
国
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
回
_..、
一一'--〆

|
|
実
証
主
義
批
判
と
権
力
/
/
知

l
l

南

山

淳

は
じ
め
に

第
一
章

ポ
ス
ト
実
証
主
義
論
争
i
認
識
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題
i

実
証
主
義
の
系
譜
学
(
以
上
第
三
十
号
)

第
二
章

第
一
二
章

国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
「
真
理
」
と
「
権
力
」

主
体
の
政
治
学

i
「
主
体
l
構
造
」
問
題
の
再
検
討
|

第
四
章

お
わ
り
に

第
三
章

国
際
関
保
理
論
に
お
け
る
「
真
理
」
と
「
権
力
」

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
証
主
義
批
判
が
提
起
し
た
認
識
論
上
の
諸
問
題
は
主
観
主
義
と
客
観
主
義
の
対
立
と

国
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
問
(
一
二
(
南
山
)

まL
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い
う
単
純
な
構
図
で
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
想
論
の
普
通
性
が
妥
対
す
る
時
空
間
の
範
捌
で
は
な
く
、
相
対

的
な
怠
味
で
の
普
遍
性
や
客
観
性
を
主
張
す
る
場
合
の
認
識
論
上
の
根
拠
は
何
か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

実
証
主
義
批
判
が
起
こ
り
、
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
間
際
関
係
理
論
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
続
終
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
実
証
、
工
義
に
附
随
す
る
問
題
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
実
証

ι義
者
は
応
格
的
真
理
観
に
基

づ
い
て
、
社
会
現
象
を
観
祭
し
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
凶
果
関
係
と
規
則
性
を
発
見
し
よ
う
と
試
み
る
c

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
符
ら
れ
た
「
結

来
」
を
経
験
的
な
デ

i
タ

(
必
ず
し
も
数
量
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
)
を
通
じ
て
裏
付
け
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
並
日
遜
的
上
川
(

川
収
」
を
産
出
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
符
観
的
な
」
観
察
行
為
を
通
じ
て
複
雑
な
社
会
現
象
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る
「
克
明
」
を
可
能
な

限
り
山
川
附
な
形
で
描
き
出
す
こ
と
が
、
社
会
科
学
と
い
う
営
為
の
恭
一
本
的
な
目
的
で
あ
る
と
い
う
し
王
様
で
あ
る
υ

問
題
と
な
る
の
は
、
観
察
行
為
を
通
じ
た
「
真
理
」
の
発
見
(
客
観
的
科
学
認
識
)
を
保
証
す
る
根
拠
を
経
験
的
検
証
に
の
み
求
め
よ

う
と
す
る
実
証
主
義
者
の
認
識
論
的
立
場
で
あ
る
。
経
験
的
検
証
デ

i
タ
の
処
瑚
に
は
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
研
究
者
の
主
観
性
が
介
主
す

る
。
ひ
と
つ
は
利
用
す
べ
き
デ

l
タ
の
取
捨
選
択
お
よ
び
優
先
順
位
の
硲
定
、
も
う
ひ
と
つ
は
デ
!
タ
に
有
意
味
性
を
付
与
す
る
た
め
の

理
論
枠
組
み
の
構
築
過
担
で
あ
る
。
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
過
却
れ
か
ら
人
間
の
主
観
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
達
成
す
べ
き
「
容
観
性
」
と
は
、
あ
く
ま
で
手
続
上
の
合
理
性
が
も
た
ら
す
「
蓋
然
性
」
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

換
一
一
二
目
す
れ
ば
、
実
証
、
主
義
に
お
け
る
真
理
の
探
究
と
は
、
社
会
現
象
に
対
す
る
主
観
的
理
解
を
経
験
的
デ
ー
タ
の
適
用
を
通
じ
て
容
観

的
説
明
へ
と
加
工
す
る
過
程
で
あ
り
、
そ
の
中
で
観
察
者
が
も
た
ら
す
主
観
的
要
素
は
可
能
な
限
り
縮
減
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
「
容
観

性
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
了
解
可
能
な
形
に
再
加
工
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
実
証
主
義
者
は
客
観
的
な
科
学
認
識
の
根



い
ほ
に
研
究
者
の
主
観
性
あ
る
い
は
形
而
上
学
が
存
寂
す
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
あ
く
ま
で
「
真
理
」
を
発
見
す
る
た
め
の
素
材
と
し

て
、
そ
れ
を
従
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
実
証
主
義
的
な
科
学
理
論
に
共
通
の
特
徴
で
あ
る
「
認
識
論
的
現
実
、
王
義
(
告
泣
宮
B
山
口
語
阿
佐
田
E
)
」
へ
と
結
び
つ
く
。

認
識
論
的
現
実
主
義
と
は
、
存
在
論
的
な
「
本
質
主
義

(
S
E
E
S
-
2
5
)
」
に
立
脚
し
た
認
識
論
上
の
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
事

実
」
は
外
荘
的
に
の
み
存
夜
し
、
主
観
的
な
解
釈
論
理
(
目
。
性
向
。
内
百
件
。
♀

2
z
gロ
)
に
よ
っ
て
で
は
な
く
客
観
的
な
説
明
論
理
(
宮
向
山
口

自
旬
、

。
内
命
名
目
白
出
器
甘
口
)
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
c

い
わ
ゆ
る
つ
一
段
語
論
的
転
同
(
】
E
m
E由民口

E
Eご
を
経
験
し
た
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の

諸
理
論
と
は
間
決
な
り
、
認
識
論
的
現
実
主
義
者
は
、
認
識
論
を
(
存
在
論
的
与
件
と
し
て
の
)
社
会
的
事
実
の
外
在
性
あ
る
い
は
「
真
瑚
」

の
容
観
性
を
正
当
化
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
位
龍
づ
け
る
。
そ
こ
で
は
骨
格
本
的
に
認
識
論
そ
の
も
の
の
「
中
立
性
」
が
間
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
認
識
論
の
役
割
は
、
存
在
論
的
主
張
が
依
拠
す
る
普
遍
的
真
理
の
真
理
た
る
根
拠
を
正
当
化
す
る

こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
改
め
て
こ
こ
で
関
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
真
理
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
に
し
て
作
ら
れ
る
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
再
び
フ

l
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
真
理
と
は
「
「
発
見
す
べ
き
、
あ
る
い
は
人
に
認
め
さ
せ
る
べ
き
真
な
る
も
の
の
総
体
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
が
真
と
偽
を
見
分
け
、
真
な
る
も
の
に
特
定
の
権
力
作
用
を
付
与
す
る
時
に
使
、
っ
、
も
ろ
も
ろ
の

μ

加
v

定
規
の
総
体
ヒ
で
あ
る
c

彼
の
い
う
権
力
(
関
係
)
が
、
特
定
の
政
治
社
会
関
係
に
局
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係

に
偏
庇
す
る
複
雑
な
戦
略
状
況
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
権
力
関
係
の
領
域

で
あ
る
ご

フ
l
コ
!
に
と
っ
て
の
権

h
関
係
は
、
社
会
関
係

4

般
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
狭
義
の
「
国
家
権
力
」
や
「
政
治
権
力
」

を
越
え
て
、
経
済
社
会
丈
化
領
域
は
も
ち
ろ
ん
、
側
々
人
の
心
理
的
領
域
や
学
問
ヒ
の
認
識
論
の
領
域
に
至
る
ま
で
、
社
会
関
係
に
お
け

間
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
附
(
二
)
「
市
山

五
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五
郎

る
物
質
的
・
精
神
的
構
造
全
般
に
及
ん
で
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
権
力
な
き
社
会
」
と
は
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
が

目

刷

出

}

生
じ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
権
力
が
何
者
か
に
一
方
的
に
領
有
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
権
力
関
係
と
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
領

域
の
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
社
会
的
主
体
は
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
自
ら
の
擾
位
性
を
競
う
権

力
ゲ
l
ム
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
国
際
関
係
理
論
に
お
い
て
現
実
主
義
者
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
ホ
ッ
プ
ズ
的
自
熱
状
態
」
お
よ
び
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー

h

羽町

の
無
条
件
の
肯
定
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
実
証
主
義
理
論
と
し
て
の
現
実
主
義
に
と
っ
て
、
ホ
ツ

プ
ズ
的
自
然
状
態
の
概
念
は
、
理
論
的
な
「
軽
い
核
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
際
シ
ス
テ
ム
の
構
造
と
し
て
機
能
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は

認
識
論
的
現
実
主
義
に
依
拠
す
る
が
ゆ
え
に
、
権
力
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
箪
事
力
等
、
物
質
的
な
側
面
に
限
定
し
て
扱
う
傾
向
を
強
め
る
。

換
言
す
れ
ば
、
自
然
状
態
お
よ
び
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
は
あ
る
種
の
宿
命
で
あ
り
、
そ
の
中
で
覇
権
を
め
ぐ
る
闘
争
が
物
質
的
な
争
点
を

中
心
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
現
実
主
義
の
基
本
的
な
認
識
図
式
と
な
る
。

【

M
M
ヤ

表
面
上
、
同
一
の
論
理
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
現
実
主
義
と
フ

1
コ
i
の
権
力
関
係
論
の
根
源
的
な
断
絶
を
理
解
す
る
ポ
イ

〔
邸
}

ン
ト
は
「
権
力
の
領
有
不
可
能
性
」
で
あ
る
。
現
実
主
義
者
に
と
っ
て
の
権
力
と
は
、
そ
れ
が
箪
事
的
な
も
の
で
あ
れ
経
済
的
な
も
の
で

あ
れ
、
(
主
権
国
家
を
中
心
と
す
る
)
間
際
的
な
行
為
主
体
が
所
有
し
、
相
手
の
意
図
お
よ
び
行
動
を
変
更
す
る
た
め
に
行
使
す
る
手
段

と
し
て
機
能
す
る
。
も
ち
ろ
ん
権
力
関
係
の
成
立
そ
の
も
の
は
権
力
の
受
け
手
が
そ
れ
を
心
理
的
に
い
か
に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
点
に

依
存
す
る
が
、
権
力
が
、
物
質
的
な
権
力
資
源
と
そ
れ
を
心
理
的
影
響
力
に
変
換
す
る
シ
ス
テ
ム
と
い
う
形
で
、
構
成
的
に
領
有
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

フ
l
コ
1
流
の
権
力
分
析
の
観
点
に
立
て
ば
、
そ
れ
は
権
力
関
係
で
は
な
く
「
支
配
(
号

B
E
a芯
ロ
)
」
と
呼
ぶ
べ
き
関
係
で

一方、



あ
る
。
支
配
従
属
関
係
は
社
会
関
係
全
体
に
内
在
す
る
権
力
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
権
力
は
、
誰

か
が
所
有
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
何
者
か
の
意
図
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
も
な
い
。
ぞ
れ
は
戦
略
的
な
社
会
関
係
全
般

を
指
す
の
で
あ
る
。
ま
た
権
力
が
領
有
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
箪
事
力
や
経
済
力
に
象
識
さ
れ
る
物
質
的
権
力
資
源
が
権
力
資

減
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
い
、
つ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
権
力
関
係
の
全
体
構
造
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、

社
会
関
係
に
お
け
る
非
物
資
的
な
領
域
の
ト
全
な
理
解
が
不
可
欠
と
な
る
。

で
は
権

h
関
係
の
非
物
質
的
領
域
と
は
何
か
。
ウ
ル
テ
イ
マ
・
ラ
テ
ィ
オ
と
し
て
の
武
力
行
使
の
抑
圧
機
能
に
依
存
し
た
権
力
関
係
は

被
権
力
者
側
の
不
満
・
反
発
を
招
来
し
、
結
采
と
し
て
権
力
行
使
の
コ
ス
ト
を
跳
ね
上
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
権
力
者
に
当
該
の
権
力

関
係
の
正
統
性
を
承
認
き
せ
る
こ
と
は
権
か
関
係
に
お
け
る
最
も
重
要
な
関
心
事
と
な
る
つ
換
言
す
れ
ば
、
権
力
関
係
の
日
常
化
(
権
力

関
係
の
非
日
常
化
の
究
極
が
戦
争
で
あ
る
)
を
通
じ
て
、
実
力
(
同
1022)
は
初
め
て
権
力
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
権
力
を
権
力

二
助
)

と
し
て
意
識
さ
せ
な
い
、
即
ち
被
権
力
者
に
対
す
る
権
力
作
用
を
心
理
的
に
非
権
力
化
す
る
こ
と
が
権
力
の
基
本
戦
略
な
の
で
あ
る
。

フ
l
コ
i
は
権
力
関
係
に
、
心
照
的
な
権
力
操
作
の
対
象
(
客
体
)

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
担
い
手
(
主
体
)

で
も
あ
る
両
義
的
な

存
在
を
措
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
る
権
力
ゲ

i
ム
に
必
要
な
認
識
論
上
の
構
造
を
戦
略
的
な
再
生
産
過
程
と
し
て
捉
え

る
。
つ
ま
り
、
権
力
そ
の
も
の
は
、
操
作
可
能
な
(
認
識
論
的
現
実
、
五
義
に
基
づ
い
た
)
自
律
的
手
段
で
は
な
く
、
近
代
以
降
の
社
会
シ

ス
テ
ム
全
般
に
構
造
化
さ
れ
、
あ
る
ゆ
る
社
会
主
体
に
身
体
化
さ
れ
て
い
る
共
通
の
属
性
な
の
で
あ
る
。
換
一
一
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
権
力
関

係
一
般
を
構
築
し
、
維
持
す
る
た
め
に
動
員
さ
れ
る
種
々
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
総
体
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
権
力
関
係
を
物
質
的
な
権

h
資
源
の
領
有
を
め
ぐ
る
闘
争
と
見
な
す
現
実
主
義
者
に
対
し
て
、

フ
l
コ
l
の
権
力
分
析
は
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
社
会
認
識
の
構

築
過
程
に
、
潜
夜
化
も
し
く
は
顕
在
化
し
て
い
る
権
力
作
用
こ
そ
が
、
権
力
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

凶
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
附
士
二
(
南
山
)

五
五
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4

と、
i
Jノ

権
力
関
孫
と
は
、
権
力
資
源
を
占
有
す
る
少
数
者
と
そ
れ
を
持
た
な
い
多
数
者
の
関
係
に
還
一
一
凡
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
を
構
成
し

て
い
る
全
て
の
主
体
問
で
半
永
久
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
戦
略
ゲ

i
ム
の
総
称
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
「
権

叩
幻
)

力
は
下
か
ら
来
る
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
線
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
c

本
質
主
義
な
ら
び
に
認
識
論
的
現
実
主
義
を
拒
絶
し
、
社
会
的
事
実
の
構
成
性
を
主
張
す
る
フ

l
コ
i
に
と
っ
て
、
学
問
知
と
り
わ
け

社
会
科
学
の
分
野
は
、
「
権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
が
具
現
化
す
る
最
も
竜
要
な
館
野
と
な
る
。
で
は
「
知
」
の
領
域
に
お
け
る
権
泊
関

係
と
は
い
か
な
る
状
況
を
意
味
す
る
の
守
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
コ
事
実
」
は
社
会
的
に
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
点
で
、

フ
ー
コ

i
は
徹

成
し
た
唯
名
論
者

(
5
5
E
m
L仲
間
什
)

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ぞ
れ
は
、

一
切
の
存
在
お
よ
び
認
識
は
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
流
の
道
徳
的
相
対
主
義
を
決
し
て
滋
味
し
な
い
。
単
に
人
間
は
版
記
的
に
比
生
成
さ
れ
た
知
の
認
識
枠
組
み
を
「
理
解

可
能
性
の
格
子
(
背
広

0
2ロ
gEm--u日
以
号
こ
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
社
会
事
象
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を

~
削
冊
一

主
慌
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
照
解
可
能
性
の
絡
子
を
歴
史
的
、
文
化
的
、
社
会
的
に
構
築
す
る

2
閥
抗
理
」
の
生
産
過
程

が
常
に
権
力
関
係
の
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
絡
め
取
ら
れ
る
可
能
性
に
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
権
力
と
知
を
」
体
的
な
も

の
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

〆
開
九

る。

フ
l
コ
ー
は
こ
の
点
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

「
我
々
が
積
秘
的
に
添
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
権
力
が
知
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
(
そ
れ
は
、
知
が
権
力
へ
奉
仕
す

る
こ
と
で
白
ら
の
影
響
力
を
拡
充
す
る
、
あ
る
い
は
知
が
権
力
を
利
用
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
意
味
で
は
な
い
)
、
権
力
と
知
の
意

昧
は
政
接
相
万
一
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
特
定
の
知
の
領
域
を
相
関
的
に
構
成
す
る
こ
と
の
な
い
権
力
関
係
は
存
在
し
な



い
し
、
権
力
関
係
を
同
時
に
想
定
、
あ
る
い
は
構
成
す
る
こ
と
の
な
い
い
か
な
る
知
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

ぇ
、
こ
の
よ
う
な
「
権
力
/
知
の
諸
関
係
」
は
、
権
か
シ
ス
テ
ム
か
ら
自
・
別
で
あ
る
か
一
台
か
に
関
わ
ら
ず
、
認
識
の
主
体
と
い
う
観

点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
逆
に
、
認
識
の
主
体
、
容
体
、
態
様
は
、
そ
れ
ぞ
れ
権
力
/
知
の
蒸
本
的
な
意
味
の
絡
み
合

い
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
な
転
換
が
も
た
ら
す
種
々
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
分
析
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

権
力
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
と
反
抗
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
知
識
の
収
蔵
体
を
作
り
出
す
の
は
認
織
主
体
の
活
動
で
は
な
く
、

知
の
形
態
と
可
能
な
領
域
を
耐
定
す
る
、
権
力
/
知
、
即
ち
、
そ
れ
を
横
断
し
、
作
り
あ
げ
る
過
程
と
闘
争
な
の
で
あ
る
」

近
代
知
と
し
て
の
社
会
科
学
(
フ

i
コ
i
の
い
う
「
人
丈
諸
科
学
」
)

の
発
展
が
時
代
状
況
や
社
会
構
造
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
「
知

一
冊
一

フ
i
コ
!
の
研
究
を
通
じ
て
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
際

の
エ
ピ
ス
テ

i
メ
」
に
よ
っ
て
強
く
拘
束
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

関
係
論
と
い
う
学
問
分
野
に
対
す
る
権
力
の
介
入
お
よ
び
そ
の
彩
響
力
の
強
さ
は
、
他
の
社
会
科
学
の
諸
分
野
と
比
較
し
て
突
出
し
て
い

る
の
国
際
間
保
論
が
冷
戦
構
造
ド
に
お
け
る
覇
権
国
ア
メ
リ
カ
の
視
路
か
ら
、
沢
派
秩
序
を
最
も
効
本
的
に
運
営
し
て
い
く
た
め
の
権
力

構
造
を
い
か
に
し
て
構
築
し
、
総
持
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
設
定
の
内
部
で
発
民
し
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
学
説
史
の
展
開
を
…
特
す

れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
よ
、
お
げ
実
際
、
世
界
秩
序
の
構
築
過
程
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
関
手
の
仕
方
に
関
し
て
は
、
覇
権
的
リ
ー
ダ
ー

一
位

J

山
町

シ
ツ
プ
を
草
視
す
る
(
新
)
現
実
主
義
と
悶
際
制
度
を
軸
と
し
た
協
調
的
リ

i
ダ
i
シ
ッ
ブ
を
没
視
す
る
(
新
)
白
山
主
義
の
違
い
は
、

権
力
関
係
を
円
滑
に
運
用
し
て
い
く
う
え
で
、
ど
ち
ら
が
よ
り
合
理
的
な
選
択
股
を
提
供
し
得
る
か
と
い
っ
た
制
作
皮
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の

具
体
的
に
は
、
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
単
数
あ
る
い
は
複
数
の
規
格
を
設
定
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
.
定
の
共
通
項
を
有
す
る
主
体

を
措
定
す
る
じ
そ
し
て
、
主
体
間
関
係
の
走
異
化
を
通
じ
て
、
(
多
く
の
場
合
)
階
層
的
な
構
築
を
構
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
上
位
の

悶
際
関
係
閣
拙
論
の
認
議
論
的
転
凶
(
一
一
)
(
市
山

1i: 
七
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、
主
体
は
ド
杭
に
お
か
れ
た
主
体
に
対
す
る
恋
意
的
な
操
作
(
支
配
)
を
最
も
合
理
的
な
・
方
法
に
よ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
試
み
る
c

こ
の
よ

う
な
権
力
関
係
の
枠
組
み
の
内
部
に
お
い
て
の
み
主
体
は
主
体
と
し
て
の
承
認
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
c

規
格
化
さ
れ
た
共
同
体
と
し
て

主
権
同
家
を
措
定
し
、
そ
れ
を
同
際
関
係
の
主
体
と
し
て
実
体
化
す
る
。
そ
し
て
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
お
よ
び
、
問
山
本
間
の
権
h
M
政
治
を

走
臭
化
の
.M
胤
現
と
し
て
、
主
体
l
構
造
関
係
な
ら
び
に
主
体
間
関
係
の
雌
偽
造
化
を
試
み
る
。
ぞ
れ
が
現
代
間
際
関
係
煙
論
の
内
部
に
お
い

て
稼
働
す
る
権
力
の
戦
略
な
の
で
あ
る
c

こ
こ
に
宅
っ
て
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
瑚
命
」
と
「
現
尖
」
の
民
別
は
消
滅
す
る

J
J

そ
れ
で
は
ブ
i
コ
i
の
権
力
分
析
を
同
際
関
係
理
論
に
導
入
す
る
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
多
く
の
実
証
主
義
社
会
科
学
理
論
が
提
示
す

る
社
会
科
学
の
「
客
観
性
」
が
手
続
き
上
の
蓋
然
性
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
概
述
し
た
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
社
会

科
学
に
お
い
て
「
客
観
性
」
と
は
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
社
会
科
学
に
お
け
る
「
主
観
性
」
と
「
客
観
性
」
の
関
係

は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
敷
倍
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
科
学
認
識
の
「
相
対
性
」
を
主

張
す
る
際
の
引
託
基
準
は
何
か
。
あ
る
い
は
倒
々
人
の
主
観
性
を
「
問
主
観
的
」
な
社
会
認
識
へ
と
転
換
し
て
い
く
契
機
と
は
何
か
と
い

う
問
い
へ
と
連
な
っ
て
い
く
。

フ

l
コ
!
の
権
力
関
係
論
は
、
「
社
会
科
苧
の
客
観
性
」
の
問
題
に
対
し
て
、
政
治
と
科
学
を
「
別
の
そ
ノ
」
と
し
て
い
る
根
拠
は
何

か
、
あ
る
い
は
権
力
と
真
理
は
い
か
な
る
依
存
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
実
証
主
義
や
構
成
主
義
と

は
全
く
異
な
っ
た
視
座
を
切
り
開
く
。
社
会
科
学
の
客
観
認
識
の
相
対
性
あ
る
い
は
問
主
観
性
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
権
力
と
科
学
知
の

相
関
性
を
意
味
す
る
。
広
義
の
権
力
概
念
を
社
会
科
学
に
導
入
す
る
こ
と
で
、
理
論
内
部
で
働
く
権
力
作
用
を
検
証
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、

同
際
関
係
四
時
論
に
お
け
る
「
主
観
性
」
と
「
客
観
性
」
の
境
界
が
い
か
に
し
て
画
定
さ
れ
る
か
、
そ
の
過
程
を
「
権
力
」
と
「
知
」
の
相

関
関
係
と
い
う
形
で
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。



間
際
関
係
論
が
「
ア
メ
リ
カ
製
社
会
科
学

S
5
0
ユS
ロ
ω
。nSH
∞aoロ
g
こ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
言
及
し
た
が
、
必
要
な

こ
と
は
、
出
臼
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
で
働
い
て
い
る
権
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
権
力
/
知
概

念
を
国
際
関
係
理
論
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
の
秘
め
て
有
効
な
手
段
と
な
る
。

第
四
章

主
体
の
政
治
学

ー
「
主
体
i
構
造
」
問
題
の
再
検
討
l
i

前
点
目
十
に
お
い
て
、

フ
i
コ
!
の
権
均
関
係
論
が
.
切
の
理
論
的
「
与
件
」
を
拒
好
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
析
射
程
を
物
理
的
な

次
元
か
ら
認
識
論
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
拡
張
し
、
結
果
と
し
て
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
理
論
」
と
「
現
実
」

の
一
悦
別
を
無
意
味
な
も
の
に

し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
権
力
/
知
概
念
を
通
じ
て
、
国
際
関
係
朝
論
の
「
符
観
性
」

の
問
題
を
地
論
内
部
で
働
く
権
力
作
用
の
観

点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
c

本
市
で
は
こ
の
権
力
作
用
が
社
会
科
学
お
よ
び
社
会
認
識
に
及
ぼ
す

影
響
を
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
、
次
い
で
そ
れ
が
間
際
関
係
期
間
論
の
内
部
で
い
か
な
る
機
能
を
来
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。

知
識
社
会
学
が
、
知
識
を
領
有
す
る
社
会
、
巨
体
の
存
政
基
牒
と
し
て
の
社
会
構
造
お
よ
び
、
主
体
の
存
在
被
拘
束
性
を
分
析
対
象
と
し
、

一
併

も
っ
ぱ
ら
制
度
的
な
権
力
関
係
に
関
心
を
払
う
の
に
対
し
て
、
フ
ー
コ

l
の
主
要
な
分
析
対
象
は
、
知
が
い
か
に
し
て
「
人
間
主
体
(
E
H
Y

川
開

守
色
)
」
を
構
成
す
る
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
権

h
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
権
力
は
抑
任
機
能
あ
る
い
は
支
配
服
従
関
係
に
の
み
還
元
で
き
る
も
の
で
は

一
問
、

な
く
、
そ
の
本
質
は
む
し
ろ
「
統
治
性
五

ccg目。
H
H
H

⑦
丘
町
込
山
片
思
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
つ
フ
l
コ
ー
は
い
う
。

関
際
関
係
環
論
の
認
識
論
的
転
問
(
二
)
(
市
山

Y 
j九L 
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「
機
沿
が
及
ぼ
す
作
用
を
抑
陀
と
い
う
こ
と
ば
で
定
義
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
権
力
に
つ
い
て
純
粋
に
法
的
な
解
釈
を

ら
え
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
の
権
力
を
「
百
」
を
宜
中
一
目
す
る
法
と
同
一
視
し
て
い
る
わ
け
で
す
σ

つ
ま
り
権

h
と
は
、
な
に
よ
り
も

禁
止
の
力
を
も
つ
も
の
だ
と
解
釈
す
る
わ
け
な
の
で
す
:
・
も
し
権
力
が
、
た
だ
た
ん
に
抑
任
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、

つh
H
」
と
い
う
こ
と
以
外
何
も
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
は
た
し
て
人
ぴ
と
は
権

h
に
い
つ
ま
で
も
従
っ
て
き
た
も
の
で

し
よ
う
か
:
・
そ
の
理
由
は
し
ご
く
簡
単
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
権
力
は
た
ん
に
「
存
」
を
宣
告
す
る

h
と
し
て
成
却
を
ふ
る
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、

ほ
ん
と
う
は
も
の
に
入
り
こ
み
、
も
の
を
生
み
出
し
、
快
楽
を
誘
発
し
、
知
を
形
成
し
、
は
説
を
生
み
出
し

て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
権
力
を
、
抑
圧
機
能
し
か
も
た
な
い
否
定
的
な
力
だ
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
全
域
に
わ
た
っ
て

張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
生
産
網
な
の
だ
、
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

権
力
関
係
を
「
社
会
の
全
域
に
わ
た
っ
て
掛
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
生
産
制
」
と
し
て
捉
え
た
場
合
、

「
権
力
の
戦
略
(
宮
司
書
呉
E
Z
m
q
こ

即
ち
権
力
効
果
を
及
ぼ
す
た
め
に
動
員
さ
れ
る
手
段
全
般
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
課
題
は
権
力
関
係
そ
の
も
の
を
い
か
に
効
率
的
に
連

出
し
て
い
く
か
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
議
力
に
象
徴
さ
れ
る
抑
圧
的
手
段
に
依
存
し
た
、

権
力
の
発
動
あ
る
い
は
服
従
要
求
は
、
被
権
力
側
か
ら
の
反
発
を
誘
発
し
、
権
力
関
係
を
維
持
す
る
上
で
の
コ
ス
ト
を
か
え
っ
て
跳
ね
上

げ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
権
力
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
と

さ
れ
る
権
力
の
形
式
と
し
て
、
コ
ス
ト
の
高
い
物
環
的
な
暴
力
よ
り
も
比
較
的
低
コ
ス
ト
の
同
意
/
合
理
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

権
力
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
は
、
要
す
る
に
、
社
会
的
な
多
様
性
に
起
因
し
て
生
じ
る
不
確
実
性
を
最
小
限
の
経
済
的
、
人
的
コ
ス
ト
で
最
も

p

問
)

効
率
的
な
管
理
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
と
い
う
問
題
設
定
な
の
で
あ
る
。



近
代
フ
ラ
ン
ス
の
監
獄
制
度
の
研
究
を
通
じ
て
、
フ

i
コ
l
は
、
権

h
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、
個
々
人
の
「
身
体
」
に
対
し
て
い
か
に

日間一

行
使
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
近
代
権
均
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
共
体
的
な
現
れ
と
し
て
、
彼
が
注
目
し
た
の
が
、
ジ
ェ
レ
ミ

i
・

ベ

ン

サ

ム

(

宮

口

O
H
邑
SHM)
」
(
一
望
監
視
施
設
)
で
あ
る
。
フ

I
コ
ー
に

よ
れ
ば
、
パ
ノ
ブ
テ
イ
コ
ン
は
近
代
権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
最
も
象
徴
的
に
体
現
し
て
お
り
、
そ
の
基
本
構
造
は
極
め
て
単
純
か
つ
巧

(
h
z
o
H去
、
切
。
EymHHH)
が
考
案
し
た
「
パ
ノ
プ
テ
イ
コ
ン

妙
で
あ
る
。
円
筒
形
の
建
造
物
の
内
側
に
独
躍
が
配
置
さ
れ
る
c

建
物
の
中
心
部
は
吹
き
抜
け
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
心
部
に
監
視
塔

が
憶
か
れ
、
複
数
の
フ
ロ
ア
に
ま
た
が
っ
て
全
て
の
独
房
の
中
の
悶
人
の
行
動
を
一
括
し
て
「
監
視
」
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
肴
守
が
常
駐
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
監
視
塔
の
頂
上
部
分
は
独
房
側
か
ら
は
見
え
な
い
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
者
守
が

品
い
同
視
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
閑
人
は
、
常
に
看
守
の
「
限
定
し
」
に
販
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
怠
識
せ
ざ
る
を
符
な
い
。
そ
の

よ
う
な
過
殺
を
経
て
、
凶
人
は
、
近
代
市
民
社
会
の
代
理
人
で
あ
る
刑
務
所
と
い
う
監
禁
シ
ス
テ
ム
が
要
求
す
る
行
動
規
範
を
内
ら
身
体

化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

被
格
力
者
が
権
力
の
要
求
す
る
規
範

5
2
5
)
を
自
動
的
に
身
体
化
し
、
「
規
格
化

5
2
8印
E
E
Zロ
こ
さ
れ
る
こ
と
は
、
権
力
の
エ

コ
ノ
ミ

i
の
観
点
に
丘
て
ば
、
明
日
想
的
権
力
構
造
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
規
格
化
を
推
進
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
機
能

す
る
の
が
「
規
律
H

訓
練
権
力
(
島
田
氏
同
法
ロ
ω弓
宮
老
母
)
」
で
あ
る
。
規
律
日
訓
練
権
力
は
公
的
な
制
度
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
近
代
的
社
会
秩
序
の
中
の
権
力
関
係
を
管
理
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
個
別
具
体
的
な
杜
会
制
度
に
還
え
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
人
間
の
身
体
を
規
格
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
権
力
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
の

で
あ
る
。

規
律
H
訓
桝
権
力
の
基
本
的
な
特
質
と
し
て
、
以
ド
の
一
一
一
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
規
律
H
訓
練
権
力
は
、
身
体

間
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
松
岡
(
…
二
(
南
山

主」

ノ、
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を
幾
つ
か
の
単
位
に
分
割
し
、
そ
れ
を
社
会
全
体
の
管
理
お
よ
び
効
本
化
の
た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
利
別
で
き
る
よ
う
に
訓
練
を
施
す
。

身
体
は
、
権
力
関
係
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
構
成
単
位
と
し
て
、
「
服
従
さ
せ
ら
れ
、
使
用
さ
れ
、
変
形
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て
改
良

さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
飼
い
慣
ら
さ
れ
る
」
。
単
位
と
し
て
の
身
体
は
時
空
間
的
に
緩
め
て
厳
密
に
組
織
化
さ
れ
、
掛
慨
開
化
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
刑
務
所
、
箪
隊
、
工
場
、
学
校
等
に
お
い
て
倒
人
に
課
さ
れ
る
規
律
、
お
よ
び
そ
れ
を
遵
守
す
る
た
め
の
訓
練
形
式
を
想
起

す
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
、
人
間
を
管
閣
制
す
る
た
め
の
最
大
規
模
の
権
力
シ
ス
テ
ム
を
最
小
限
の
構
成
単
位
、
即
ち

人
間
の
身
体
、
に
ま
で
遡
っ
て
基
礎
付
け
、
そ
れ
を
操
作
す
る
た
め
に
「
搬
視
的
権
力
(
密
芯

E
M
5
g
2こ
を
通
じ
て
、
そ
の
継
続
的
な

操
作
を
試
み
る
の
が
、
規
律
H
訓
練
権
力
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第
二
に
、
微
視
的
権
力
と
し
て
機
能
す
る
規
律
H
訓
練
権
力
は
、
管
理
の
効
率
牲
を
最
大
限
に
確
保
す
る
た
め
に
、
「
身

体
調
教
」
の
合
理
化
を
迫
る
。
そ
の
た
め
規
格
化
に
際
し
て
、
引
一
社
基
準
と
し
て
の
規
則
の
.
般
化
を
凶
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

工
場
、
学
校
等
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
行
動
準
則
が
極
め
て
厳
密
か
つ
詳
細
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起

(町一

す
れ
ば
、
特
定
の
空
間
へ
の
偶
人
の
聞
い
込
み
が
規
律
H
誠
練
権
力
の
基
本
原
理
で
あ
る
こ
と
が
現
解
で
き
よ
う
。

も
、
刑
務
所
、
軍
隊
、

そ
し
て
第
三
に
、
(
権
力
シ
ス
テ
ム
の
構
成
単
伎
と
し
て
の
)
焼
絡
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
他
人
の
属
性
で
あ
る
意
味
作
用
の
領
域
は

沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
意
味
作
用
機
能
は
人
間
を
、
巨
体
た
ら
し
め
る
、
王
要
な
根
拠
で
あ
る
が
、
規
律
H
訓
練
権
力
は
、
そ
れ
を
剥
ぎ

(向」

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
権
力
関
係
に
お
け
る
操
作
対
象
(
容
体
)
へ
と
転
位
さ
せ
、
以
下
の
過
程
を
経
て
規
格
化
の
達
成
を
図
る
。

川
側
々
の
行
為
を
、
比
較
あ
る
い
は
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
.
般
規
則
を
通
じ
て
全
体
に
関
連
付
け
、
種
別
化
す
る

山
主
体
の
能
力
・
特
性

同
当
該
の
階
層
秩
序
を
コ
ー
ド
化
し
、
こ
れ
に
適
合
す
る
よ
う

制
規
律
計
訓
練
を
通
じ
た
同
化
を
相
杏
す
る
主
体
は
異
化
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
。

に
対
応
し
て
、
一
定
の
階
層
秩
序
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
を
序
列
化
す
る

各
主
体
を
同
質
化
す
る



規
格
化
の
本
質
は
、
社
会
内
部
に
「
異
常

5
5
5曲
目
仙
の
田
)
」
を
体
系
的
に
作
り
出
し
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
分
類
・
管
理
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
存
在
理
由
は
、
社
会
的
な
異
常
を
隔
離
し
、
正
常
化
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
比

較
し
、
分
類
し
、
規
格
化
し
、
管
理
す
る
規
律
H

訓
練
権
力
に
と
っ
て
、

コ
ー
ド
化
の
根
拠
を
提
供
す
る
社
会
的
な
「
真
理
」
あ
る
い
は
、

そ
れ
に
依
拠
す
る
「
科
学
的
」
な
知
は
緩
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
異
常
を
科
学
的
に
評
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
本
質
的
に
政
治
的
な
問
題
を
中
立
的
な
技
術
問
題
へ
転
換
し
、
権
力
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
適
っ
た
管
理
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
刑
務
所
制
度
の
設
立
に
際
し
て
、
法
学
お
よ
び
医
学
、
精
神
医
学
の
積
板
的
な
導
入
が
図
ら
れ
た
の
も
、

犯
罪
者
の
更
正
に
は
、
犯
罪
者
の
人
格
の
分
析
、
理
解
、
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
犯
罪
の
類
型
化
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
刑
務
所
内
に
お
い
て
犯
罪
者
は
、

‘
方
で
は
、
近
代
市
民
社
会
の
構
成
員
と
し
て
、
他
方
で
精
神
医
学
の
研
究
対
象
(
客
体
)
と
し

て
、
権
力
と
知
に
攻
聞
き
れ
、
近
代
的
主
体
へ
と
規
格
化
/
個
人
化
(
宮
門
医
己
仏
ロ
丘
町
忠
広
ロ
)
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
務
所
と
い
う

近
代
的
監
禁
シ
ス
テ
ム
は
、
「
権
力
」
と
「
科
学
知
」
が
遭
遇
し
た
ひ
と
つ
の
典
理
的
な
「
場
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
現
律
H

訓
練
権
力
が
、
主
に
主
体
が
お
置
さ
れ
て
い
る
権
力
構
造
あ
る
い
は
制
度
的
条
件
の
領
域
に
お
い
て
機
能
す
る
権
力
の
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
、
王
体
化

(
E
E
o
n仲
仲
間

g
t
c口
)
」
、
即
ち
主
体
の
構
成
過
程
そ
の
も
の
を
問
題
化
す
る
た
め
に
、
フ

i
コ
ー

が
提
起
し
た
概
念
が
「
牧
人
H
司
祭
型
権
力

eggs-
宮
4
4
0
司
)
」
で
あ
る
c

主
体
と
い
う
概
念
に
は
、
二
つ
の
意
味
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
他
者
の
支
配
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
こ
に
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
覚
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
体
構
成
そ
の
も
の
は
、
「
個
人
を
分
類
し
、
そ
の
個
別
性
を
付
与
し
、
(
特
'
U

ぬ
の
)

ア
イ
デ
ン
テ
イ

同
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
問
(
一
一
)
(
南
山
)

-~ ノ、
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四

テ
ィ
に
縛
り
つ
け
、
自
己
に
も
他
者
に
も
承
認
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
真
理
の
法
を
強
要
す
る
日
常
生
活
」
と
い
う
権
力
形
式
を
通
じ
て
達
成

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
別
化
と
全
体
化
を
最
も
巧
妙
な
形
で
体
現
し
て
い
る
の
が
、
関
家
権
力
で
あ
り
、
悶
家
と
い
う
政
治
構
造
の
内

部
で
機
能
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
牧
人
H
司
祭
型
機
力
な
の
で
あ
る
。

学
の
群
れ
の
導
き
手
で
あ
る
「
羊
飼
い
」
な
ら
び
に
、
宗
教
上
の
有
資
格
者
で
あ
る
「
司
祭
」
を
念
頭
に
お
い
て
概
念
化
さ
れ
た
牧
人

H
司
祭
型
権
力
は
、
フ

I
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
会
制
度
の
成
立
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
新
し
い
権
力
関
係
で
あ
る
。
単
純
化
す

れ
ば
、
そ
れ
は
(
君
主
権
力
に
代
表
さ
れ
る
、
偶
人
に
権
力
の
正
統
性
の
糠
泉
を
求
め
る
権
力
シ
ス
テ
ム
と
は
異
な
り
)
教
会
制
度
が
付

与
す
る
宗
教
上
の
資
格
あ
る
い
は
制
度
規
範
そ
の
も
の
を
権
力
基
盤
と
す
る
権
力
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
四
つ
の
基
本
的
特
徴

を
持
つ
。
川
来
世
に
お
け
る
個
人
の
救
済
の
保
証
を
究
板
の
目
的
と
す
る

同
王
騒
を
守
る
た
め
に
は
、
住
民
の
犠
牲
も
厭
わ
な
い
君
主

権
力
と
は
遠
い
、
「
ネ
の
群
」
あ
る
い
は
「
信
徒
」
を
守
る
た
め
に
は
、
自
己
犠
牲
を
献
わ
ず
献
身
的
で
あ
る
防
共
同
体
全
体
の
救
済

同
牧
人
H
司
祭
型
権
力
は
、

を
目
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
内
の
側
々
人
を
生
離
に
わ
た
っ
て
擁
護
す
る
た
め
の
権
力
様
式
で
あ
る

構
成
員
の
内
閣
へ
と
入
り
込
み
、
共
同
体
の
制
度
規
範
を
身
体
化
さ
せ
、
構
成
員
を
個
人
と
し
て
主
一
体
化
す
る
。
結
果
と
し
て
、
共
同
体

の
救
済
と
個
人
の
救
済
は
収
数
に
向
か
い
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
服
従
そ
の
も
の
が
普
遍
化
し
、
自
己
目
的

化
す
る
。

そ
し
て
、
近
代
悶
家
こ
そ
が
、
こ
の
牧
人
H

河
祭
型
権
力
の
新
し
い
権
力
形
式
で
あ
る
と
、

フ
l
コ
i
は
論
じ
る
。
救
済
と
い
う
宗
教

上
の
目
標
は
「
福
祉
国
家
」
と
い
う
形
で
現
世
に
お
け
る
健
康
と
安
全
の
供
与
と
い
う
世
俗
的
な
目
的
へ
と
移
行
し
、
そ
の
遂
行
者
も
宗

教
上
の
有
資
格
者
か
ら
国
家
運
営
に
直
接
携
わ
る
官
僚
組
織
へ
と
転
換
す
る
。
そ
し
て
、
現
代
国
家
の
質
的
深
化
と
量
的
膨
張
に
伴
い
、

人
間
集
問
理
解
に
関
す
る
全
体
的
な
知
識
と
個
人
に
関
す
る
分
析
的
知
識
の
蓄
積
へ
の
社
会
的
要
請
が
増
大
し
、
そ
れ
が
社
会
科
学
お
よ



び
精
神
医
学
の
体
系
化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
身
体
に
関
す
る
知
の
蓄
積
を
通
じ
て
、
人
間
を
操
作
対
象
と
し
て
管
理
す

る
こ
と
(
ブ

i
コ
l
の
い
う
「
生
l
権
力
(
目
。
七
O
調
。
な
じ
が
近
代
国
家
に
と
っ
て
不
可
欠
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

全
体
化
と
個
人
化
を
同
時
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
て
、
主
体
は
主
体
た
る
資
格
を
付
号
さ
れ
る
c

そ
し

て
定
体
化
を
拒
絶
す
る
も
の
は
、
規
律
H

訓
練
権
力
と
牧
人
H

司
祭
型
権
力
を
通
じ
て
、
権
力
関
係
か
ら
徹
底
し
て
排
除
さ
れ
る
か
、
あ

る
い
は
自
ら
を
矯
正
お
よ
び
一
昨
主
体
化
し
権
力
関
保
に
再
び
取
り
込
ま
れ
る
か
、
何
れ
か
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
権
力
/
知
に
つ
い
て
終
潤
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
科
学
、
と
り
わ
け
社
会
科
学
に
お
い

て
認
識
論
的
な
容
観
性
を
最
終
的
に
抑
保
す
る
の
は
、
特
定
の
間
果
関
係
を
も
た
ら
す
蓋
然
性
や
検
託
手
続
き
上
の
開
放
構
造
、

一
貫
し

た
合
理
性
の
保
持
等
、
幾
つ
か
の
構
造
的
な
議
級
過
程
を
経
て
構
成
さ
れ
る
人
間
の
問
、
主
観
性
の
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と

え
容
観
牲
の
探
究
を
権
限
に
ま
で
押
し
進
め
て
い
っ
た
と
し
て
も
ミ
「
枚
目
付
般
的
究
期
」
お
よ
び
社
会
的
事
実
に
お
け
る
「
本
質
」
の
発
見

は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
常
に
相
対
的
に
し
か
維
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
月

な
ぜ
な
ら
、

少
な
く
と
も
社
会
約
一
学
の
領
域
に
お
け

る
「
尻
、
川
さ
を
産
出
す
る
諸
条
件
は
様
々
な
社
会
心
駆
的
、
一
時
史
構
造
的
変
動
の
可
能
性
に
や
巾
に
附
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の

そ
れ
が
、

社
会
科
学
に
お
け
る
「
真
理
」
の
現
実
な
の
で
あ
る
(

む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
筆
者
は
、
通
俗
的
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
よ
う
に
、
真
理
の
一
敗
史
が
内
包
し
て
き
た
誤
謬
と
恋
意
性
を

暴
露
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
す
も
の
で
は
な
い
n

そ
う
で
は
な
く
、
単
に
「
社
会
科
学
の
客
観
性
一
が
実
際
に
は
い
か
な

る
社
会
的
諸
条
件
の
下
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
の
議
要
性
を
訴
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
c

同
様
に
ブ
!

コ
ー
の
関
心
も
「
科
学
的
な
客
観
性
と
主
観
的
な
玄
関
の
双
方
が
、
細
川
々
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
社
会
的
な
諸
実
践
に
よ
っ
て
設
定
さ

れ
た
空
間
に
い
か
に
し
て
同
時
に
出
現
す
る
か
」
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

純
一
一
日
す
れ
ば
、

彼
の
五
法
論
的
思
考
の
ん
上
て
が
、
こ

間
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
倒

j'}j 

1I1 

L

、r-ム

ノ
ー



筑
波
法
政
第
一
二
↓
-
e
a
u
-
b
(
一
a
O
O

i 

ノ、.. 
ノ、

の
問
題
に
収
絞
す
る
と
言
っ
て
も
設
い
過
ぎ
で
は
な
い
。

そ
の
怠
味
で
、

フ
i
コ
!
の
権
力
/
知
概
念
は
独
我
論
の
陥
穿
に
陥
る
こ
と
な
く
、
「
科
学
」
と
「
権
力
」
の
相
関
関
係
を
瑚
解
す
る

た
め
の
酬
明
論
的
悦
康
を
切
り
開
く
有
効
な
道
具
と
な
り
得
る
。
第
一
に
、
思
考
の
「
存
在
被
拘
束
性
」
の
問
題
を
、
知
識
社
会
学
の
よ
う

に
外
部
化
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
科
学
的
言
説
に
お
け
る
真
均
の
産
出
に
内
在
す
る
権
力
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
権

力
と
知
の
関
係
は
二
項
対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

A

一
川
的
な
相
互
依
存
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、

一
万
を
他
方
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
関
係
に
は
な
い
の
で
あ
る
c

第
ム
一
に
、
主
体
の
お
在
は
所
♀
で
は
あ
り
得
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
主
体
は

社
会
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
過
程
は
権
力
と
知
の
相
庄
作
用
の
結
節
点
で
あ
る
。
権
力
は
管
理
お
よ
び
操
作
の
対
象

(
容
体
)
と
し
て
主
体
を
構
成
し
、
知
は
「
真
理
へ
の
意
志
」
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
認
識
の
主
体
性
を
犠
牲
に
し
て
、
自
ら
に
都
合
の

良
い
「
持
遍
的
な
人
間
主
体
」
を
作
り
仁
げ
る
。
む
ろ
ん
双
方
と
も
、
社
会
全
般
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
権
力
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

内
部
圧
力
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
「
真
理
の
体
制
定
。
包
g
o
o
ご
E
F
)」
、
即
ち
知
と
権
力
の
相
瓦

規
定
関
係
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
力
/
知
と
は
単
な
る
権
力
と
知
の
相
互
浸
透
を
怠
昧
す
る
の
で
は
な
く
、
権

力
/
知
/
主
体
と
い
う
三
者
の
相
互
結
合
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

フ

l
コ
i
が
、
権
力
/
知
/
主
体
の
内
的
結
合
関
係
を
探
究
す
る
た
め
に
、

フ
リ
i
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ

i
チ
エ

(吋乱。円山江口町

zoN田
口
町
。
)
を
経
由
し
て
手
に
入
れ
た
系
議
学

(cgoh号
明
)
は
、
単
に
権
力
の
観
点
か
ら
真
理
の
や
一
成
過
程
を
論
じ
る
方
法
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
(
社
会
)
科
学
認
識
に
お
け
る
「
主
観
客
観
問
題
」
に
ま
で
、
そ
の
射
程
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
系
譜
学
の
最
終
日

的
は
、
起
源
の
優
位
、
普
遍
的
真
理
、
歴
史
の
進
歩
と
い
う
考
え
方
の
破
壊
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
実
証
主
義
者
が
社
会
現
象
の
中
に
一

般
法
則
を
求
め
る
の
と
違
い
、
あ
る
い
は
応
答
的
真
理
観
に
依
拠
す
る
認
識
論
的
現
実
主
義
者
が
社
会
的
事
実
に
伏
在
す
る
本
質
の
明
確



化
を
図
る
の
と
違
い
、
系
譜
学
者
は
表
象
(
吋
告
吋

2
8
g
t
cロ)
の
過
程
で
、
真
理
の
体
制
が
ど
の
よ
う
な
形
で
現
出
し
て
い
る
か
と
い

う
点
に
関
心
を
払
う
。
そ
し
て
、
異
な
っ
た
解
釈
開
で
展
開
さ
れ
る
闘
争
の
結
果
、

い
か
に
し
て
特
定
の
解
釈
が
「
真
理
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
の
か

(
客
観
化
す
る
の
か
)
と
い
う
問
題
を
分
析
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
換
一
一
泊
す
れ
ば
、
社
会
的
事
実
を
構
成
す
る
間

主
観
的
認
識
の
過
程
を
権
力
関
係
の
観
点
か
ら
対
象
化
す
る
の
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
以
下
の
二
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
.
に
、
存
心
仕
論
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
、
主
体
は
所
手
で
は
あ
り
得

な
い
と
い
う
こ
と
。

つ
ま
り
、
主
体
は
権
力
と
知
の
せ
め
ぎ
合
い
の
結
果
、
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
主
体
が
悶
果
関
係
に

お
け
る
係
国
(
説
明
要
国
)

で
は
な
く
、
常
に
結
果
(
被
説
明
要
国
)

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
・
」
に
、
系
議
学
は
倫

理
的
・
政
治
的
日
的
と
し
て
、
支
配
的
な
、
あ
る
い
は
「
通
常
」
と
さ
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
化
を
試
み
る
。
穂
々
の
主

体
に
付
与
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
権
力
効
来
の
も
た
ら
す
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
形
成
過
程
を
権
力
/
知
の
観
点
か
ら
分

析
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
価
依
あ
る
い
は
、
沈
黙
を
強
制
さ
れ
た
「
サ
パ
ル
タ
ン

(mzσω10『
ロ
)
」

の
存
在
を
理
論
的
に
位
置
づ
け
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な

次
に
、
新
現
実
主
義
と
新
白
山
制
度
主
義
を
事
例
に
、
権
力
/
知
と
し
て
の
間
際
関
係
刑
判
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
み
よ
う
。

(
新
)
現
実
主
義
に
と
っ
て
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
お
よ
び
権
力
政
治
と
い
っ
た
、
現
実
主
義
の
諸
概
念
は
、

A
K
て
主
権
問
家
と
い
う
、

一
校
史
的
に
構
成
さ
れ
た
主
体
を
千
件
と
し
た
こ
と
に
起
凶
し
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
間
際
関
係
邦
一
論
と
し
て
の
現
実
、
下
義
の
版
史

は
決
し
て
長
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
絶
対
主
権
を
有
す
る
主
体
と
し
て
の
近
代
国
家
を
中
心
軸
と
し
て
党
脱
し
て
き
た
知
の
体
系

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
違
い
が
な
い

G

し
た
が
っ
て
、
し
ば
し
ば
誤
解
を
抗
く
点
で
あ
る
が
、
間
際
政
治
に
お
け
る
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー

国
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
問
(
二
(
市
山

h

ハ
ト
い
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と
は
、
独
し
げ
一
変
数
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、
主
権
問
家
と
い
う
行
為
主
体
の
従
属
変
数
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
構
造
的
ア
ナ
l

キ
ー
を
生
み
出
す
根
源
的
な
係
閣
は
、
決
し
て
「
陛
界
政
府
の
不
主
」
と
い
う
同
際
政
治
構
造
に
で
は
な
く
、
同
'
家
主
体
を
構
成
す
る
「
主

権
」
と
い
う
統
治
原
理
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
単
に
附
門
家
主
権
と
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
の
関
係
を
新
現
実
主
義
的
な
構
造
決
定
論
の
転
位
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
構

造
主
体
間
関
係
は
常
に
構
成
関
係
に
あ
り
、
両
者
の
相
互
規
定
性
は
凶
際
関
係
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
構
成
主
義
の
そ
れ

に
印
刷
川
論
は
な
い
。
た
だ
同
際
政
治
に
お
い
て
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
は
本
来
現
論
的
な
与
件
と
は
な
り
符
な
い
、
そ
の
司
与
性
を
支
え
て
い

る
の
は
あ
く
ま
で
も
悶
家
主
権
と
い
う
統
治
原
理
の
「
将
遍
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
た
と
え
ば
冷
戦
や
グ
ロ
!
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
と
い
っ
た
国
際
政
治
の
構
造
変
動
が
国
家
主
権
の
あ
り
方
を
時
帰
的
に
変
化
さ
せ

る
と
い
っ
た
可
能
性
が
常
に
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

そ
れ
で
は
、
主
権
国
家
と
い
う
「
主
体
」
と
現
実
主
義
と
い
う
「
真
理
」
に
対
し
て
権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
、

呉
服
の
体
制
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
代
主
権
国
家
は
、
現
実
主
義
を
含
む
多
く
の
国
際
関
係
理
論
に
お
い
て
、
権
力
関
係
を

効
率
化
す
る
う
え
で
最
も
効
果
的
な
道
具
立
て
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
構
造
的
ア
ナ

i
キ
l
お
よ
び

そ
れ
に
起
附
す
る
権
力
政
治
、
自
助
原
則
(
印
。
H
h
y
o
}同
】

同

J
M
H
o
-

国
家
安
全
保
障
、
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
!
と
い
っ
た
、
現
実
主
義

が
、
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
基
本
原
則
と
し
て
提
示
さ
れ
た
ル
ー
ル
を
通
じ
て
、
本
来
、
ひ
と
つ
の
膝
史
的
構
成
物
に
過
ぎ

な
い
主
権
と
い
う
統
治
形
態
が
「
鴎
際
政
治
の
主
体
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
と
な
る
。
そ
し
て
、
主
権
問
家
以
外
の
集

羽
川
ふ
E
晶

、

ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
が
設
定
し
た
規
範
に
従
い
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
同
化
を
許
脊
す
る
場
合
は
、
非
同
家
主
体
と
い
う

(
一
一
掛
川
仙
の
)

メ
ン
バ
ー
シ
ツ
プ
が
付
与
さ
れ

(
多
国
籍
企
業
、

N
G
O
、
「
存
在
」
を
認
知
さ
れ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
等
)
、
主
体
化
を
距



絶
す
る
場
合
は
、
日
間
際
政
治
に
お
け
る
「
異
端
」
と
し
て
抑
医
さ
れ
る
か
(
急
進
的
原
理
主
義
運
動
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
て
あ
る
い
は
「
分

析
レ
ヴ
ェ
ル
の
相
違
」
の
名
の
ド
に
同
際
政
治
と
い
う
公
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
、
同
内
政
治
と
い
う
国
際
政
治
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ

ク
タ
!
へ
と
追
い
や
ら
れ
る

(
「
シ
ャ
ド
ウ
ワ
l
ク
」
に
従
事
す
る
女
性
、
異
議
申
し
立
て
の
手
段
を
奪
わ
れ
た
先
住
民
族
等
)
。

権
力
/
知
の
観
点
に
立
て
ば
、
社
会
的
な
価
値
認
識
、
す
な
わ
ち
我
々
が
真
理
と
信
じ
る
も
の
が
産
出
さ
れ
る
過
程
に
は
何
ら
か
の
意

味
で
権

h
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
国
際
関
係
の
真
理
」
の
生
産
に
庶
接
従
事
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
(
新
)
現
実
主
義
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
製
国
際
関
係
理
論
は
権
力
/
知
の
問
題
を
全
く
無
視
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
知
識
社
会
学

{"-

的
に
外
部
化
し
て
研
究
者
の
知
的
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
特
定
の
悶
来
律
の

後
伎
を
措
定
す
る
こ
と
は
存
在
論
お
よ
び
認
識
論
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
立
場
の
選
択
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
権
力
/
知
の
内
側
に
あ

る
こ
と
を
~
改
吟
味
し
て
い
る
。

(
新
)
現
実
主
義
は
「
国
際
政
治
」
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
お
よ
び
ル
!
ル
を
恋
意
的
に
措
定
し
、

ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
と

い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
権
力
関
係
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
う
え
で
、
撹
乱
要
因
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
権
力
と
知
と
い
う
二
つ
の
領

域
に
ま
た
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
子
段
を
駆
使
し
て
、
異
化
お
よ
び
排
除
す
る
。
「
国
際
政
治
は
悶
家
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
権
力
政
治

の
庶
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
学
問
と
し
て
の
悶
際
関
係
論
の
目
的
で
あ
る
」
と
い
う
現
実
主
義
の
一
般
的
な
主

張
そ
の
も
の
が
、
権
力
効
果
の
表
象
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
微
視
的
権
力
の
侵
蝕
作
用
は
現
実
主
義
に
の
み
限
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
実
証
、
長
義
国
際
関
係
理
論
全
般
の
問
題
で
も
あ
る
心

そ
し
て
、
間
際
関
係
閣
明
論
に
お
け
る
権
均
/
知
の
問
題
は
、
新
・
自
由
制
度
主
義
に
も
顕
著
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
新
自
由
制
度

主
義
の
基
本
構
造
は
、
ま
ず
理
論
的
所
与
と
し
て
国
際
政
治
が
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
こ
と
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
を
批
判
し
、
同

国
際
関
係
理
ぬ
の
認
識
論
的
転
問
(
二
)
(
南
山

1
4

、7LM

』
ノ
斗
ノ
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向
山
」

際
制
度
を
「
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
下
で
国
際
協
調
」
を
達
成
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
国
際
的
ア
ナ
ー
キ
ー
が
利
己

的
な
国
家
行
動
を
促
進
す
る
構
造
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
と
し
て
も
、
問
際
制
度
を
通
じ
て
国
家
間
の
利
害
対
立
を
調
整
し
、

合
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
継
続
的
な
国
家
間
協
調
の
達
成
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
新
自
由
制
度
主
義
者
の
基
本
的
な
立
場
で
あ

る。

一
九
九
0
年
代
前
半
の
新
現
実
主
義
・
新
自
出
、

Z
議
論
争
を
経
て
、
新
自
由
制
度
主
義
は
「
ネ
オ
・
ネ
オ
総
合

Q
Z

-
凶
}

zoogzgωu刊
誌
宮
回
目
印
)
」
あ
る
い
は
「
新
功
利
主
義

(Zgt己
出
宮
江

mg山
田
容
)
」
と
い
う
形
で
、
新
現
実
主
義
と
の
疎
論
的
収
紋
傾
向

ヨ
q
H
u
h
/
n
H
，、、

ド

ι川
ん
す

F
A
V
奇
異
ノ
‘
、

を
見
せ
る
。
新
自
由
制
度
主
義
の
総
帥
で
あ
る
ロ
パ

l
ト
・
コ
ヘ
イ
ン
は
、
当
初
か
ら
同
学
派
が
間
際
政
治
に
お
け
る
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー

と
問
家
中
心
仮
定
を
ぷ
認
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
論
争
の
収
紋
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も

l
f
 

と
両
者
の
問
に
は
「
構
造
論
」
と
「
過
程
論
」
と
い
う
役
割
分
担
が
成
立
し
て
お
り
、
新
現
実
主
義
と
新
自
由
制
度
主
義
の
論
争
も
実
質

の
伴
わ
な
い
「
控
迭
さ
れ
た
論
争
(
昨
日
話
各
ω百円

r
g宮
こ
に
過
ぎ
な
い
、
新
自
由
制
度
主
義
は
「
洗
練
さ
れ
た
」
新
現
実
主
義
の
別

名
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
決
し
て
少
な
く
な

こ
の
こ
と
は
、
新
現
実
主
義
と
新
自
由
制
度
主
義
の
論
争
に
お
い
て
最
も
主
要
な
争
点
を
構
成
す
る
「
絶
対
利
得
・
相
対
利
得
論
争

(各国。

z
g
S
2
E罫
話
宮
古
田
島
各
阜
の
こ
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
煙
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
論
争
は
「
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー

が
行
為
、
主
体
と
し
て
の
同
家
の
選
好
(
匂
諸
問
。

2
2巴
を
ど
の
よ
う
に
制
約
す
る
か
」
と
い
う
問
題
設
定
に
対
す
る
解
答
と
し
て
、

し、

か

に
し
て
よ
り
妥
当
な
理
論
仮
説
を
提
示
す
る
か
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
争
点
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
自
由
制
度
主
義
が
提
起

し
た
仮
説
は
「
悶
家
は
自
ら
の
絶
対
利
得
の
極
大
化
を
求
め
て
行
動
す
る
合
理
的
エ
ゴ
イ
ス
ト

(gtgm岡山
o
m
o
E
)
で
あ
り
、
ゆ
え
に

国
際
的
ア
ナ
ー
キ
ー
の
下
で
も
国
家
間
協
調
は
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
新
現
実
主
義
に
お
け
る
そ
れ
は
、



「
国
家
は
自
ら
の
相
対
利
得
の
最
大
化
を
求
め
て
行
動
す
る
防
御
的
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
(
号
砂
宮
守
の
吉
田
庄

gm長
田
什
)

れ
ゆ
え
国
際
的
ア
ナ
ー
キ
ー
構
造
下
に
お
け
る
国
家
間
協
調
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

で
あ
り
、
そ

双
方
の
理
論
的
立
場
は
表
面
上
対
立
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
軍
備
競
争
等
の

特
定
領
域
に
お
い
て
、
国
家
が
相
対
利
得
の
最
大
化
を
企
閲
し
て
行
動
す
る
可
能
性
を
認
め
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
も
、
い
か
な
る
場

合
に
お
い
て
も
、
国
家
は
常
に
相
対
利
得
に
依
拠
し
て
行
動
す
る
と
言
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
は
ど
ち
ら
を
、
期
収

論
の
「
思
い
核
」
あ
る
い
は
補
助
仮
説
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
新
自
由
制
度
主
義
も
新
現
実
主

義
も
、
補
助
仮
説
を
通
じ
て
、
変
別
事
例
へ
の
有
効
な
対
処
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
自
ら
が
主
張
す
る
理
論
的
上
の
「
堅
い
核
」
を

擁
護
す
る
こ
と
が
当
該
論
争
の
基
本
的
な
特
鍛
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
争
の
構
造
そ
の
も
の
は
、
第
二
章
で
論
じ
た
、
科
学
的

リ
サ
ー
チ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
反
駁
可
能
な
」
防
御
帯
の
修
正
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

要
約
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
間
際
関
係
に
お
け
る
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
は
、
行
為
主
体
あ
る
い
は
構
成
単
位
(
区
白
色

で
あ
る
主
権
問

家
に
対
し
て
、
権
力
政
治
と
い
う
現
状
認
識
を
、
生
存
の
た
め
の
ル

i
ル
と
し
て
い
恒
常
的
に
強
制
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
的
ア
ナ

1

キ
!
の
属
性
を
、
も
っ
ぱ
ら
軍
事
力
を
中
心
と
す
る
物
質
的
な
能
力
配
分
の
観
点
か
ら
、
国
家
行
動
に
対
す
る
絶
対
的
な
制
約
条
件
と
し

て
捉
え
る
の
が
新
現
実
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
構
造
的
制
約
条
件
下
に
お
い
て
も
、
主
体
と
し
て
の
国
家
は
、
・
中
長

期
的
な
観
点
か
ら
自
ら
の
利
益
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
国
際
制
度
を
通
じ
た
国
家
間
協
調
、

あ
る
い
は
規
範
的
な
国
際
政
策
の
展
開
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
が
、
新
自
由
制
度
主
義
者
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の

去
は
、
凶
家
主
体
が
、
心
当
該
問
題
が
「
国
益
」
に
と
っ
て
死
活
的
な
も
の
か
否
か
と
い
う
判
断
に
応
じ
て
、
ケ
ー
ス
・
パ
イ
・
ケ
l
ス
で

使
い
分
け
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

間
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
問
(
二
)
(
南
山
)

伊七
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七

町
山
↑

両
苦
の
収
数
過
程
を
「
新
功
利
主
義
」
と
し
て
批
判
す
る
ぬ
者
の
多
く
は
、
伝
統
的
自
由
主
義
の
伝
場
か
ら
、
つ
H
市
川
、
正
義
の
現
実
、
正

義
化
」
を
批
判
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主
に
倒
人
の
白
市
お
よ
び
権
利
の
擁
護
と
い
う
近
代
市
民
社
会
人
畑
的
な
視
座
か
ら

展
開
さ
れ
る
批
判
で
あ
り
、
過
度
の
悶
家
中
心
主
義
へ
の
接
近
を
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、
自
巾
問
主
義
の
間
際
関
係
用
論
へ
の
適
用
方
法
を
問
題

化
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
っ

し
か
し
な
が
ら
、
権
力
/
知
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
新
現
実
主
義
・
新
自
由
主
義
総
合
に
は
、
よ
り
接
雑
な
問
題
が
合
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
通
常
な
さ
れ
る
批
判
と
は
異
な
り
、
現
実
主
義
よ
り
も
自
由
主
義
の
例
に
よ
り
多
く
起
凶
す
る
問
題
で
あ
る
。
本
質
主
義

と
認
識
論
的
現
実
主
義
と
い
う
メ
タ
理
論
構
造
な
ら
び
に
、
同
家
中
心
主
義
と
実
証
主
義
と
い
う
日
間
際
関
係
線
論
と
し
て
の
恭
本
構
造
を

共
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
両
者
に
酬
明
論
的
分
岐
を
も
た
‘
り
し
て
い
る
も
の
は
何
か
c

構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
が
も
た
ら
す
恒
常
的
な
「
国
家
安
全
保
障
」
の
欠
乏
を
同
際
関
係
の
「
知
」
と
し
て
体
系
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
新
)
現
実
主
義
は
白
川
ら
を
真
理
の
体
制
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
に
概
ね
成
功
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
に
冷
戦
構
造
の
崩
壊
以
降
、

役
界
経
済
、
地
球
環
境
、
安
全
保
障
と
い
ワ
た
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
グ
ロ
!
パ
リ
ゼ
!
シ
ヨ
ン
の
進
展
は
新
現
実
主
義
の
説
明
力

を
硲
実
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
以
下
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
は
、
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
リ
ア
・

シ
ス
テ
ム
が
近
代
以
降
経
験
す
る
、
未
曾
有
の
撹
乱
要
凶
で
あ
り
、
そ
れ
が
間
際
制
度
や
間
際
レ
ジ
ー
ム
に
依
拠
し
た
間
際
協
調
を
促
す

圧
力
と
し
て
作
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

国
跨
金
融
市
場
の
安
定
や
地
球
温
暖
化
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
諸
問
題
の
解
決
に
は
、
一
短
期
的
な
倒
別
利
益
よ
り
中
長
期
的
な
観
点

か
ら
全
体
利
益
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
必
要
に
な
る
。
実
効
性
の
あ
る
問
題
解
決
に
は
、
参
加
の
仕
万
に
程
度
の
違
い
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
メ
ン
バ
ー
全
体
の
合
意
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
物
質
的
な
力
の
配
分
構
造
よ
り
も
、
国
家
主
体
の
利
害
認
識
に
依
拠



し
た
間
際
的
な
制
度
・
レ
ジ
ー
ム
を
通
じ
て
合
理
的
な
問
題
解
決
を
問
る
こ
と
が
、
個
別
利
益
の
観
点
を
含
め
、
最
も
賢
明
な
選
択
肢
を

提
供
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
領
域
に
お
い
て
分
権
構
造
に
依
拠
し
た
相
対
利
得
関
係
と
い
う
視

角
は
、
政
業
実
行
に
際
し
て
の
利
誌
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
決
定
を
、
各
問
家
主
体
が
い
か
に
し
て
自
己
に
・
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
す
る

か
と
い
う
限
定
的
な
意
味
し
か
持
ち
得
な
い

U

少
な
く
と
も
そ
れ
は
制
度
的
関
際
協
調
に
と
っ
て

a

義
的
な
問
題
で
は
な
い
c

「
そ
れ
は
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
の
撲
な
る
「
過
程
」
の
問
題
で
あ
り
、
新
現
実
主
義
は
同
際
シ
ス
テ
ム
・
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
構
造
的
に
発

生
す
る
現
象
間
の
悶
果
関
係
を
容
観
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
理
論
で
あ
る
」
と
い
う
新
現
実
主
義
者
の
常
去
旬
を
こ
こ
で
繰

り
返
し
た
と
し
て
も
、
グ
ロ
!
パ
リ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
が
拡
大
し
、
制
度
的
国
際
協
調
が
問
題
を
合
み
な
が
ら
も
陵
盛
を
秘
め
る
冷
戦
後
胤
限
界

に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
-
体
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
同
際
シ
ス
テ
ム
の
構
造
と
は
、
究
桜

的
に
は
歴
史
循
環
論
と
い
う
存
在
論
的
な
主
張
を
受
け
入
れ
る
か
百
か
と
い
う
選
択
の
問
題
で
ふ
り
、
少
な
く
と
も
、
冷
戦
の
終
認
を
関

際
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
動
と
し
て
拭
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
冷
戦
後
の
位
以
川
に
お
い
て
仰
が

「
構
造
」

で
あ
り
何
人
が

で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
に
早
計
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い

冷
戦
構
造
の
崩
壊
と
グ
ロ

1
パ
リ
ゼ

i
シ
ヨ
ン
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
(
新
)
現
実
主
義
が
提
一
ぷ
し
続
け
て
き
た
凶
際
政
治
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
凶
際
政
治
の
特
認
の
一
部
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
持
遍
的
な
シ
ス
テ
ム
構
造
を
滋
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
織
が
一
般
化

す
る

ν

そ
し
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
九
八
刻
一
の
体
制
と
し
て
の
新
現
実
「
一
~
義
は
大
き
く
動
揺
す
る
と
同
時
に
、
権
力
/
知
に
関
し
て
戦

略
的
な
見
臨
し
を
迫
る
こ
と
に
な
る
つ
新
誠
実
、
正
義
と
い
う
「
知
」
の
体
系
の
〈
ゲ
モ
ニ

i
の
源
泉
は
、
「
間
際
シ
ス
テ
ム
は
構
造
的
に

ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
「
脅
し
」
の
体
系
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
、
凶
際
政
治
上
の
具
現
と
し
て
問
、
王
観
的
に
承
認

さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

j市

現
実
主
義
は
権

h
政
治
と
い
う
ゲ

i
ム
の
ル

i
ル
と
、
よ
権
凶
家
と
い

国
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
間
六
一
)
(
市
山
)

じ
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日じ
れi

う
松
川
越
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ツ
プ
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
核
と
な
る
価
値
規
範
が
動
揺
す
れ
ば
、
そ

の
権

h
は
当
然
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
c

ブ

i
コ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
権
力
/
知
/
主
体
が
常
に
三
位
一
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
必
然
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
新
現
実
主
義
は
自
ら
の
権
力
を
再
構
築
す
る
た
め
に
、
新
自
由
制
度
主
義
と
の
附
化
と
い
う
手
段
を
選
択
す
る
。
既
述

し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
両
者
の
差
異
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
同
家
、
王
体
の
自
律
性
に
最
小
限
の
修
正
を
施
し
、
「
構
造
」
と
「
過

程
」
あ
る
い
は
別
論
の
「
囲
い
核
」
と
補
助
仮
説
と
い
っ
た
種
々
の
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
上
の
境
界
線
の
厳
惚
向
性
を
緩
和
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

‘
方
で
体
系
性
や
演
緯
性
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
基
本
仮
定
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
間
際
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
動
に

対
す
る
理
論
的
妥
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
新
)
現
実
主
義
は
、
幾
度
か
の
修
正
を
受
け
な
が
ら
も
、
国
際
関
係
の
領
域
に
お
い
て
、
規
律
H
訓
練
権
力
が
権
力
関
係
の
効
率
化

を
凶
る
際
に
使
用
さ
れ
る
コ

l
ド
と
し
て
機
能
し
て
き
た
。
コ
ー
ド
の
利
用
効
率
が
劣
化
す
れ
ば
(
理
論
と
し
て
の
説
明
力
が
低
下
す
れ

ば
)
、
権
力
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
低
ド
は
必
歪
で
あ
る
ο

そ
の
回
復
の
た
め
に
、

コ
ー
ド
そ
の
も
の
を
交
換
あ
る
い
は
補
強
す
る
と
い
う
作

業
は
秘
め
て
合
理
的
な
選
択
肢
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
新
現
実
主
義
・
新
自
由
主
義
総
合
は
、
規
律
H
訓
練

権
力
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
る
戦
略
行
為
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

新
現
実
、
モ
義
と
新
自
由
制
度
主
義
の
結
合
の
影
響
は
、
さ
ら
に
国
際
関
係
理
論
の
規
範
構
造
に
ま
で
及
ん
で
い
く
。
社
会
科
学
理
論
の

内
部
に
は
常
に
倫
理
的
な
決
断
が
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、

い
か
な
る
理
論
的
立
場
を
選
択
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
全
く
自

由
な
価
値
中
立
的
な
空
間
な
ど
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
新
現
実
主
義
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
規
範
構
造
を

構
成
し
て
い
る
価
値
認
識
が
、
ホ
ッ
プ
ズ
的
な
世
界
観
お
よ
び
主
体
観
で
あ
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
現
実
主
義
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は



な
い
。
両
者
の
違
い
は
あ
く
ま
で
も
帰
納
と
演
綴
と
い
う
論
環
構
造
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
規
範
構
造
と
は
直
接
的
に
は
無
関

係
で
あ
る
と
い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ

1
ソ
ン
ズ

(斗包
S
R
M
M母
国
。

E)
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
プ
ズ
的
な
自
然
状
態
に
お
い
て
分
断
さ
れ
た
主
体
は
、
自
ら

の
目
的
合
理
性
(
古
口
召

oag'g色
。
口
問
存
可
)
あ
る
い
は
技
術
的
合
拠
性

(
g
n
F
E
Sご
己
目
。
口
氏
広
三
に
し
た
が
っ
て
、
各
々
利
己
的

に
行
動
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
秩
序
の
形
成
は

と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
構
造
的
ア
ナ
!
キ
!
の
ド
で
の
凶
家
主
体
に
と
っ
て
自
ら
の
生
存
な
ら
び
に
間
援
に
資
す
る
行
動
を
常
に
最
優
先

(
物
質
的
な
)
権
力
、
即
ち
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
へ
の
依
存
を
通
じ
て
の
み
達
成
さ
れ
る
こ

す
る
こ
と
が
行
為
規
範
に
適
う
も
の
と
な
る
。
国
際
的
な
権
力
、
ゲ

i
ム
に
お
い
て
、

い
か
な
る
子
段
を
鈍
っ
て
も
安
全
保
障
と
同
益
の
最

大
化
を
関
る
こ
と
が
、
(
新
)
現
実
主
義
に
お
け
る
日
的
合
細
川
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
同
家
主
体
に
と
っ
て
規
範
的
妥
当
要
求
守
中

戸
時
門

rqn-包
思
由
民
ロ

2
5由
)
は
権
力
関
係
の
外
部
構
造
あ
る
い
は
a
J義
的
な
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
的
秩
序
形
成
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
解
決
議
に
対
し
て
、
パ

1
ソ
ン
ズ
は
ロ
ッ
ク
の
実
践
的
合
理
性
(
胃
忠
平

の
概
念
を
対
峠
さ
せ
、
異
議
を
暇
え
る
の
な
ぜ
な
ら
権
力
に
の
み
依
存
し
た
社
会
秩
序
の
維
持
は
、
規
範
的
妥
当
性

ロ
即
日
吋
出
尽
。
ロ
知
己
什
凶
刊
)

を
獲
得
し
て
初
め
て
持
続
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
c

主
体
が
本
来
的
に
持
つ
合
瑚
性
は
決
し
て
目
的
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
が
狭
義
の
合
理
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
よ
り
「
広
義
化
(
∞
可
Z
n
y
こ
さ
れ
た
九
日
開
性
を
意
味
す
る
の
が
実
践
的
合
開
性

で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
の
自
然
状
態
は
、

自
然
法
が
問
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
後
に
想
定
さ
れ
る
空
間
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
日
的
合

理
性
の
追
求
は
、
平
等
な
相
互
義
務
の
原
則
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
権
力
に
の
み
依
存
す
る

社
会
秩
序
を
越
え
て
、
全
体
利
話
と
い
う
観
点
か
ら
規
範
的
な
妥
当
性
を
備
え
た
社
会
秩
序
の
形
成
が
可
能
と
な
る
、

つ
ま
り
(
少
な
く
と
も
持
続
的
で
安
定
的
な
)
社
会
秩
序
を
実
現
す
る
た
め
に
は
規
範
的
な
妥
当
性
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不

国
際
関
係
閣
収
論
の
認
識
論
的
転
問
(
一
一
)
(
南
山

じ
ti: 
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ハ

可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
主
体
が
自
然
法
的
な
冗
忠
性
を
問
主
観
的
に
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
ホ
ツ

ブ
ズ
的
自
然
状
態
と

M
的
合
理
性
の
追
求
の
組
み
合
わ
せ
が
も
た
ら
す
権
力
的
な
秩
序
形
成
を
、
ム
口
調
性
の
意
味
を
拡
践
す
る
こ
と
で
、

規
範
的
安
中
i
性
に
適
う
も
の
、
主
体
の
道
徳
的
判
断
の
余
地
の
あ
る
も
の
へ
と
い
転
換
さ
せ
る
。
換
註
す
れ
ば
、
主
体
の
属
性
に
関
す
る
仮

定
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
決
定
項
で
あ
っ
た
構
造
盟
関
を
主
体
の
逃
徳
的
選
択
に
付
随
す
る
制
約
条
件
へ
と
読
み
終
え
た
の
で
あ
る
〕

そ
し
て
そ
れ
は
新
白
山
制
度
、
仁
義
に
お
け
る
規
範
構
造
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。
新
現
実
主
義
布
が
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
が
川
門
家
、
下
山

体
の
行
動
に
課
す
制
約
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
‘
切
の
規
範
的
妥
当
性
に
優
先
-
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
新
白
山
制
度
主

義
品
約
は
、
そ
れ
を
規
範
的
安
心
v
j
性
要
求
を
貫
徹
す
る
際
に
克
服
す
べ
き
制
約
条
件
と
考
え
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
は
、

あ
く
ま
で
主
体
の
側
の
規
範
的
妥
ペ
性
要
求
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
考
量
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
規
範
構
造
仁
の
制
約
は

相
対
的
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
新
現
実
主
義
者
に
と
っ
て
の
構
造
的
ア
ナ
l
キ
i
が
、
規
範
的
妥
当
性
要
求
を
構
造
的
に
排
除
す
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
自
由
制
度
主
義
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、
規
範
的
妥
当
性
要
求
と
い
う
議
級
手
続
に
付
さ
れ
た
後
の
結
来
を

立
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
新
現
実
主
義
に
対
す
る
批
判
が
、
そ
の
非
道
徳
性
あ
る
い
は
国
際
規
範
の
不
在
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

新
自
由
制
度
主
義
に
対
す
る
そ
れ
は
、
予
め
措
定
さ
れ
た
、
近
代
市
民
社
会
論
的
な
規
範
コ
!
ド
に
対
し
て
出
家
主
体
の
行
動
が
適
合
し

て
い
る
か
百
か
と
い
う
検
証
の
対
象
と
な
る
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
新
自
由
制
度
主
義
に
お
け
る
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
は
、
既
述
し
た
ロ
ツ

ク
的
な
梶
山
照
か
ら
、
規
範
的
妥
当
性
に
関
す
る
審
級
過
程
を
通
過
し
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
種
の
「
検
印
済
み
」
の
刻
印
を
い
hy
え
ら
れ
た

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
規
範
構
造
上
新
自
自
制
度
主
義
に
、
全
く
問
題
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ネ
オ
リ
ア
リ



ズ
が
規
範
構
造
を
物
質
構
造
に
対
し
て
完
全
に
外
部
化
あ
る
い
は
従
属
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
誤
謬
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、

新
白
山
制
度
主
義
者
は
規
範
構
造
と
物
質
構
造
を
合
理
的
に
配
置
し
直
し
、
(
戦
間
期
の
理
想
主
義
者
や
新
現
実
主
義
者
の
よ
う
に
)
「
煙

惣
」
と
「
現
実
」
の
《
方
の
過
剰
に
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
国
際
関
係
理
論
の
構
築
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
新
現
実
主
義
と
新
自
由
制
度
主
義
の
論
理
構
造
の
共
有
と
規
範
構
造
の
差
異
は
、
間
際
関
孫
斑
論
と
し
て
、

い
か
な
る
意
味
を
持

ち
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
自
由
制
度
主
義
に
と
っ
て
の
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
は
「
規
範
化
さ
れ
た
ア
ナ
ー
キ
ー
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
相
対
化
さ
れ
た
ア
ナ
ー
キ
ー
」
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
規
範
的
妥
当
要
求
と
い
う
手
続
き
を
通
過
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
造
的
制
約
肉
体
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
っ
た
の
と
は
う
ら
は
ら
に
、

ア
ナ
ー
キ
ー
が
物
質
構
造
と
規
範
構
造
の
両
耐

か
ら
合
理
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
国
際
愉
理
の
欠
如
と
い
う
新
現
実
主
義
の
構
造
的
欠
陥
を
、
そ
の
基
本
仮
定
に
修
正

を
絡
す
こ
と
な
く
、
相
殺
す
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
こ
こ
で
新
自
由
制
度
主
義
は
、
巧
妙
に
自
ら
の
規
範
構
造
の
強
化
を
凶
る
の
ま
ず
絶
対
利
得
に
依
拠
し
た
国
家
行
動
と
い
う

視
角
の
有
効
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
が
凶
家
主
体
に
強
制
す
る
非
道
義
性
の
意
味
を
綾
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
凶
際
政
治
に
お
け
る
普
遍
的
な
現
象
で
は
な
く
、
相
対
利
得
が
国
家
行
動
の
決
定
要
閣
に
な
る

事
例
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
ぞ
れ
も
凶
際
制
度
・
レ
ジ
ー
ム
等
の
利
害
の
合
理
化
過
程
を
通
じ
て
、
中
長
期
的
な
利
害
関
係
の
安
定

化
に
は
、
規
範
的
妥
当
性
要
求
に
一
定
程
度
応
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
改
善
可
能
で
あ
る
と
考

え
る
。新

白
山
制
度
主
義
の
基
本
戦
略
が
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
仮
定
を
維
持
し
な
が
ら
、
出
家
主
体
の
属
性
に
関
す
る
仮
定
を
修
正
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
〈
新
現
公
式
主
義
で
は
百
山
心
さ
れ
て
い
た
)
国
家
間
協
調
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
述
し
た
が
、

凶
際
関
係
埋
論
の
認
識
論
的
転
問
(
品
二
へ
南
山

ト
ぃ
レ
」
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ぞ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
民
主
的
平
和

(
U
o
g。
q
E
W
P
M
2
0
)
」

へ
と
連
動
す
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
民
主
的
平
和
論
の
基
本
命
題
は
、

「
民
主
主
義
国
家
向
士
の
二
間
間
関
係
(
身
主
)

は
、
民
主
主
義
凶
家
と
非
民
主
主
義
国
家
お
よ
び
非
民
主
主
義
国
家
同
士
の
関
係
に

比
べ
て
、
戦
争
の
蓋
然
性
が
低
く
、
そ
し
て
(
そ
の
政
策
的
イ
ン
ブ
リ
ケ

1
シ
ヨ
ン
と
し
て
)
非
民
主
主
義
同
家
の
民
主
化
を
促
進
す
る

こ
と
が
国
際
秩
序
の
安
定
化
を
促
進
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
二
点
に
お
い
て
新
自
由
制
度
主
義
を
強
化
す
る
。

に
、
新
自
由
制
度
主
義
が
規
範
的
妥
当
性
に
依
拠
し
た
中
長
期
的
な
絶
対
利
得
関
係
の
安
定
化
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、

第
民
主
的
平
和
論
は
西
欧
流
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
行
為
規
範
と
し
て
設
定
し
、
全
て
の
関
家
主
体
を
こ
れ
に
適
応
す
る
よ
う
に

馴
致
・
規
格
化
す
る
。

つ
ま
り
、
民
主
的
平
和
論
は
、
新
自
由
制
度
主
義
が
理
論
的
な
与
件
と
し
て
き
た
規
範
的
妥
当
性
と
合
理
的
な
凶

家
主
体
の
創
出
過
程
を
分
析
の
対
象
と
し
た
、
基
礎
理
論
と
し
て
位
罷
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

新
山
由
制
度
主
義
の
理
論
仮
説
の
有
効
性
は
-
段
と
強
化
さ
れ
る
。

第
二
に
、
民
主
的
平
和
論
は
、
途
L
L
国
を
中
心
と
す
る
紛
争
地
域
と
は
区
別
さ
れ
た
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
恭
づ
く
先
進
工

業
凶
小
心
の
「
一
平
和
国
(
N
O
口
。
民
間
活
虫
色
」
を
構
想
し
、
こ
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
際
秩
序
の
安
定
化
を
関
る
。
こ
の
こ

と
は
、
新
現
実
主
義
が
想
定
し
て
い
た
、
権
均
政
治
と
相
対
利
得
の
追
求
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
非
合
理
的
な
領
域
の
縮
減
を
意
味

す
る
。
そ
れ
は
、
同
家
、
正
体
の
規
範
的
な
馬
性
の
変
化
が
国
際
シ
ス
テ
ム
構
造
を
変
質
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
国
際
関
係
理
論
に
お
け

る
第
二
イ
メ
ー
ジ
か
ら
第
三
イ
メ
ー
ジ
へ
の
逆
流
現
象
を
意
味
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
レ
ヴ
ェ
ル
分
析
」
を
越
え
た
問
題
で
あ
る
。

た
だ
し
、
決
し
て
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
以
上
の
点
が
、
(
新
)
現
実
主
義
そ
の
も
の
の
青
山
必
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
全
て
は
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
一
連
の
諸
仮
定
と
の
併
存
を
前
提
と
し
て
お
り
、
別
の
見
方
を
す

れ
ば
、
(
新
)
現
実
主
義
を
倫
理
的
な
欠
陥
を
補
完
す
る
た
め
の
緩
衝
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。



冷
戦
後
の
新
自
由
制
度
主
義
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
争
に
は
、
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
権
力
/
知
の
問
題
が
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。

冷
戦
構
造
の
崩
壊
が
、
そ
れ
に
過
度
に
依
存
し
て
き
た
新
現
実
主
義
の
動
揺
を
招
来
す
る
。
次
に
、
そ
の
こ
と
が
伝
統
的
に
対
立
関
係
に

あ
っ
た
現
実
主
義
と
自
由
主
義
の
関
係
に
対
す
る
同
化
圧
力
と
し
て
働
き
、
両
者
は
表
面
上
の
対
立
関
係
を
演
じ
な
が
ら
、
最
大
限
の
接

近
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
出
際
シ
ス
テ
ム
構
造
と
国
家
主
体
、
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る
物
質
構
造
と
規
範
構
造
の
パ

ラ
ン
ス
を
鼻
持
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
補
完
関
係
を
成
立
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
万
で
、
両
者
は
存
在
論
的
本
質
主
義
と
認

識
論
的
現
実
主
義
と
い
う
実
証
主
義
の
原
則
を
共
有
し
、
国
家
中
心
主
義
と
い
う
伝
統
的
な
国
際
関
係
理
論
の
基
本
構
造
を
踏
襲
し
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
、
新
自
由
制
度
主
義
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
国
家
/
非
国
家
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
が
維
持
さ
れ
る
c

そ
こ

で
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
主
体
の
構
成
が
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
一
切
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
新
自
由
制
度
主
義
に
依
拠
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
レ
ジ
ー
ム
を
通
じ
た
国
家
間
協
調
以
外
に
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
と

い
う
「
脅
し
」
の
体
系
か
ら
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
民
主
主
義
国
家
と
い
う
「
規
格
」
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
平
和
へ
の
道
で
あ
る
と
い
う
牧
人
H

司
祭
型
権
力
の
論
理
が
働
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
新
自
由
制
度
主
義
で
い
う
悶
際

制
度
及
び
レ
ジ
ー
ム
は
、
構
造
的
ア
ナ
ー
キ
ー
か
ら
の
救
済
を
実
行
す
る
た
め
に
、
規
格
化
と
主
体
化
を
強
制
す
る
パ
ノ
プ
テ
イ
コ
ン
と

し
て
機
能
す
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
、
グ
ロ

i
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
の
拡
大
す
る
世
界
に
お
い
て
、
国
際
関
係
理
論
の
課
題
は
複
雑
多
岐
に
渡
っ
て
い
る

同
際
関
係
理
論
の
認
識
論
的
転
同
(
一
一
)
(
南
山

七
九
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が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
を
選
択
す
る
に
し
て
も
、
認
識
論
的
基
盤
の
再
検
討
作
業
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
認
識
論
を
問
う

と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
が
依
拠
す
る
規
続
、
存
荘
論
、
方
法
論
の
選
択
と
い
っ
た
思
考
過
程
全
般
と
不
吋
分
の
関
揺
に
あ
り
、
決
し
て
単

独
で
扱
え
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

「
冷
戦
の
科
学
」
と
い
、
つ
表
現
は
、
ア
メ
リ
カ
山
中
心
の
同
際
関
係
論
の
特
質
を
批
判
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
植
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、

多
く
の
場
合
、
社
会
科
学
の
本
質
は
普
遍
的
真
理
の
探
究
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
国
際
関
係
論
は
権
力
か
ら
の
影
響
を
受
け
易
く
、
社
会

科
学
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
は
逸
脱
し
た
学
問
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
科
学
が
社
会
現
象
の
容

観
的
記
述
、
説
明
、
理
解
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
論
理
的
批
判
よ
り
も
、
同
際
関
係
論
が
な
ぜ
「
冷
戦
の
科

山
口
と
と
し
て
成
立
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
い
か
な
る
過
程
を
経
て
発
燥
し
た
の
か
を
問
い
、
当
該
分
野
に
お
け
る
科
学
の
論
理
と
権

力
の
論
理
の
相
関
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
重
点
が
霞
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
つ

し
た
が
っ
て
、
同
際
関
係
論
に
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
、
冷
戦
構
造
と
い
う
同
際
政
治
の
「
現
実
」
を
検
証
す
る
こ
と
と
同
時
に
、

凶
際
関
係
論
と
い
う
忠
考
体
系
そ
の
も
の
の
存
立
構
造
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
あ
る
い
は
学
問
と
い
う
営
為
が
様
々
な
形

で
綬
史
的
、
社
会
的
圧
力
に
附
さ
れ
な
が
ら
強
践
し
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
人
間
が
社
会
的
な
動
物
で
あ
る
以
上
、
完
全

な
「
主
観
」
も
「
客
観
」
も
あ
り
伴
な
い
。
現
実
に
存
在
す
る
の
は
、
「
問
主
観
的
構
成
」
と
い
う
領
野
の
中
で
、
特
定
の
「
知
」
の
体

系
が
社
会
的
真
理
と
し
て
承
認
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
「
知
」
は
特
殊
個
別
な
も
の
に
分
類
さ
れ
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
存
在
自

体
を
γ
h
M
A

返
さ
れ
る
と
い
う
知
識
構
造
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
な
「
知
」
の
生
成
シ
ス
テ
ム
に
最
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
が
、

詳
述
し
た
権
力
関
係
な
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
述
べ
る
が
、
「
知
」
の
生
成
と
権
力
関
係
を
関
係
づ
け
る
日
的
は
決
し
て
一
切
の
普
遍
的
価
値
を
否
定
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン



流
の
相
対
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
「
真
理
」
を
絶
対
化
、
あ
る
い
は
所
年
と
す
る
こ
と
な
く
、
「
知
」
の
生

成
過
寝
で
働
く
様
々
な
力
を
見
抜
め
、
特
定
の
「
知
」
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
、
即
ち
批
判
的
「
知
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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民
、
主
的
平
和
論
は
経
済
格
諜
と
民
主
主
義
の
関
連
を
斡
悦
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
通
常
「
成
熟
し
た
」
氏
忠
良
義
胤
家
の
多
く
は
先
進
工

業
闘
で
あ
り
、
非
民
主
主
義
悶
が
途
上
国
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
九
五
く
長
場
は
異
な
る
が
以
下
が
参

考
に
な
る
。
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佐
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九
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ル
分
析
は
、
間
際
関
係
理
論
に
お
い
て
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
磁
か
に
、
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
を
設
定

す
る
こ
と
は
科
学
的
思
考
に
お
い
て
、
緩
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
る
c

し
か
し
な
が
ら
他
方
、
理
論
的
妥
当
性
と
い
う
側
樹
に
お
い
て
、
悶

際
政
治
と
関
内
政
治
あ
る
い
は
構
造
・
主
体
と
い
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
相
互
没
透
が
進
ん
で
い
る
現
状
で
は
、
特
定
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
選

択
す
る
こ
と
に
は
、
あ
る
穣
の
政
治
的
効
果
が
付
随
す
る
こ
と
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。
冷
戦
後
の
閣
際
関
係
閣
椛
論
に
お
け
る
レ
ヴ
ェ
ル

分
析
問
題
に
つ
い
て
は
例
え
ば
以
下
を
参
照
。
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i
の
「
客
観
の
客
観
化

(
O
Z
2
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g氏。口。
S
2
g
e
」
と
い
う
概
念
も
同
様
の
問
題
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

科
学
認
識
の
客
観
性
を
問
お
う
と
す
る
場
合
、
通
常
認
識
主
体
と
し
て
の
観
察
者
の
「
主
観
性
」
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
限
り
、
科
学
認
識
の
存
観
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
観
察
者
の
「
長
観
性
」

の
再
構
造
化
が
必
要
と
な
る
。
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