
改
め
て
共
産
主
義
の
問
題
を
再
検
討
す
る
と
い
う
目
論
見

の
も
と
、
関
連
す
る
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
の
『
現
在

★

―
―

★

一
九
四
五
年
―
二
〇
〇
五
年
』
は
、
こ
れ
ま
で
単
行
本

に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
論
文
を
中
心
に
集
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

最
晩
年
の
ル
フ
ォ
ー
ル
は
膵
臓
癌
を
患
っ
て
い
た
。
パ
リ
左
岸
七
区
の
バ
ッ
ク
街
に
あ
る
五
階
の
自
宅
か
ら
、
エ
レ
ベ
ー
タ
が
備
わ
っ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
毎
日
上
り
下
り
を
し
て
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
に
赴
い
て
友
人
ら
と
の
会
話
を
楽
し
む
の
が
日
課
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
か
ね
て
か
ら
の
親
友
エ
ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
が
足
繁
く
見
舞
う
甲
斐
も
な
く
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
三
日
に
生
涯
を
閉
じ

る
。
ペ
ー
ル
・
ラ
シ
ェ
ー
ズ
墓
地
で
の
葬
儀
の
際
、
モ
ラ
ン
は
ル
フ
ォ
ー
ル
の
「
死
を
前
に
し
た
ス
ト
ア
派
の
よ
う
な
高
貴
さ
」
を
証
言

し
、
彼
を
「
い
か
な
る
進
歩
主
義
的
な
幻
想
に
も
譲
歩
し
な
い
」、「
全
体
主
義
の
思
想
家
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
の
、
民
主
主
義
の
思
想

家
」
を
偲
ん
だ
の
だ
っ
）
6
（
た
。

ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

宇
野
重
規
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
哲
学
の
諸
潮
流
を
概
観
す
る
著
書
『
政
治
哲
学
へ
』
の
な
か
で
、
そ
こ
に
は
三
つ
の
源
流
が
あ
る
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と
し
て
い
る
。
第
一
は
、
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
に
代
表
さ
れ
る
右
派
な
い
し
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
流
れ
で
あ
る
。
第
二
は
、
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
以
降
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
思
想
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
批
判
や
主
体
論
だ
。
そ
し
て
、
第
三
が
、
コ
ル
ネ
リ
ュ
ウ
ス
・
カ

ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
お
よ
び
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
ら
の
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
出
発
点
に
し
つ
つ
も
マ
ル
ク
ス
主
義
批
判
を
経
て
全
体
主

義
批
判
に
い
た
る
潮
流
だ
と
さ
れ
る
。
宇
野
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
は
さ
ら
に
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
流
れ

に
属
す
る
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー
ル
ら
と
こ
れ
に
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
や
イ
タ
リ
ア
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
ら
を

含
め
た
グ
ル
ー
プ
、「
六
八
年
の
思
想
」
を
批
判
す
る
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
系
の
ア
ラ
ン
・
ル
ノ
ー
や
リ
ュ
ッ
ク
・
フ
ェ
リ
ー
ら
の
グ
ル
ー
プ
、

さ
ら
に
ア
ロ
ン
お
よ
び
ル
フ
ォ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
た
社
会
科
学
高
等
研
究
院
（EH

ESS

）
を
中
心
に
し
た
グ
ル
ー
プ
の
三
つ
に
大
別
さ

れ
る
と
い
）
7
（
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
八
〇
年
代
以
降
に
「
復
権
」
が
叫
ば
れ
る
「
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
」
の
一
つ
の
源
流
を
な
す
に
い
た

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
ル
フ
ォ
ー
ル
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
盟
友
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
に
つ

い
て
は
、
そ
の
主
著
の
邦
訳
を
主
導
し
た
江
口
幹
氏
に
よ
る
評
伝
が
あ
る
）
8
（
が
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
は
わ
ず
か
で
あ
）
9
（
る
。

ル
フ
ォ
ー
ル
が
敬
遠
さ
れ
て
い
た
の
に
は
、
そ
の
晦
渋
な
文
章
ゆ
え
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義

思
想
は
も
ち
ろ
ん
、
実
存
主
義
に
も
、
構
造
主
義
に
も
果
敢
に
論
争
を
挑
み
、
流
行
の
「
学
派
」
へ
の
帰
属
を
つ
ね
に
拒
否
し
て
き
た
と

い
う
独
自
の
立
ち
位
置
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

今
、
八
〇
年
代
以
降
の
「
フ
ラ
ン
ス
政
治
哲
学
」
の
「
復
権
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
本
書
の
背
景
理
解
に
と
っ
て
も
大
き
な
意

義
を
も
つ
た
め
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
本
書
の
初
版
が
出
版
さ
れ
た
一
九
八
一
年
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
思

想
界
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
大
き
な
変
動
の
渦
中
に
あ
っ
た
。
す
で
に
五
〇
年
代
か
ら
す
で
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
暴

動
（
本
書
第
一
〇
章
）
お
よ
び
ハ
ン
ガ
リ
ー
蜂
起
（
本
書
第
八
、
九
章
）
と
い
っ
た
兆
候
は
す
で
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
プ
ラ
ハ
の
春

（
六
八
年
）、
ソ
連
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
（
七
九
年
）
と
い
っ
た
出
来
事
、
さ
ら
に
ソ
連
に
お
け
る
強
制
収
容
所
の
実
態
を
描
い

た
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
の
『
収
容
所
群
島
』

★

―
―

★

五
〇
年
代
末
か
ら
執
筆
さ
れ
た
同
書
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
七
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
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訳
が
は
じ
め
て
だ

★

―
―

★

に
よ
っ
て
、
ソ
連
お
よ
び
共
産
党
を
拠
り
所
の
一
つ
と
し
て
い
た
政
治
お
よ
び
思
想
の
枠
組
み
が
崩
れ
は
じ
め
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
は
っ
き
り
と
し
た
兆
し
は
、
本
書
第
一
一
章
で
論
じ
ら
れ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
民
主
化
に
現
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
の
表
舞
台
で
は
、
七
〇
年
代
か
ら
す
で
に
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
が
「
ユ
ー
ロ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
の
か
け
声
と
と

も
に
ソ
連
か
ら
距
離
を
と
り
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
と
「
共
同
綱
領
」
を
結
び
「
左
派
連
合
」
を
実
現
さ
せ
た
（
本
書
第
四
章
参
照
）。

こ
の
「
左
派
連
合
」
は
い
ろ
い
ろ
な
紆
余
曲
折
を
経
て
結
局
八
一
年
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
社
会
党
政
権
を
実
現
さ
せ
た
の
だ
っ
た
が
、
と
も
あ

れ
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
亀
裂
を
隠
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
が
社
会
主
義
的
な
企
業
国
有
化
路
線

か
ら
「
現
代
化
」
を
旗
印
に
し
た
自
由
主
義
路
線
へ
と
大
転
換
を
見
せ
る
こ
と
に
如
実
に
現
れ
る
。
思
想
の
面
で
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
主
軸
の
一
つ
と
し
て
い
た
構
造
主
義
的
な
枠
組
み
が
解
体
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
潮
流
が
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
。

概
し
て
、〈
六
八
年
五
月
〉
以
降
、〈
党
〉
を
中
心
と
し
た
労
働
者
階
級
に
基
づ
く
革
命
理
論
に
重
き
を
置
い
て
い
た
思
想
か
ら
、〈
左
翼

急
進
主
義
〉
と
呼
ば
れ
る
極
左
組
織
や
、
第
三
世
界
主
義
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
等
々
が
花
開
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
な
か
で
、
本
書
で
批
判
的
に
述
べ
ら
れ
る
ア
ン
ド
レ
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
ら
「
ヌ
ー
ヴ
ォ

ー
・
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
」
と
呼
ば
れ
る
若
手
の
知
識
人
ら
に
よ
る
、
メ
デ
ィ
ア
向
け
の
「
全
体
主
義
批
判
」
も
現
れ
て
き
て
は
い
た
。
し
か
し
、

八
〇
年
代
以
降
、
い
っ
そ
う
広
範
な
思
想
の
変
動
が
フ
ラ
ン
ス
を
襲
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
政
治
」
の
名
の
も
と
に
軽
視
さ

れ
て
い
た
「
宗
教
」
や
「
倫
理
」
が
復
権
し
て
ゆ
く
の
は
こ
の
時
期
か
ら
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が

一
般
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
し
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
で
も
「
フ
ラ
ン

ス
現
象
学
の
神
学
的
転
回
」
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
そ
し
て
、「
政
治
哲
学
」
が
肯
定
的
な
意
味
で
論
じ
ら
れ
る
の
も
逆
説
的
な

こ
と
に
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
「
政
治
哲
学
」
と
い
え
ば
、
生
産
関
係
を
度
外
視
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
理
論
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
だ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
や
構
造
主
義
の
退
潮
に
よ
り
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
中
心
と

し
た
英
語
圏
の
政
治
哲
学
に
本
格
的
な
注
目
が
集
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
時
期
に
あ
っ
て
、
共
産
主
義
は
も
ち
ろ
ん
実
存
主
義
に
も
構
造
主
義
に
も
、
さ
ら
に
は
自
由
主
義
に
も
共
和
主
義
に
も
自
ら
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を
同
定
せ
ず
、
ま
さ
に
「
手
す
り
な
き
思
考
」
を
実
践
し
て
い
た
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、
一
九
八
三
年
の
論
文
「
民
主
主
義
と
い
う
問
題
」
に

お
い
て
「
政
治
哲
学
の
再
興
」
を
唱
）
（（
（
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
哲
学
の
復
興
に
一
役
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
）
（（
（
た
。
ル
フ
ォ
ー

ル
に
影
響
を
与
え
た
思
想
家
は
多
々
い
る
。
マ
ル
ク
ス
を
根
本
と
し
、
博
士
論
文
の
主
題
で
あ
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
、
ラ
・
ボ
エ
シ
、

ミ
シ
ュ
レ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
っ
た
過
去
の
思
想
家
、
さ
ら
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
加
え
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ

ン
ト
、
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
と
い
っ
た
同
時
代
の
思
想
家
ら
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
「
政
治
哲
学
」
は
あ
り
が
ち
な
「
政
治
哲
学
史
」
な
い
し
「
政
治
思
想
史
」
に
は
帰
着
し
な
い
。
制
度

と
し
て
の
「
政
治
（la�politique

）」
と
、
そ
の
背
後
で
そ
の
具
体
的
な
現
れ
方
を
根
源
的
に
規
定
し
て
い
る
「
政
治
的
な
も
の
（le�poli-

tique

）」
を
区
別
し
て
、
後
者
の
あ
り
方
を
哲
学
的
な
視
座
か
ら
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
師
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
譲
り
の
「
政
治
的
な
も

の
の
現
象
学
」
と
も
言
う
べ
き
姿
勢
を
も
と
に
、
右
側
に
も
左
側
に
も
、
西
側
に
も
東
側
に
も
通
底
し
て
い
る
現
代
の
政
治
社
会
の
根
本

的
な
構
造
を

★

―
―

★

と
り
わ
け
官
僚
制
と
全
体
主
義
と
い
う
視
角
か
ら

★

―
―

★

批
判
的
に
え
ぐ
り
出
す
こ
と
、
し
か
し
同
時
に
、「
民
主
主

義
」
を
自
明
視
も
過
大
評
価
も
嘲
笑
も
せ
ず
、
そ
の
可
能
性
を
理
論
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
「
批
判
的
社
会
哲
学
」

こ
そ
ル
フ
ォ
ー
ル
が
試
み
て
い
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
ス
タ
ン
ス
ゆ
え
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
い
か
な
る
流
派
も
構
成
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
影
響
は
幅
広
い
。

先
に
引
い
た
宇
野
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
自
身
が
所
属
し
て
い
た
社
会
科
学
高
等
研
究
院
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
研
究
所
の
政

治
哲
学
者
へ
の
影
響
は
も
ち
ろ
ん
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
カ
ー
ン
大
学
時
代
の
教
え
子
で
あ
る
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ

に
よ
る
、「
近
代
」
の
誕
生
を
「
政
治
的
な
も
の
」
と
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
の
関
係
で
捉
え
る
最
初
の
主
著
『
世
界
の
脱
魔
術
化
』
や

三
巻
本
の
大
作
『
民
主
主
義
の
到
来
』
は
、
近
代
「
民
主
主
義
」
の
誕
生
を
「
神
学
政
治
的
な
も
の
」
と
の
関
係
で
捉
え
る
ル
フ
ォ
ー
ル

の
視
座
を
拡
大
、
深
化
さ
せ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
）
（（
（
る
。
ま
た
、
同
じ
社
会
科
学
高
等
研
究
院
の
ピ
エ
ー
ル
・
マ
ナ
ン
や
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
レ
ノ
ー
ら
に
よ
る
、
と
り
わ
け
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
主
義
的
な
政
治
哲
学
の
再
評
価
や
、
ピ
エ
ー
ル
・

ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
の
「
代
表
制
」
概
念
を
中
心
と
し
た
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
史
」
の
試
み
も
大
き
く
言
え
ば
同
じ
潮
流
に
あ
る
と
言
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399

う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
影
響
は
社
会
科
学
高
等
研
究
院
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
思
想
史
や
思
想
家
研
究
に
と

ど
ま
ら
ず
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
歴
史
、
宗
教
等
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
科
学
の
領
域
を
横
断
す
る
批
判
的
社
会
哲
学
と
い
う
視
座
こ

そ
ル
フ
ォ
ー
ル
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ゴ
ー
シ
ェ
同
様
カ
ー
ン
大
学
で
ル
フ
ォ
ー
ル
に
学
ん
だ
ア
ラ
ン
・
カ
イ
エ
と
ジ
ャ
ン
＝
ピ

エ
ー
ル
・
ル
ゴ
フ
の
社
会
学
的
傾
向
を
有
し
た
政
治
哲
学
の
試
み
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
ル
フ
ォ
ー
ル
か
ら
の
影
響

を
自
認
す
る
カ
イ
エ
は
、
モ
ー
ス
の
「
贈
与
」
概
念
を
基
軸
と
し
つ
つ
、
政
治
、
社
会
、
経
済
、
宗
教
等
々
の
社
会
科
学
全
体
を
見
通
す

領
域
横
断
的
な
視
座
の
も
と
で
、
研
究
グ
ル
ー
プ
「M

A
U

SS

（
社
会
科
学
に
お
け
る
反
功
利
主
義
運
動
）」
を
立
ち
上
げ
、
同
名
の
雑
誌
を

舞
台
に
多
方
面
の
活
動
を
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
現
代
の
経
済
主
義
や
議
会
制
民
主
主
義
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
「
功
利
主
義
的
理

性
」
を
批
判
的
に
読
み
と
る
カ
イ
エ
の
姿
勢
は
ま
さ
し
く
ル
フ
ォ
ー
ル
譲
り
の
も
の
と
も
言
え
る
だ
ろ
）
（（
（
う
。
ま
た
、
ル
ゴ
フ
の
ほ
う
は
、

〈
六
八
年
五
月
〉
の
思
想
の
批
判
的
総
括
か
ら
出
発
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
が
論
じ
て
い
る
時
代
よ
り
も
後
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
の
「
現
代
化
」
か

ら
今
日
に
い
た
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
的
・
思
想
的
変
動
を
分
析
対
象
と
す
る
。
ル
フ
ォ
ー
ル
お
よ
び
ア
レ
ン
ト
の
全
体
主
義
批
判
を
理
論

的
な
典
拠
と
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
思
想
が
企
業
や
教
育
に
浸
透
す
る
「
穏
や
か
な
野
蛮
」
や
、「
ポ
ス
ト
全
体
主
義
」
時
代
に
お
け
る

「
全
体
主
義
」
そ
れ
自
体
の
変
容
し
た
姿
を
描
き
だ
す
ル
ゴ
フ
の
仕
事
も
ま
た
、
ル
フ
ォ
ー
ル
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
）
（（
（
う
。

以
上
の
よ
う
な
直
接
の
影
響
関
係
と
は
別
に
、
八
〇
年
代
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
「
政
治
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
思
想
的
考
察
と
ル
フ
ォ

ー
ル
と
の
共
鳴
も
注
目
に
値
す
る
。
す
で
に
同
時
代
か
ら
、
と
り
わ
け
権
力
論
や
「
近
代
」
の
捉
え
方
を
め
ぐ
っ
て
フ
ー
コ
ー
と
の
関
係

が
論
じ
ら
れ
て
い
た
し
、
あ
る
い
は
ル
フ
ォ
ー
ル
の
い
う
根
源
的
な
「
分
裂
」
な
い
し
「
抗
争
」
と
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
お
け
る
「
争
異

（le�différand

）」
概
念
と
の
近
さ
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

★

―
―

★

そ
う
い
え
ば
、
リ
オ
タ
ー
ル
も
ま
た
か
つ
て
「
社
会
主
義

か
野
蛮
か
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
精
神
分
析
と
の
関
係
も
な
く
は
な
い
。
本
書
第
五
章
は
、
精
神
分
析
家
の
ル
ネ
・
マ

ジ
ョ
ー
ル
を
中
心
と
し
た
雑
誌
『
コ
ン
フ
ロ
ン
タ
シ
オ
ン
』
の
研
究
会
に
招
か
れ
た
際
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ル
フ

ォ
ー
ル
に
お
け
る
「
象
徴
的
な
も
の
」
と
い
う
考
え
の
源
流
と
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
だ
け
で
な
く
ラ
カ
ン
を
見
出
し
、
ル
フ
ォ
ー
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ル
が
ラ
カ
ン
の
言
う
「
象
徴
的
な
も
の
」
と
「
現
実
的
な
も
の
」
を
政
治
思
想
へ
と
応
用
し
た
と
捉
え
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
近
年
の
ラ
デ

ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
と
い
た
る
理
路
を
見
る
よ
う
な
解
釈
も
提
示
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
精
神
分
析
家
で
も
あ
っ
た
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス

の
「
想
像
的
な
も
の
」
と
の
関
係
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
細
胞
国
家
」
を
主
題
と
す
る
『
コ
ン
フ
ロ
ン
タ
シ
オ

ン
』
誌
の
同
じ
号
に
は
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
の
「
政
治
的
パ
ニ
ッ
ク
」
も
掲
載
さ

れ
て
い
）
（（
（

る
。
な
お
、
ナ
ン
シ
ー
と
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
論
文
「
民
主
主
義
と
い
う
問
題
」
は
、
そ
も
そ
も
は
こ
の

二
人
が
主
催
す
る
八
一
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
の
「
政
治
的
な
も
の
の
退
引
」
を
主
題
と
し
た
研
究
会
で
の
発
表
が
も
と
に
な
っ
て

い
）
（（
（
る
。

さ
ら
に
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
政
治
哲
学
の
根
本
に
は
「
政
治
的
な
も
の
」
の
場
を
、「
人
民
」
や
「
群
衆
」
と
い
っ

た
な
ん
ら
か
の
「
主
体
」
な
い
し
「
実
体
」
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
誰
の
も
の
で
も
な
い
場
」、「
空
虚
の
場
」
と
し
て
捉

え
、
そ
こ
に
お
け
る
社
会
／
権
力
の
分
割
、
あ
る
い
は
現
実
的
な
も
の
／
象
徴
的
な
も
の
の
根
源
的
な
抗
争
を
通
じ
て
「
社
会
」
な
る
も

の
が
具
現
化
に
さ
れ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
に
共
通
す
る
「
ポ
ス
ト
基
礎
付
け
主
義
」
の
流
れ
に

ル
フ
ォ
ー
ル
を
位
置
付
け
、
ナ
ン
シ
ー
、
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
ら
と
関
連
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
）
（（
（
い
。
た
だ
し
、
民
主
主
義
の
「
主
体
」
の
「
場
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
は
、
た
と
え
ば
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
バ
リ
バ
ー

ル
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
、
バ
デ
ィ
ウ
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
思
想
家
ら
と
は
近
さ
ば
か
り
で
な

く
距
離
も
際
立
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
主
著
『
不
和
』
の
な
か
で
、
こ
の
ル
フ
ォ
ー
ル
に
お
け
る
こ
の

未
規
定
的
な
場
と
し
て
の
「
人
民
」
な
い
し
「
デ
モ
ス
」
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
点
を
争
点
と
し
た
の
だ
っ
）
（（
（
た
。
他
方
で
は
、「
民

主
主
義
の
実
相
」
に
「
形
象
化
」
や
「
作
品
化
」（
つ
ま
り
、
制
度
化
）
に
回
収
さ
れ
な
い
、「
無
限
」
な
「
プ
ラ
ク
シ
ス
」
を
見
て
と
る

ナ
ン
シ
ー
の
考
え
は
、
む
し
ろ
ル
フ
ォ
ー
ル
と
の
近
さ
を
見
せ
る
だ
ろ
）
（（
（
う
。

ル
フ
ォ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
は
も
と
よ
）
（（
（
り
、
英
語
圏
で
も
か
な
り
の
程
度
の
翻
訳
紹
介
や
読
解
が
進
ん
で
い
る
。

第
一
人
者
と
し
て
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
著
作
の
英
訳
に
付
さ
れ
た
解
説
等
で
そ
の
思
想
の
普
及
に
尽
力
し
た
デ
ィ
ッ
ク
・
ハ
ワ
ー
ド
が
い
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る
。
ま
た
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
フ
リ
ン
の
『
ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
の
哲
学
』
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
さ
れ
る
ほ
ど
の
優
れ
た
入
門
書
と
言

え
）
（（
（
る
。
ニ
ュ
ー
・
ス
ク
ー
ル
・
フ
ォ
ー
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
サ
ー
チ
は
ル
フ
ォ
ー
ル
の
死
後
す
ぐ
に
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
そ

の
功
績
を
讃
え
て
い
）
（（
（
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
社
会
科
学
高
等
研
究
院
で
、
二
〇
一
六
年
六
月
に
は
か
つ
て
ル
フ
ォ
ー

ル
が
教
え
た
カ
ー
ン
近
郊
の
現
代
出
版
資
料
研
究
所
（IM

EC

）
で
ル
フ
ォ
ー
ル
を
記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

『
民
主
主
義
の
発
明
』
に
つ
い
て

本
書
に
は
、
も
と
も
と
は
独
立
し
た
か
た
ち
で
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
公
表
さ
れ
た
一
一
の
章
が
二
部
に
分
け
て
収
め
ら
れ
て
い
る
（
初

出
は
原
注
を
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
順
番
に
読
む
必
要
は
な
い
が
、
と
は
い
え
「
初
版
へ
の
序
文
」
末
尾
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
体
は

「
一
つ
の
議
論
に
貫
か
れ
て
い
る
」。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
全
体
主
義
国
家
は
、
民
主
主
義
に
照
ら
し
て
し
か
、
そ
し
て
民
主
主
義
の
両

義
性
に
も
と
づ
い
て
し
か
把
握
で
き
な
い
」
と
い
う
議
論
だ
。
そ
こ
で
は
「
今
日
の
民
主
主
義
の
発
明
と
は
、
東
側
か
ら
や
っ
て
く
る
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
異
議
申
し
立
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
反
抗
」
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
「
民
主
主
義
」
に
た
え
ず
「
新
た
な
意
味
を
与
え

な
お
す
」
と
さ
れ
て
い
る
（
三
六
九
頁
）。
第
一
部
と
第
二
部
の
表
題
を
そ
れ
ぞ
れ
も
じ
れ
ば
、
前
者
が
「
全
体
主
義
を
理
解
す
る
た
め

に
」
全
体
主
義
概
念
の
理
論
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
理
論
編
で
あ
り
、
後
者
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
反
ソ
ビ
エ
ト
的
・
反

全
体
主
義
的
蜂
起
を
こ
う
し
た
「
民
主
主
義
の
発
明
」
の
「
新
た
な
兆
し
」
と
し
て
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

各
章
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
で
訳
者
に
よ
る
要
約
を
付
し
て
お
い
た
の
で
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

ご
く
簡
単
に
全
体
の
流
れ
だ
け
確
認
し
て
お
く
と
、
第
一
章
と
第
二
章
が
も
っ
と
も
理
論
的
な
章
で
、
前
者
で
は
「
人
権
」
概
念
を
軸
に

近
代
の
民
主
主
義
革
命
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
、
後
者
で
は
ま
さ
し
く
「
全
体
主
義
の
論
理
」
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第

三
章
は
ス
タ
ー
リ
ン
そ
の
人
と
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
と
の
関
係
、
第
四
章
は
七
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
・
社
会
党
の
左
派
連
合
、
第
五

章
で
は
、
ル
フ
ォ
ー
ル
自
身
が
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
問
題
を
ど
う
潜
り
抜
け
た
か
と
い
う
具
体
的
な
テ
ー
マ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、

各
章
の
後
半
に
お
い
て
、
全
体
主
義
の
概
念
そ
れ
自
体
の
理
論
化
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
相
互
に
共
鳴
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
部
で
は
、
第
六
章
に
お
い
て
（
主
に
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
）
反
体
制
派
の
問
題
、
第
七
章
に
お
い
て
「
革
命
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と

い
う
問
題
が
簡
潔
に
論
じ
ら
れ
た
後
、
第
七
章
か
ら
第
九
章
に
か
け
て
は
一
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
蜂
起
（
動
乱
）、
第
一
〇
章
で
は

同
じ
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
い
わ
ゆ
る
ポ
ズ
ナ
ン
暴
動
と
い
う
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
以
降
の
反
ソ
ビ
エ
ト
の
民
衆
蜂
起
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
第
一
一
章
は
、
同
じ
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
八
〇
年
代
か
ら
「
連
帯
」
を
中
心
に
展
開
し
た
民
主
化
運
動
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、「
全
体
主
義
国
家
は
、
民
主
主
義
に
照
ら
し
て
し
か
、
そ
し
て
民
主
主
義
の
両
義
性
に
も
と
づ
い
て
し
か
把
握
で
き
な

い
」
と
い
う
ル
フ
ォ
ー
ル
の
基
本
テ
ー
ゼ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ル
フ
ォ
ー
ル
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
全
体
主
義
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
鍵
と
な
る
の
は
〈
一
な
る
人
民
（Peu-

ple-U
n

）〉
と
い
う
考
え
だ
ろ
う
。
こ
の
考
え
は
、
第
一
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
が
論
敵
と
し
て
い
る
従
来
の
共
産
主
義
思
想
と
の
関
係
で
も
、

第
二
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
の
も
う
一
つ
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
分
割
」
の
撤
廃
と
い
う
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
随
所
で
な
さ
れ
る
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
る
従
来
の
共
産
主
義
批
判
の
要
点
は
、
共
産
党
か
ら
ト
ロ
ツ
キ
ー
主
義
者
、
左
翼
急
進
主

義
者
等
々
に
い
た
る
ま
で
、
事
実
的
に
も
理
論
的
に
も
全
体
主
義
と
い
う
現
象
を
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
彼
ら
は
確
か

に
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
に
は
批
判
を
向
け
た
が
、
戦
う
べ
き
は
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
み

0

0

に
あ
る
と
し
て
、
ソ
連
に
対
し
全
体
主
義

を
見
る
よ
う
な
批
判
は
資
本
主
義
に
利
す
る
だ
け
と
忌
避
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
。
し
か
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
全
体
主
義

へ
の
盲
目
は
事
実
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
、
国
家
を
「
人
民
」
の

意
志
と
権
力
に
従
属
す
る
一
機
関
と
し
て
と
ら
え
、
究
極
的
に
は
、〈
党
〉
の
も
と
で
国
家
が
社
会
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

た
。
ま
さ
に
こ
の
発
想
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
共
産
主
義
思
想
は
、
国
家
と
社
会
と
い
う
異
な
る
次
元
の
区
別
を
撤
廃
し
た
が
ゆ
え
、

「
権
力
」
の
特
異
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
官
僚
制
に
つ
い
て
も
全
体
主
義
に
つ
い
て
も
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
ル
フ
ォ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
全
体
主
義
の
特
徴
を
表
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
国
家
、
市
民

社
会
の
分
割
が
撤
廃
さ
れ
、
一
つ
の
「
身
体
」
を
な
す
か
の
よ
う
に
、
党
、
人
民
＝
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
へ
と
融
合
す
る
と
い
う
考
え
で
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あ
る
。
第
五
章
の
章
題
が
い
み
じ
く
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
身
体
の
一
体
性
」
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
（
一
四
三
頁
）。
こ
の
こ
と
を
も

っ
と
も
鮮
や
か
に
説
明
す
る
の
は
、
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
の
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
言
葉
だ
（
五

二
頁
、
九
九
頁
）。
そ
こ
で
は
、「
朕
は
国
家
な
り
」
と
語
る
ル
イ
一
四
世
に
「
わ
れ
は
社
会
な
り
」
と
言
う
ス
タ
ー
リ
ン
が
対
置
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
ル
イ
一
四
世
の
時
代
は
、
い
か
に
絶
対

0

0

王
政
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、「
社
会
」
の
部
分
が
そ
の
外
部
に
残
さ
れ
て
い
た
の
に

対
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
全
体
主
義
に
お
い
て
は
、〈
党
〉
を
媒
介
に
し
て
、
国
家
も
社
会
も
人
民
も
す
べ
て
が
一
つ
の
「
身
体
」
な
い
し

「
組
織
」
を
な
す
よ
う
に
し
て
、〈
一
者
〉
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
「
反
体
制
派
」
は
、
こ
の
「
社
会
」
の
外
部

に
放
逐
す
べ
き
〈
他
者
〉、
こ
の
「
身
体
」
の
健
全
な
る
一
体
性
を
脅
か
す
「
寄
生
者
」
と
名
指
さ
れ
る
。〈
一
な
る
人
民
〉
た
る
全
体
主

義
に
お
い
て
は
内
部
に
分
割
や
抗
争
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
割
が
撤
廃
さ
れ
た
〈
一
な
る
人
民
〉
と
い
う
考
え
は
、
単
に
抽
象
的
な
次
元
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
全
体
主
義
に
お
け
る
国
家
と
市
民
社
会
の
分
割
の
撤
廃
と
は
、
具
体
的
に
は
、
政
治
権
力
が
、
生
産
、
教
育
、
科
学
研

究
、
司
法
、
文
化
な
ど
本
来
独
立
し
て
い
た
は
ず
の
市
民
社
会
の
各
領
域
へ
と
侵
入
す
る
と
い
う
事
態
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

領
域
は
、
非
全
体
主
義
社
会
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
価
値
を
有
し
、
そ
れ
な
り
に
自
律
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
全
体
主
義
に
お
い
て
は
、
政
治
的
次
元
、
経
済
的
次
元
、
法
的
次
元
、
文
化
的
次
元
、
美
的
次
元
、
科
学
的
次
元
、
教
育

的
次
元
等
々
の
分
割
ま
で
も
が
撤
廃
さ
れ
（
ル
フ
ォ
ー
ル
が
随
所
で
述
べ
る
〈
権
力
〉、〈
法
〉、〈
知
〉
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
う
ち
で
も
っ
と
も

主
要
な
三
つ
の
審
級
を
指
し
て
い
る
）、
法
的
に
何
が
禁
止
さ
れ
何
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
学
問
的
に
何
が
真
で
あ
る
の
か
、
教
育
機

関
で
何
が
教
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
文
化
的
に
何
が
善
い
と
判
断
さ
れ
る
の
か
等
々
が
〈
一
な
る
人
民
〉
の
論
理
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
て

し
ま
う

★

―
―

★

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
も
は
や
独
立
し
た
判
断
を
下
す
審
級
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
ル
フ
ォ
ー
ル
は
こ
う
し

た
融
合
を
実
質
的
に
差
配
す
る
官
僚
組
織
の
働
き
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
私
企
業
的
論
理
が
浸
透
し
、
官
僚
組
織
が
金
融
界
や
産
業
界

か
ら
の
圧
力
に
従
属
す
る
と
い
う
構
造
も
も
ち
ろ
ん
視
野
に
収
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
付
言
し
て
お
こ
う
。〈
権
力
〉、〈
法
〉、〈
知
〉

に
は
も
ち
ろ
ん
〈
資
本
〉
も
加
わ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
全
体
主
義
に
お
け
る
「
表
象
」
や
「
象
徴
」
の
作
用
を
重
視
し
つ
つ
、
同
時
に
ソ
ビ
エ
ト
的
な
支
配
様

式
の
「
現
実
」
を
看
過
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
理
論
的
な
概
念
化
を
試
み
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
ま
さ
し
く
「
象
徴
」
の

次
元
と
「
現
実
」
の
次
元
と
を
峻
別
し
た
う
え
で
、
そ
の
両
者
を
行
き
来
す
る
か
た
ち
で
全
体
主
義
と
民
主
主
義
と
を
論
じ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
最
終
章
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
「
現
実
」

に
社
会
の
全
体
を
支
配
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
悪
魔
化
し
て
し
ま
い
そ
の
「
全
能
さ
」
を
無
邪
気
に
想
定
す
る
こ
と
の
端

的
な
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
ル
フ
ォ
ー
ル
に
と
っ
て
、
全
体
主
義
に
よ
る
「
象
徴
的
」
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
現
実
」
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
分
裂
」
や
「
抗
争
」
が
存
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
「
亀
裂
」（
二
二

一
頁
、
三
一
九
頁
）
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
亀
裂
」
を
見
定
め
、
そ
こ
に
民
主
主
義
の
「
発
明
」
の
「
兆
し
」
を

読
み
と
る
作
業
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
大
衆
蜂
起
を
論
じ
る
第
二
部
の
主
題
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
実
的
な
「
亀
裂
」
に
基
づ
き
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
ど
う
民
主
主
義
を
概
念
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
ル
フ
ォ
ー
ル
に
お

い
て
、
民
主
主
義
社
会
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
全
体
主
義
社
会
の
裏
返
し
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
単
に
国
家
と

社
会
、
社
会
内
の
支
配
層
と
被
支
配
層
ば
か
り
で
な
く
、〈
権
力
〉、〈
法
〉、〈
知
〉
等
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
も
分
離
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
社
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
社
会
に
あ
っ
て
、
人
民
に
〈
権
力
〉
の
源
泉
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
外
在
的
な

〈
法
〉
に
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、〈
知
〉
も
独
立
し
た
場
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
な
に
よ
り
も
、
こ
こ

で
は
「
人
民
（peuple

）」
そ
れ
自
体
が
〈
一
な
る
人
民
〉
に
対
抗
し
、
一
体
化
を
拒
み
、
内
部
に
亀
裂
や
抗
争
を
も
ち
こ
む
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ル
フ
ォ
ー
ル
が
折
に
触
れ
て
「
異
議
申
し
立
て
」
や
「
権
利
要
求
」
に
触
れ
る
の
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
「
人
民
」
は
、
自
ら
の
「
権
利
」
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
「
現
実
」
と
し
て
は
い
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
要
求
す
る

「
権
利
」
を
有
し
て
い
る
も
の
を
め
が
け
て
、「
人
民
」
そ
れ
自
体
が
握
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
〈
権
力
〉
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
わ
け
だ
。
し
て
み
れ
ば
、「
人
民
」
は
つ
ね
に
十
全
な
一
体
化
を
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
言
う
な
れ
ば
、「
人
民
の
同
一
性
は

た
え
ず
問
い
に
付
さ
れ
る
」（
一
五
〇
頁
）。
民
主
主
義
的
社
会
が
「
内
な
る
他
性
の
試
練
を
経
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
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（
一
二
九
頁
）。
民
主
主
義
に
あ
っ
て
は
、
社
会
と
社
会
そ
れ
自
体
の
分
離
か
ら
こ
そ
、
新
た
な
「
社
会
」
が
絶
え
ず
生
み
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

ち
な
み
に
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
「
兆
し
」
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
民
衆
蜂
起
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
と
は
い
え
そ

れ
は
そ
う
し
た
例
外
的
な
事
態
に
の
み
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
ル
フ
ォ
ー
ル
が
、「
普
通
選
挙
」
の
象
徴
的
意
味
を
ま
さ
に
こ
の
地

点
に
探
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
普
通
選
挙
と
は
、
人
民
の
意
志
の
発
現
で
あ
り
新
た
な
社
会
組
織
の
定
礎
で
あ
る
と
同

時
に
、
一
体
的
な
も
の
と
想
定
さ
れ
た
「
人
民
」
が
個
別
の
「
数
え
ら
れ
る
単
位
に
変
換
さ
れ
」、
社
会
の
「
解
体
」
が
模
倣
さ
れ
る
契

機
だ
と
い
う
の
だ
（
一
二
二
―
一
二
三
頁
）。「
数
が
一
体
性
を
解
体
し
、
同
一
性
を
無
化
す
る
」
と
す
ら
言
わ
れ
て
い
る
（
一
四
九
頁
）。

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
普
通
選
挙
を
通
じ
た
異
議
申
し
立
て
と
い
う
現
実
主
義
的
な
指
摘
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
普
通
選
挙
を
通
じ

て
ま
さ
し
く
「
社
会
」
と
い
う
場
が
決
し
て
一
体
化
し
え
な
い
抗
争
の
場
と
し
て
露
わ
に
な
る
と
い
う
そ
の
象
徴
的
な
作
用
が
問
題
な
の

で
あ
る
。
ル
フ
ォ
ー
ル
が
用
い
て
は
い
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
あ
え
て
援
用
す
る
の
な
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
扉
絵
に
描

か
れ
た
怪
獣
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
身
体
を
構
成
し
て
い
る
普
段
は
見
え
な
い
無
数
の
群
衆
が
、
個
々
の
多
数
の
群
衆
と
し
て
可
視
化
さ
れ

る
契
機
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
）
（（
（
い
。

さ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
民
主
主
義
の
社
会
に
お
い
て
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
人
民
」
に
存
す
る
と
さ
れ
る
「
権
力
」
と
は

い
か
な
る
場
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
人
民
」
が
自
ら
を
問
い
た
だ
し
つ
つ
新
た
な
「
社
会
」
を
生
み
出
し

て
い
く
場
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
誰
の
も
の
で
も
な
い
」（
五
七
頁
）。
民
主
主
義
に
お
け
る
権
力
は
「
空
虚
な
場
（lieu�vide

）」、「
定
義

上
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
象
徴
的
な
場
」
な
の
で
あ
る
（
九
一
頁
）。
ち
な
み
に
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
、「
権
力
」
を
、
人
民
が
自
律
な

い
し
自
主
管
理
の
た
め
に
忌
避
す
べ
き
も
の
と
も
、
同
じ
目
的
の
た
め
に
奪
取
す
べ
き
も
の
と
も
捉
え
て
は
い
な
い
。
ル
フ
ォ
ー
ル
に
と

っ
て
「
権
力
」
と
は
、
随
所
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
空
間
を
秩
序
付
け
、
そ
れ
に
か
た
ち
を
与
え
、「
形
象
化
」
な
い
し
「
制

度
化
」
す
る
次
元
で
あ
る
。「
権
力
」
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
「
形
象
」
が
変
わ
っ
て
く
る
と

い
う
わ
け
だ
。
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以
上
の
よ
う
に
、〈
一
な
る
人
民
〉
に
お
け
る
〈
権
力
〉、〈
法
〉、〈
知
〉
の
融
合
と
し
て
の
「
全
体
主
義
」
に
対
し
、「
空
虚
な
場
」
に

お
け
る
多
数
の
人
民
の
内
的
抗
争
と
し
て
の
「
民
主
主
義
」
が
対
置
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
と
は
い
え
こ
れ
は
、
単
な
る
二
項
対
立
に
帰
着

す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
単
に
「
全
体
主
義
」
に
対
抗
す
る
た
め
の
「
抗
争
」
的
民
主
主
義
の
実
践
へ
の
誘
い
が
ル
フ
ォ
ー
ル
の
最

終
的
な
目
標
な
わ
け
で
は
な
い
し
、
二
〇
世
紀
の
政
治
経
験
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
な
観
察
に
基
づ
い
た
記
述
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
そ
こ
に
は
、「
権
力
」
の
場
を
め
ぐ
る
、
政
治
思
想
史
な
理
解
が
あ
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

問
題
は
、
第
一
章
が
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
民
主
主
義
の
到
来
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ル
フ
ォ
ー
ル

は
こ
れ
を
中
世
封
建
制
か
ら
の
解
放
と
し
て
捉
え
る
の
で
も
、
あ
る
い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
政
治
的
主
体
化
の
前
段
階
と
し
て
の
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
革
命
と
見
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
中
世
の
神
学
政
治
的
な
政
治
体
か
ら
の
あ
る
種
の
延
長
上
で
近
代
民
主
主
義
の
到
来

を
捉
え
、
そ
の
う
え
で
両
者
の
差
異
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
の
全
体
主
義
へ
の
変
質
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
第
五
章
で
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
議
論
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
の
「
王
の
二
つ
の
身
体
」
論
に
基
づ
い
て

い
）
（（
（
る
。
近
代
以
前
ま
で
は
、
主
権
者
と
し
て
の
王
は
、
一
方
で
自
分
自
身
の
具
体
的
な
身
体
で
あ
り
つ
つ
、
も
う
一
方
で
、
象
徴
的
次
元

に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
「
神
秘
体
」（corpus m

ysticum

）
に
連
な
る
超
越
的
な
秩
序
を
反
映
し
た
政
治
的
な
身
体
を
有
し
て
い
た
。

こ
の
「
王
」
が
具
象
化
さ
れ
て
い
た
外
在
的
・
超
越
的
な
秩
序
こ
そ
が
、
一
つ
の
国
家
の
一
体
性
を
支
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
ル
フ
ォ
ー
ル
は
近
代
民
主
主
義
革
命
の
意
義
が
、
王
の
身
体
が
破
壊
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
超
越
的
な
秩
序
と
世
俗
的

な
秩
序
を
つ
な
い
で
い
た
「
王
」
の
「
頭
」
が
切
り
落
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
一
つ
の
「
身
体
」
を
な
し
て
い
た
国
家
が
「
脱
身

体
化
（désincorporation

）」
し
た
点
に
見
る
（
二
四
頁
、
一
四
九
頁
）。
こ
の
外
在
的
・
超
越
的
な
秩
序

★

―
―

★

簡
単
に
い
え
ば
〈
神
〉
の

秩
序

★

―
―

★

こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
価
値
賦
与
す
る
源
泉
で
あ
り
、〈
権
力
〉、〈
法
〉、〈
知
〉
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
審
級
を
結
び
つ
け

て
い
た
が
、
こ
の
結
び
つ
き
が
解
放
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
審
級
が
独
立
し
て
ゆ
く
過
程
が
「
脱
錯
綜
化
（désintrication

）」
で
あ
る
（
二

五
頁
）。
近
代
民
主
主
義
革
命
に
お
け
る
こ
う
し
た
脱
身
体
化
・
脱
錯
綜
化
こ
そ
、
先
に
見
た
「
権
力
」
の
「
空
虚
な
場
」
を
生
じ
さ
せ

た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、〈
権
力
〉
の
源
泉
な
い
し
根
拠
を
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
外
在
的
・
超
越
的
な
秩
序
に
求
め
る
こ
と
は
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で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
近
代
民
主
主
義
社
会
と
は
権
力
、
法
、
知
が
根
本
的
な
未
規
定
性
に
さ
ら
さ
れ
た
社
会
」
な
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
は
自
ら
の
う
ち
に
「
両
義
性
」
な
い
し
「
矛
盾
」
を
本
質
的
に
抱
え
て
い
る
。
こ
の
「
権
力
」
の
場
は
、
も

は
や
外
在
的
な
源
泉
を
有
さ
ず
、「
誰
の
も
の
で
も
な
い
」、「
空
虚
」
な
場
な
の
で
あ
る
か
ら
、
新
た
な
源
泉
は
「
人
民
」
自
ら
の
う
ち

に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
空
虚
」
な
場
に
、
現
実
的
な
実
体
と
想
定
さ
れ
た
大
文
字
の
〈
人
民
〉
が
埋
め

込
ま
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
「
権
力
」
の
主
体
だ
と
み
な
さ
れ
る
や
い
な
や
、
そ
の
社
会
は
〈
一
な
る
人
民
〉
へ
と
移
行
し
は
じ
め
る
の
で
あ

る
（
そ
の
た
め
の
も
っ
と
も
簡
便
な
方
法
は
、
内
な
る
他
者
を
大
文
字
の
〈
他
者
〉
化
し
て
、
そ
れ
を
外
部
の
「
敵
」
な
い
し
「
寄
生
者
」
と
し
て

排
除
す
る
こ
と
だ
ろ
う
）。
こ
の
点
に
こ
そ
「
全
体
主
義
は
民
主
主
義
か
ら
生
ま
れ
る
」
の
は
な
ぜ
か
を
理
解
す
る
鍵
が
あ
る
と
同
時
に
、

そ
の
移
行
を
妨
げ
る
た
め
の
異
議
申
し
立
て
、
権
利
要
求
と
い
っ
た
内
的
抗
争
の
実
践
の
意
味
が
読
み
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民

主
主
義
は
、
自
分
自
身
に
自
ら
の
正
当
性
を
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、〈
一
な
る
身
体
〉
と
し
て
凝
固
し
、
全
体
主
義

へ
と
転
化
す
る
の
を
妨
げ
る
た
め
に
、
つ
ね
に
内
的
抗
争
を
通
じ
て
自
分
自
身
を
多
数
化
さ
せ
、
自
ら
を
「
ふ
た
た
び

0

0

0

0

創
出
＝
発
明
（ré-

inventer

）
す
る
」
必
要
が
あ
る
の
だ
（
三
六
九
頁
）。

＊

以
上
の
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
古
め
か
し
い
対
象
を
扱
い
、
込
み
入
っ
た
論
理
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
本
書
を
貫
い
て

い
る
の
は
、
全
体
主
義
と
い
う
試
み
が
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
現
実
的
お
よ
び
象
徴
的
作
用
を
徹
底
的
に
問
い
詰
め
、
そ
し
て
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
こ
そ
民
主
主
義
な
る
も
の
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
企
図
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

初
版
刊
行
時
か
ら
三
〇
年
以
上
も
た
っ
て
い
る
た
め
、
本
書
が
扱
っ
て
い
る
対
象
も
、
前
提
と
し
て
い
る
知
的
枠
組
も
、
現
在
か
ら
す
る

と
古
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
わ
ず
か
三
〇
年
と
も
言
い
う
る
。
そ
れ
は
、
忘
却
す
る
に
は
十
分
な
長
さ
で
あ
る
が
、

忘
れ
ら
れ
た
も
の
が
蘇
る
に
は
適
当
な
年
月
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
あ
い
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
っ
た
の
は
、
は
た
し
て
「
民
主



� 　

� 408

主
義
」
で
あ
っ
た
の
か
。
も
し
「
民
主
主
義
」
が
ま
だ
「
発
明
」
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、「
全
体
主
義
」
は
か
た
ち
を
変
え
て
蘇
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
考
え
る
た
め
に
い
さ
さ
か
視
点
を
過
去
に
ず
ら
す
こ
と
は
、
現
在
を
、
そ
し
て
未
来
を
考
え

る
こ
と
た
め
に
も
け
っ
し
て
無
益
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
（
）　

日
本
語
に
訳
さ
れ
た
主
な
論
文
と
し
て
以
下
が
あ
る
。「
民
主
主
義
と
い
う
問
題
」（
本
郷
均
訳
、『
現
代
思
想
』
二
三
巻
一
二
号
、
一
九
九
五
年
）

（『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
（
一
九
世
紀
―
二
〇
世
紀
）』
所
収
）、「
人
権
と
政
治
」（
松
浦
寿
夫
訳
『
現
代
思
想
』
一
七
巻
一
二
号
、
一
九
八

九
年
、
一
八
巻
四
号
、
一
九
九
〇
年
）（
本
書
所
収
）、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
学
の
た
め
に
」（
竹
本
研
史
訳
、『
ア
ナ
ー
ル
一
九
二
九
―
二
〇
一

〇
』
第
三
巻
、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
（
）　

そ
の
う
ち
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
の
論
文
を
集
め
た
も
の
は
す
で
に
邦
訳
が
あ
る
。『
社
会
主
義
か
野
蛮
か
』（
江
口
幹
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

九
〇
年
）。

（
（
）　C.�Lefort,�«�L

’échange�et�la�lutte�des�hom
m

es�»,�Les T
em

ps m
odernes,�nº�6（,�（95（.

（『
歴
史
の
諸
形
象
』
所
収
）

（
（
）　�

一
連
の
論
争
は
、
以
下
の
邦
訳
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ル
ト
ル
、
ル
フ
ォ
ー
ル
『
マ
ル
ク
ス
主
義
論
争
』
白
井
健
三
郎
訳
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社
、

一
九
五
五
年
。

（
5
）　E.�de�la�Boétie,�Le discours de la servitude volontaire,�Paris,�Payot,�（976.

（
6
）　E.�M

orin,�«�Claude�Lefort

（（9（（-（0（0

）.�A
vec�Lefort�»,�H

erm
ès, La revue,�no.�59,�（0（（.

（
7
）　

宇
野
重
規
『
政
治
哲
学
へ

★

―
―

★

現
代
フ
ラ
ン
ス
と
の
対
話
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
四
八
頁
以
降
。

（
8
）　

江
口
幹
『
疎
外
か
ら
自
治
へ

★

―
―

★

評
伝
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
。

（
9
）　

日
本
語
で
読
め
る
ル
フ
ォ
ー
ル
に
つ
い
て
の
文
献
は
多
く
な
い
が
、
と
り
わ
け
エ
ン
ツ
ォ
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
ソ
の
好
著
『
全
体
主
義
』（
平
凡
社
新
書
、

二
〇
一
〇
年
）
の
関
連
す
る
箇
所
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
佐
々
木
允
臣
氏
が
法
学
（
と
り
わ
け
人
権
論
）
の
分
野
か
ら
一
貫
し
て
ル
フ
ォ

ー
ル
を
論
じ
て
い
る
の
は
特
筆
に
値
す
る
。
な
か
で
も
佐
々
木
允
臣
『
自
律
的
社
会
と
人
権
』
文
理
閣
、
一
九
九
八
年
を
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
松
葉
祥

一
「
民
主
主
義
の
両
義
性

★

―
―

★

ク
ロ
ー
ド
・
ル
フ
ォ
ー
ル
と
「
政
治
哲
学
」
の
可
能
性
」（『
現
代
思
想
』
二
三
巻
一
二
号
、
一
九
九
五
年
）
お
よ
び
宇

野
重
規
「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
／
ル
フ
ォ
ー
ル　

身
体
論
か
ら
政
治
哲
学
へ
」（『
現
代
思
想
』
三
六
巻
一
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）
も
参
照
。

（
（0
）　
「
民
主
主
義
と
い
う
問
題
」、
邦
訳
前
掲
論
文
、
四
〇
頁
。
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（
（（
）　

フ
ラ
ン
ス
の
学
術
誌
『
政
治
と
社
会
』
の
二
〇
〇
三
年
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
哲
学
の
回
帰
」
を
主
題
と
し
た
特
集
号
で
、
編
者
ら
は
ル
フ

ォ
ー
ル
か
ら
論
を
始
め
て
い
る
。G.�Labelle�et�D

.�T
anguay

（eds

）,�«�Le�retour�de�la�philosophie�politique�en�France�»,�Politique et 
sociétés�vol.�（（,�no.�（,�（00（.

（
（（
）　M

.�Gauchet,�Le D
ésenchantem

ent du m
onde. U

ne histoire politique de la religion,�Gallim
ard,�Paris,�（985�;�L

’avènem
ent de la 

dém
ocratie,�Gallim

ard,�t.�（,�t.�（,�（007,�t.�（,�（0（0.

以
下
も
参
照
。
マ
ル
セ
ル
・
ゴ
ー
シ
ェ
『
民
主
主
義
と
宗
教
』
伊
達
聖
伸
・
藤
田
尚
志
訳
、

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
。

（
（（
）　

ア
ラ
ン
・
カ
イ
エ
『
功
利
的
理
性
批
判

★

―
―

★

民
主
主
義
・
贈
与
・
共
同
体
』（
藤
岡
俊
博
訳
、
以
文
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
（（
）　

ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ゴ
フ
の
著
作
『
ポ
ス
ト
全
体
主
義
の
民
主
主
義
』（
渡
名
喜
庸
哲
・
中
村
督
訳
、
青
灯
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。
ま

た
、
近
年
は
南
仏
の
一
つ
の
村
か
ら
の
定
点
観
測
に
よ
り
、
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
全
体
の
変
容
を
描
い
て
い
る
。『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
村
の

終
焉
』（
伊
藤
直
訳
、
青
灯
社
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
（5
）　W

.�Breckm
an,�A

dventures of the sym
bolic : post-M

arxism
 and radical dem

ocracy,�Colum
bia�U

niversity�Press,�（0（（.�

（
（6
）　

ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
「
政
治
的
パ
ニ
ッ
ク
」
柿
並
良
佑
訳
、『
思
想
』、
岩
波
書
店
、
一
〇
六
五

号
、
二
〇
一
三
年
。

（
（7
）　P.�Lacoue-Labarthe,�J.-L.�N

ancy

（dir.
）,�Le retrait du politique,�Galilée,�（98（.

（
（8
）　O

.�M
archart,�Political D

ifference in N
ancy, Lefort, Badiou and Laclau,�Edinburgh�U

niversity�Press,�（007.

（
（9
）　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
『
不
和
あ
る
い
は
了
解
な
き
了
解

★

―
―

★

政
治
の
哲
学
は
可
能
か
』
松
葉
祥
一
ほ
か
訳
、
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
二
〇
〇
五

年
、
一
六
七
頁
。

（
（0
）　

ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
「
民
主
主
義
の
実
相
」、『
フ
ク
シ
マ
の
後
で
』
渡
名
喜
庸
哲
訳
、
以
文
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
（（
）　

と
り
わ
け
以
下
が
重
要
で
あ
る
。C.�H

abib�et�C.�M
ouchard,�La dém

ocratie à l ’œ
uvre. A

utour de Claude Lefort,�Éditions�Esprit,�
（99（�;�H

.�Poltier,�Passion du politique. La pensée de Claude Lefort,�Genève,�Labors�et�Fides,�（998�;�N
.�Poirier

（éd.

）,�Cornelius 
Castoriadis et Claude Lefort: l ’éxpérience dém

ocratique,�Le�Bord�de�l ’eau,�（0（5.

（
（（
）　B.�Flynn,�T

he Philosophy of Claude Lefort,�N
orthw

estern�U
niversity�Press,�（005.

（
（（
）　

そ
の
記
録
は
ま
ず
政
治
哲
学
系
の
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
（Constellations,�vol.�（9,�no.�（,�（0（（

）、
さ
ら
に
以
下
の
増
補
版
で
公
刊
さ
れ
た
。M

.�
Plot

（ed.

）,�Claude Lefort. T
hinker of the Political,�Palgrave�M

acm
illan,�（0（（.
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）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
ス
タ
シ
ス

★

―
―

★

政
治
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
内
戦
』（
高
桑
和
巳
訳
、
青
土
社
、

二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（5
）　

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
『
王
の
二
つ
の
身
体
』
小
林
公
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
。


