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加
藤
弘
之
の
美
学

　

社
会
学
者
・
小
熊
英
二
は
、
対
談
集
『
真
剣
に
話
し

ま
し
ょ
う
』
の
な
か
で
、
物
書
き
の
資
質
、
あ
る
い
は

研
究
者
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。「
そ
の
作
品
を
作
る
過
程
で
著
者
自
身
が
変

化
し
て
い
っ
た
り
、
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
い
る
も
の

が
好
き
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
化
学
反
応
が
な
い
人

は
、
何
を
書
い
て
も
み
ん
な
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
」

﹇
小
熊2014 : 1 1

﹈。
こ
の
小
熊
の
発
言
に
対
し
て
、
世

の
書
物
が
、
ど
の
程
度
耐
え
う
る
の
か
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
、
加
藤
弘
之
氏
（
以
下
、
著
者
と
す
る
）

の
こ
れ
ま
で
の
研
究
業
績
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
多
く
の
化
学
反
応
を
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
む

し
ろ
著
者
の
研
究
ス
タ
イ
ル
に
触
れ
れ
ば
、
化
学
反
応

が
生
ま
れ
る
こ
と
は
必
然
だ
っ
た
と
さ
え
思
え
る
。

　

随
分
、
昔
の
こ
と
だ
が
、
著
者
か
ら
、
研
究
者
と
し

て
の
心
得
を
教
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
論
文
と
は
、
氷

山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た

時
で
あ
る
。
六
甲
台
の
中
華
料
理
屋
だ
っ
た
か
、
そ
れ

と
も
、
上
海
近
郊
農
村
に
お
け
る
調
査
後
の
宴
会
の
席

上
だ
っ
た
か
覚
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
真
意
は
、
研
究

成
果
を
世
に
問
う
た
め
に
は
、
書
物
を
貪
り
、
靴
底
を

す
り
減
ら
し
な
が
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
を
回
り
、「
氷
山
の
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一
角
」
の
数
十
倍
、
数
百
倍
も
の
「
氷
塊
」
を

海
中
に
し
っ
か
り
と
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
教
え
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
は
、
一
つ
の
前
提
に
過
ぎ
ず
、「
氷
山
の
一

角
」
は
、「
海
中
の
氷
塊
」
の
一
部
と
し
て
描

き
出
す
の
で
は
な
く
、「
昇
華
」
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
教
え
が
続
く
。

つ
ま
り
、「
一
角
」
と
は
、
日
々
の
努
力
を
小

出
し
に
発
表
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
と
い
う

戒
め
で
も
あ
る
。
そ
の
上
、
著
者
の
要
求
は
高

く
、
海
上
に
突
き
出
た
「
一
角
」
に
は
美
し

さ
が
求
め
ら
れ
る
。
著
者
は
、「
こ
の
表
面
は

ツ
ル
ン
と
し
た
美
し
い
三
角
錐
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
そ
の
手
で
小
さ
な
三
角
形
を
作

り
、
自
ら
の
美
学
を
私
の
前
で
実
演
し
て
み
せ

た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
氷
山
の
一
角
」
と

は
、「
海
中
の
氷
塊
」
の
内
部
で
幾
度
も
の
化

学
反
応
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美

し
く
輝
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
中
国
経
済
学
入
門
│
│
「
曖
昧
な
制
度
」
は

い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
』
に
つ
い
て
の
書

評
を
書
く
に
あ
た
り
、
著
者
の
研
究
ス
タ
イ

ル
、
あ
る
い
は
美
学
の
よ
う
な
も
の
が
、
自
然

と
頭
に
浮
か
ん
で
き
た
。
本
来
、
書
評
な
る

も
の
は
、「
氷
山
の
一
角
」
を
論
じ
れ
ば
充
分

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
書
が
、
著
者
の

過
去
の
研
究
成
果
と
太
い
糸
で
結
ば
れ
て
い

る
点
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
少
な

く
と
も
、『
中
国
の
経
済
発
展
と
市
場
化
│
│

改
革
・
開
放
時
代
の
検
証
』﹇
加
藤1997

﹈、

『
進
化
す
る
中
国
の
資
本
主
義
』﹇
加
藤
・
久
保

2009

﹈、「
移
行
期
中
国
の
経
済
制
度
と
「
包
」

の
倫
理
規
律
│
│
柏
祐
賢
の
再
発
見
」﹇
加
藤

2010

﹈、
そ
し
て
、
前
作
の
『「
曖
昧
な
制
度
」

と
し
て
の
中
国
型
資
本
主
義
』﹇
加
藤2013

﹈

を
読
み
返
せ
ば
、「
二
重
の
移
行
モ
デ
ル
」、

「
包
」（
請
負
い
を
指
す
）、「
曖
昧
な
制
度
」
と

い
う
連
続
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
発
見
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
キ
ー
ワ
ー

ド
の
概
念
は
、
時
間
の
経
緯
と
と
も
に
、
変
化

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、「
二

重
の
移
行
モ
デ
ル
」
を
示
す
図
解
も
、
そ
の
大

枠
は
変
わ
ら
な
い
が
、
付
随
す
る
語
句
の
説
明

は
微
妙
に
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
包
」
に

つ
い
て
も
、
当
初
は
、
そ
の
再
評
価
の
域
を
出

な
か
っ
た
も
の
が
、「
曖
昧
な
制
度
」
と
い
う

本
書
の
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
へ
と
「
昇
華
」
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
著

者
が
抱
く
「
海
中
の
氷
塊
」
の
な
か
で
生
ま
れ

た
化
学
反
応
の
結
果
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
私
は
、
著
者
の
化
学
反
応
が
、
す

べ
て
「
正
し
い
」
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
す
な
わ
ち
、
著
者
が
「
曖
昧
な
制
度
」
と
い

う
概
念
に
辿
り
着
く
ま
で
の
化
学
反
応
が
、
見

事
に
「
昇
華
」
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
少
な
く

と
も
著
者
の
「
海
中
の
氷
塊
」
に
忍
び
込
み
、

化
学
反
応
の
痕
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
検
証
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
よ
う
な
方
法
が
、
書
評
と
し
て
正
し
い
の
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
上
、
周
知
の
よ

う
に
著
者
・
加
藤
弘
之
は
、
す
で
に
こ
の
世
に

存
在
し
て
い
な
い
。
著
者
が
反
論
で
き
な
い
と

い
う
状
況
の
な
か
で
、
書
評
を
書
く
こ
と
、
と

く
に
批
判
点
を
展
開
す
る
こ
と
に
、
強
く
戸
惑

い
を
感
じ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
纏
わ
り
つ
く
雑
念
は
あ
え
て
払
い
の
け
、

以
下
、
批
判
点
を
中
心
に
書
評
を
綴
り
た
い
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
批
判
は
、
決
し
て
一
方
通

行
的
な
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
か
ら
く
私
自
身

が
す
べ
て
の
責
を
負
い
、
今
後
の
研
究
生
活
の

な
か
で
、
そ
の
解
決
に
向
け
て
必
ず
努
力
す

る
、と
い
う
決
意
を
こ
こ
に
留
め
て
お
き
た
い
。
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二
つ
の
主
張

　

本
書
は
、
基
礎
編
、
応
用
編
、
課
題
編
の
三

部
か
ら
な
る
。

　

第
一
部
の
基
礎
編
で
は
、
比
較
制
度
分
析
の

視
点
か
ら
、
制
度
と
は
何
か
と
い
う
著
者
の

見
解
が
示
さ
れ
た
上
で
、「
曖
昧
な
制
度
」
と

は
、「
曖
昧
さ
が
高
い
経
済
効
果
を
も
た
ら
さ

れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
中
国
独
自
の
制
度
」

﹇
加
藤2016 : 1 2

﹈
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

長
い
歴
史
的
伝
統
、
広
大
で
多
様
性
に
富
む
風

土
、
集
権
的
な
社
会
主
義
の
実
験
と
い
う
要
素

の
相
互
作
用
を
通
し
て
「
曖
昧
な
制
度
」
の
形

成
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
二
部
の
応
用
編
で
は
、「
曖
昧
な
制
度
」

が
特
徴
的
に
現
れ
て
い
る
土
地
の
集
団
所
有
、

市
場
競
争
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
混
合
所
有
企
業
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
、
中
国
式
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
対

外
援
助
な
ど
の
制
度
や
領
域
に
お
い
て
、「
曖

昧
な
制
度
」
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の

か
、
す
な
わ
ち
「
高
い
経
済
効
果
」
が
い
か
に

発
揮
さ
れ
て
い
る
の
か
が
検
証
さ
れ
る
。

　

第
三
部
の
課
題
編
で
は
、「
曖
昧
な
制
度
」

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
諸
問
題
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
腐
敗
問
題
が
指
摘
さ

れ
、「
曖
昧
な
制
度
」
を
前
提
と
す
る
限
り
成
長

と
腐
敗
の
並
存
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解

が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
は
、
格
差
問

題
に
対
し
て
、
ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
『
21
世
紀

の
資
本
』
を
参
照
に
し
な
が
ら
、
格
差
拡
大
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
対
応
策
が
議
論
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
構
成
の
下
、
著
者
は
、
本
書
に

お
い
て
主
に
次
の
よ
う
な
二
点
を
主
張
す
る
。

　

第
一
に
、
著
者
は
、「
曖
昧
な
制
度
」
か
ら

改
革
開
放
後
に
お
け
る
中
国
経
済
の
成
長
要
因

を
読
み
解
く
の
だ
が
、
中
核
を
な
し
て
い
る
の

は
、
柏
祐
賢
の
「
包
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

著
者
が
、
前
述
し
た
定
義
よ
り
も
厳
密
に
追
求

し
た
少
々
長
め
の
定
義
、
す
な
わ
ち
、「
高
い

不
確
実
性
に
対
処
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
の
分
散

化
を
は
か
り
つ
つ
、
個
人
の
活
動
の
自
由
度
を

最
大
限
に
高
め
、
そ
の
利
得
を
最
大
化
す
る
よ

う
に
設
計
さ
れ
た
中
国
独
自
の
ル
ー
ル
、
予

想
、
規
範
、
組
織
」﹇
加
藤2016 : 3 0

﹈
を
み

れ
ば
、「
包
」
と
の
関
連
性
を
容
易
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。「
不
確
実
性
」「
リ
ス
ク
の
分

散
化
」、
そ
し
て
「
自
由
」
と
は
、
柏
が
「
包
」

を
説
明
す
る
時
に
幾
度
も
利
用
し
た
概
念
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
著
者
は
、
柏
が
そ
れ

ほ
ど
重
視
し
な
か
っ
た
「
自
由
」
の
概
念
を
強

調
し
て
い
る
点
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
著
者
は
、「
包
」
を
再
発
見
し

た
当
初
、「
個
人
の
活
動
の
自
由
度
が
最
大
限

に
高
め
ら
れ
る
」
と
い
う
見
解
に
、
必
ず
し

も
辿
り
着
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
著
者

が
「
包
」
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
を
展
開
し
た

「
移
行
期
中
国
の
経
済
制
度
と
包
の
倫
理
規
律

│
│
柏
祐
賢
の
再
発
見
」
と
本
書
の
「
包
」
に

つ
い
て
の
記
述
﹇
加
藤2016 : 47 ‒51

﹈
を
比

べ
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者

の
論
文
に
お
い
て
、
著
者
は
、「
包
」
に
連
な

る
人
び
と
の
関
係
を
「
水
平
性
」
と
い
う
言
葉

で
表
す
。
こ
れ
は
、
柏
が
辿
り
着
け
な
か
っ
た

新
し
い
概
念
で
あ
り
、
著
者
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
「
包
」
の
再
評
価
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

「
包
」
に
よ
っ
て
連
な
る
人
び
と
の
状
態
を
「
重

層
性
」
と
い
う
柏
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す

る
。
つ
ま
り
、
著
者
は
、
人
び
と
の
関
係
性

を
、
一
方
で
は
「
自
由
」
の
概
念
へ
直
結
す

る
「
水
平
性
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
な
が
ら

も
、
他
方
に
お
い
て
「
上
下
関
係
」
を
彷
彿
さ

せ
る
「
重
層
性
」
と
い
う
言
葉
を
利
用
し
、
や
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や
整
合
性
に
欠
け
る
論
理
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
著
者
は
、
そ
の
後
、「
重
層
性
」

を
「
多
層
性
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
多
層
性
」
を
、「
包
」
の
実

情
を
参
照
に
す
る
よ
う
に
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の

上
下
に
積
み
重
な
っ
た
重
層
構
造
と
な
る
場
合

も
あ
る
が
、
上
下
左
右
に
重
な
り
合
い
、
相
互

に
入
れ
子
状
に
な
っ
た
構
造
を
形
成
す
る
場
合

が
多
い
」﹇
加
藤2016 : 5 0

﹈
と
し
、
こ
う
し

た
「
多
層
性
」
と
「
水
平
性
」
と
が
結
び
つ
き
、

「
上
下
の
命
令
関
係
や
下
請
け
関
係
と
は
異
な

る
対
等
・
平
等
な
人
間
関
係
」﹇
加
藤2016 : 

5 0

﹈
を
「
包
」
の
内
部
に
発
見
す
る
。
こ
の
よ

う
な
関
係
性
と
は
、「
個
人
の
活
動
の
自
由
が

最
大
限
に
高
め
ら
れ
る
」
た
め
の
前
提
条
件
で

あ
り
、
こ
の
「
自
由
」
の
概
念
こ
そ
が
、
中
国

経
済
の
高
成
長
の
要
因
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
う
し
た
主
張
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国

経
済
を
読
み
解
く
上
で
非
常
に
重
要
な
視
点
で

あ
り
、
著
者
の
「
海
中
の
氷
塊
」
に
お
け
る
化

学
反
応
が
、
見
事
な
ま
で
に
「
昇
華
」
し
た
結

果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
も
し
も
本
書
の
目
的
が
、「
曖
昧

な
制
度
」
と
い
う
視
点
か
ら
中
国
の
経
済
成
長

の
要
因
を
探
る
こ
と
に
絞
ら
れ
て
い
た
ら
、
つ

ま
り
、
前
述
し
た
「
曖
昧
な
制
度
」
が
「
高
い

経
済
効
果
」
を
生
み
出
す
こ
と
だ
け
を
検
証
す

る
「
中
国
経
済
論
」
の
範
疇
に
留
ま
っ
て
い
た

ら
、
本
書
は
、
今
後
、
中
国
経
済
が
停
滞
期
に

突
入
し
た
時
、
歴
史
に
埋
没
す
る
運
命
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
著
者

は
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
「
中
国
経
済
論
」
で

は
な
く
「
中
国
経
済
学
」
と
し
、
大
き
な
一
歩

を
踏
み
出
す
。「
も
し
、「
曖
昧
な
制
度
」
と
い

う
視
点
か
ら
、
中
国
経
済
の
運
行
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
全
体
像
が
う
ま
く
叙
述
で
き
る
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
視
点
で
書
か
れ
た
中
国
経
済
論
の
著

作
に
、「
中
国
経
済
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を

つ
け
る
こ
と
も
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
」﹇
加
藤2016 :  4

﹈、
さ
ら
に

「「
曖
昧
な
制
度
」
は
、
他
国
に
と
っ
て
の
参
照

価
値
以
上
に
重
要
な
価
値
を
含
ん
で
い
る
と
、

著
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
と

は
異
な
る
枠
組
み
で
経
済
学
を
捉
え
直
す
、
あ

る
種
の
糸
口
を
「
曖
昧
な
制
度
」
が
与
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」﹇
加
藤2016 : 210
﹈
と
大

胆
に
本
書
の
意
図
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
著

者
は
、「
曖
昧
な
制
度
」
に
、
私
た
ち
が
こ
れ

ま
で
触
れ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
経
済
学
の
法

則
性
、
あ
る
い
は
新
た
な
価
値
を
見
出
そ
う
と

し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
著
者
の
姿
勢
に

は
強
く
共
感
で
き
る
。
し
か
し
、
本
書
を
幾
度

も
読
み
返
し
て
も
、
そ
の
意
図
は
、
な
か
な
か

腹
に
落
ち
て
こ
な
い
。「
曖
昧
な
制
度
」
は
、

一
時
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
か
、
今
後
も
残

り
続
け
る
も
の
な
の
か
、
実
に
は
っ
き
り
し
な

い
。「
先
進
資
本
主
義
国
の
経
済
シ
ス
テ
ム
へ

の
収
斂
が
い
か
に
望
ま
し
い
と
し
て
も
、
す
ぐ

に
現
行
の
シ
ス
テ
ム
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
当
面
は
、「
曖
昧
な
制
度
」
を
維
持
し

そ
の
内
容
を
望
ま
し
い
方
向
へ
と
改
善
し
て
い

く
こ
と
で
、
前
に
進
む
以
外
に
道
は
な
い
」

﹇
加
藤2016 : 208

﹈
と
著
者
は
述
べ
る
が
、
た

と
え
経
済
学
の
法
則
性
や
新
し
い
価
値
観
を

見
出
し
た
と
し
て
も
、「
当
面
」
と
い
う
曖
昧

な
時
間
概
念
の
な
か
に
消
滅
し
て
し
ま
う
程
度

で
あ
れ
ば
、
新
し
い
法
則
や
価
値
を
内
包
す
る

「
経
済
学
」
に
辿
り
着
け
る
の
か
、
と
疑
問
を

抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　

こ
の
ス
ッ
キ
リ
と
し
な
い
胸
の
わ
だ
か
ま
り

の
源
泉
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、

著
者
が
、「
包
」
を
再
発
見
す
る
前
に
す
で
に
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導
き
出
し
て
い
た
「
二
重
の
移
行
モ
デ
ル
」
と

「
包
」
と
が
上
手
く
化
学
反
応
を
起
こ
す
こ
と

な
く
、
未
消
化
の
ま
ま
「
海
中
の
氷
塊
」
に
残

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測

し
て
い
る
。「
二
重
の
移
行
」
と
は
、
伝
統
経

済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
移
行
、
計
画
経
済
か
ら

市
場
経
済
へ
の
移
行
と
い
う
二
重
の
移
行
の
こ

と
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
の
二
重
の
移
行
と

「
包
」
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
描
く
。「
改
革
開

放
後
、
と
く
に
市
場
移
行
の
初
期
段
階
に
お
け

る
市
場
秩
序
の
混
乱
、
経
済
環
境
の
不
確
実

性
を
高
め
、
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
で
「
包
」（
請

負
）
を
復
活
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
」﹇
加
藤

2010 : 3 7

﹈
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
不
確
実

な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
い
は
曖
昧
な
領
域

が
存
在
し
て
い
る
か
ら
「
包
」
は
蘇
っ
た
と
、

著
者
は
判
断
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
理
解
は
、
必
然
的
に
「
市
場
経
済
」
と

い
う
著
者
自
ら
が
設
定
し
た
一
つ
の
ゴ
ー
ル

が
、「
包
」、
そ
し
て
「
曖
昧
な
制
度
」
を
語
る

上
で
、
著
者
の
行
く
手
を
阻
む
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
市
場
経

済
」
ま
た
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の

浸
透
は
「
時
間
の
問
題
」
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
ど
こ
ま
で
も
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
果

と
し
て
、「
曖
昧
な
制
度
」
の
存
続
時
間
に
つ

い
て
の
見
解
は
揺
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
一

言
で
い
え
ば
、
著
者
は
、
二
重
の
移
行
モ
デ
ル

に
「
包
」
を
放
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
曖
昧
な
制
度
」
論
は
、
曖
昧
な
記
述
か
ら
逃

れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
本
書
に
対
す
る
私
の
一
つ

の
批
判
点
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
書
を
否
定
す

る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
著
者
の
未
消
化
な

化
学
反
応
を
少
々
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
れ

ば
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
自

然
と
零
れ
る
。「
曖
昧
な
領
域
が
存
在
し
て
い

る
か
ら
「
包
」
が
復
活
し
た
の
か
。
そ
れ
と

も
、「
包
」
が
存
続
し
て
い
る
か
ら
、
曖
昧
な

領
域
（
あ
る
い
は
「
曖
昧
な
制
度
」）
が
生
ま

れ
た
の
か
？
」

「
包
」
論
再
考

　

右
記
の
自
問
を
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、「「
曖
昧
な
制
度
」
あ
る
い
は
「
曖
昧
な

領
域
」
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
「
包
」
が
機
能

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
中
国
的
な
る
も
の
」

の
「
包
」
の
シ
ス
テ
ム
が
、
所
有
〉
1
〈

制
、
市
〉
2
〈

場
、

汚
職
問
〉
3
〈

題
、
格
差
問
〉
4
〈

題
な
ど
の
制
度
や
領
域
を

曖
昧
な
状
態
に
せ
し
め
、
中
国
独
自
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
の
が
、
私
の
一
つ
の
仮
説
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
包
」
と
は
決
し
て
受

動
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
政

策
、
制
度
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
、
そ
の
機
能

が
変
化
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
〉
5
〈

が
、
そ
れ
以

上
に
「
包
」
と
は
、
制
度
や
領
域
を
変
え
る
力

を
内
包
し
た
能
動
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
の

か
。
こ
う
し
た
仮
説
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
著

者
と
は
、
真
逆
な
視
点
で
あ
り
、「
曖
昧
な
制

度
」
か
ら
翻
り
、「
包
」
を
中
国
経
済
・
社
会
・

政
治
の
中
心
に
据
え
た
論
点
で
あ
る
。
ま
た
、

著
者
の
よ
う
に
、
市
場
経
済
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
う
ゴ
ー
ル
を
必
ず
し
も
設

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
包
」

を
ひ
と
つ
の
原
動
力
と
し
て
、
ま
わ
り
の
制
度

を
変
質
さ
せ
な
が
ら
、
中
国
経
済
は
、
独
自
の

進
化
を
遂
げ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
仮
説
を
論
証
し
た
と
き
、
こ
れ

ま
で
触
れ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
経
済
学
の
法
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則
、
あ
る
い
は
新
た
な
価
値
が
初
め
て
浮
か
び

上
が
り
、
著
者
が
望
ん
だ
「
中
国
経
済
学
」
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
近
づ

け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
そ
の

た
め
の
論
証
に
つ
い
て
は
書
評
の
枠
を
大
き
く

逸
脱
す
る
た
め
別
稿
に
譲
り
、
以
下
で
は
、

「
包
」
の
能
動
性
と
い
う
視
点
か
ら
本
書
を
み

る
と
、
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
著
者
は
、「
個
人

の
活
動
の
自
由
が
最
大
限
に
高
め
ら
れ
る
」

た
め
の
根
拠
を
「
包
」
を
構
成
す
る
人
び
と
の

「
水
平
性
」
に
求
め
る
の
だ
が
、
何
故
、
こ
の

「
水
平
性
」
が
維
持
さ
れ
る
の
か
、「
上
下
の
命

令
関
係
や
下
請
け
関
係
と
は
異
な
る
対
等
・
平

等
な
人
間
関
係
」
が
築
か
れ
る
の
か
、
そ
の
背

景
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、「
包
」
の
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
い
か
に

「
自
由
」
が
再
構
成
さ
れ
続
け
て
い
る
の
か
、

そ
れ
が
受
動
的
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、

能
動
的
な
も
の
な
の
か
不
明
瞭
の
ま
ま
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
著
者
が
、「
水
平
性
」
が
堅

持
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、「
水
平
的
な
関
係
を
持

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
つ
の
ル
ー

ル
に
人
び
と
が
た
だ
従
っ
て
い
る
か
ら
と
判
断

し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
は
極
め

て
表
層
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

第
二
に
、著
者
は
、
本
書
の
な
か
で
、
柏
の

「
包
」
論
の
一
つ
の
論
点
で
あ
り
、
重
要
な
機

能
の
一
つ
で
あ
る
「
利
潤
の
社
会
化
」
に
つ
い

て
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
〉
6
〈

い
。
確
か
に
、

「
利
潤
の
社
会
化
」
と
は
、
資
本
蓄
積
を
妨
げ
、

経
済
を
停
滞
さ
せ
る
と
い
う
柏
の
経
済
停
滞
論

の
中
核
的
な
要
因
で
あ
り
、
さ
ら
に
、「
利
潤

の
社
会
化
」
に
よ
っ
て
「
社
会
は
安
定
す
る
」

と
い
う
柏
の
主
張
も
含
め
、「
利
潤
の
社
会

化
」
論
は
、
実
際
に
著
者
が
垣
間
見
た
改
革
開

放
後
の
急
成
長
を
続
け
る
中
国
経
済
、
格
差
問

題
が
表
面
化
す
る
中
国
社
会
の
実
態
と
は
随
分

と
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ

え
て
テ
ー
ブ
ル
の
上
か
ら
落
と
し
た
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、「
利
潤
の
社
会
化
」

と
「
水
平
性
」
と
が
矛
盾
し
合
う
「
包
」
の
機
能

で
あ
る
と
著
者
が
見
定
め
、
柏
の
停
滞
論
の
要

因
を
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
理
由
か
ら

「
利
潤
の
社
会
化
」
論
を
避
け
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
同
時
に
、「
包
」
の
能
動
的
側
面
を

見
失
う
原
因
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
少
な
く

と
も
「
利
潤
の
社
会
化
」
と
「
水
平
性
」
と
が
、

著
者
の
な
か
で
化
学
反
応
を
起
こ
さ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

で
は
、「
包
」
の
能
動
性
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。

　

そ
れ
は
、「
包
」
と
は
、
決
し
て
固
定
化
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア

ン
ド
ビ
ル
ド
を
繰
り
返
す
と
い
う
そ
の
実
態
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
と

は
、
意
図
的
に
不
確
定
な
社
会
を
作
り
だ
す
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
「
包
」
の
関
係
が
、
と

り
わ
け
外
部
の
要
因
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
内
部
か
ら
能
動
的
に
ス
ク
ラ
ッ

プ
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
不
確

定
な
状
態
の
な
か
か
ら
、
人
び
と
は
「
包
」
を

再
構
成
す
る
、
つ
ま
り
、
ビ
ル
ド
さ
れ
る
と
い

う
状
況
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

何
故
、「
包
」
は
、
再
構
成
さ
れ
続
け
る
の

か
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
利
潤
獲
得
の
た
め

で
あ
る
。

　

こ
の
利
潤
獲
得
と
い
う
視
点
だ
け
で
あ
れ

ば
、
柏
も
著
者
も
「
包
」
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン

ド
ビ
ル
ド
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、「
包
」
の
能

動
性
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

柏
は
、「
社
会
的
不
確
定
性
の
排
除
を
意
図
す
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る
よ
う
な
動
き
は
絶
対
に
起
こ
り
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
社
会
的
不
確
定
こ
そ
彼
ら
あ
ら
ゆ
る
層

の
生
存
の
地
盤
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

﹇
柏1986 : 196
﹈。
ま
た
、
著
者
も
「
社
会
的

不
確
定
性
こ
そ
利
潤
の
源
泉
な
の
で
あ
り
、
請

負
者
は
そ
こ
か
ら
利
潤
を
得
る
（
可
能
性
を
見

出
す
）
の
で
あ
る
」﹇
加
藤2016 : 48 ‒49

﹈
と

柏
を
踏
襲
す
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
と
も
、
利

潤
を
手
に
す
る
た
め
に
、「
包
」
は
ス
ク
ラ
ッ

プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
さ
れ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
人
び
と
に
新
た
な
利
潤
獲

得
の
た
め
の
機
会
を
創
出
す
る
た
め
に
は
、
不

確
定
な
状
態
が
生
み
出
さ
れ
、
不
確
定
な
状
態

の
な
か
か
ら
、
人
び
と
は
再
び
利
潤
獲
得
の
た

め
に
「
包
」
を
再
構
成
す
る
実
態
、
言
い
換
え

れ
ば
、「
包
」
が
存
在
す
る
時
間
は
一
時
的
な

も
の
で
あ
り
、
利
潤
を
獲
得
で
き
る
時
間
に
は

限
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

柏
も
著
者
も
こ
う
し
た
「
包
」
の
「
生
存
の
地

盤
」
と
し
て
の
役
割
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
こ

に
「
水
平
性
」「
利
潤
の
社
会
化
」
と
を
結
び
付

け
て
議
論
を
深
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
「
水
平
性
」
と
「
利
潤
の
社
会

化
」
と
い
う
機
能
は
、
著
者
が
捉
え
た
よ
う
に

ま
っ
た
く
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
機
能
が
維

持
さ
れ
続
け
る
た
め
に
は
、
利
潤
獲
得
の
た
め

と
同
じ
く
「
包
」
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル

ド
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
由

は
、
実
に
簡
単
で
あ
る
。
も
し
「
包
」
の
構
成

員
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
同
じ
「
人
」
に
よ
っ

て
固
定
化
さ
れ
た
状
態
が
続
け
ば
、
そ
こ
に
は

必
然
的
に
上
下
関
係
が
生
ま
れ
、「
水
平
性
」

を
堅
持
す
る
こ
と
は
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
と

推
測
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
ま
た
、
同
様
に

「
包
」
の
構
成
員
が
、
固
定
化
さ
れ
た
状
態
で

は
、「
利
潤
の
社
会
化
」
と
は
、「
包
」
の
構
成

員
だ
け
が
受
け
取
る
恩
恵
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
「
利
潤
の
社
会
化
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
上
、「
包
」

の
外
部
に
い
つ
ま
で
も
「
包
」
の
構
成
員
に
な

れ
な
い
「
人
」
が
固
定
化
す
る
と
す
れ
ば
、
彼

ら
に
不
平
・
不
満
が
蓄
積
さ
れ
る
可
能
性
は
高

く
、「
社
会
の
不
安
定
化
」
を
促
進
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
柏
も
著
者
も
、「
包
」
の
関
係
を
結

ぶ
時
、「
第
三
者
た
る
他
の
人
」
の
選
択
基
準
を

明
確
に
示
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
選
択
基

準
を
考
察
す
れ
ば
、「
水
平
性
」
や
「
利
潤
の

社
会
化
」
が
容
易
に
維
持
で
き
な
い
状
況
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
柏
が
そ

の
選
択
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
抜
き
出

せ
ば
、「「
包
」
的
第
三
者
は
、
自
己
以
外
に
求

め
ら
れ
た
人
で
あ
る
」﹇
柏1986 : 159

﹈、「
単

に
見
出
さ
れ
た
人
の
発
見
が
あ
る
の
み
」﹇
柏

1986 : 187

﹈
と
い
う
よ
う
に
、
身
分
、
地
位
、

学
歴
、
年
齢
、
性
別
な
ど
の
社
会
的
因
子
が
反

映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ど

こ
ま
で
も
「
偶
然
の
出
会
い
」
が
支
配
し
て
い

る
印
象
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
第
三
者
の
発
見

と
は
、
宴
会
の
席
上
、
趣
味
な
ど
を
通
し
て
、

日
常
生
活
の
な
か
で
の
偶
然
に
よ
っ
て
、
そ
の

関
係
が
結
ば
れ
て
い
く
の
が
、
そ
の
実
態
に
よ

り
近
い
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、「
偶
然
の
出
会
い
」
の
な
か
で
あ
っ
て

も
、
次
の
よ
う
な
選
択
基
準
が
暗
黙
の
了
解
と

し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

一
つ
目
の
基
準
と
し
て
、
資
金
力
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。「
包
」
の
構
造
の
末
端
に
行

け
ば
い
く
ほ
ど
、
資
金
力
は
低
下
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
第
三
者
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た
る
他
の
人
」
の
選
択
基
準
は
、
下
降
的
な
ベ

ク
ト
ル
を
有
し
、
自
分
よ
り
も
資
金
力
の
乏
し

い
「
人
」
が
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
二
つ
目
の
基
準
と
し
て
、「
包
」
の

経
験
者
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
そ
れ

ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ

ま
り
、「
包
」
に
連
な
る
「
人
」
以
外
、
た
と

え
そ
れ
が
、
ま
と
も
な
仕
事
す
ら
な
い
不
安

定
就
業
者
や
失
業
者
で
あ
っ
て
も
、「
偶
然
の

出
会
い
」
を
通
し
て
第
三
者
の
対
象
と
な
り

得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ

ば
、
選
択
基
準
の
下
降
的
ベ
ク
ト
ル
は
、
既
存

の
「
包
」
に
連
な
る
「
人
」
の
壁
を
突
き
破

り
、
そ
の
外
側
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
包
」
の
関
係
が
結

ば
れ
る
時
、
そ
の
下
降
的
ベ
ク
ト
ル
に
は
、
予

め
「
上
下
関
係
」
は
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
だ

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
水
平
性
」
が
堅

持
さ
れ
、「
利
潤
の
社
会
化
」
が
そ
の
言
葉
の

意
味
す
る
通
り
に
実
現
で
き
る
の
は
、「
包
」

が
、
絶
え
ず
そ
の
構
成
員
を
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
せ

な
が
ら
自
己
再
生
を
続
け
て
い
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
包
」

の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
と
は
、
柏
や
著

者
が
捉
え
た
よ
う
な
利
潤
獲
得
だ
け
が
、
そ
の

原
動
力
で
は
決
し
て
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
包
」
の
関
係
を
結
ぶ
の
は
、

利
潤
を
獲
得
す
る
こ
と
が
第
一
の
理
由
に
違
い

は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
、「
包
」

を
通
し
て
、「
人
」
は
、「
水
平
性
」（
あ
る
い

は
「
自
由
」
と
い
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
）
も

実
現
し
、
さ
ら
に
社
会
の
安
定
も
実
現
し
た
い

と
い
う
欲
望
も
働
い
て
い
る
。「
利
潤
」「
水
平

性
」
に
基
づ
く
「
自
由
」、
そ
し
て
「
社
会
の

安
定
」
と
い
っ
た
す
べ
て
を
手
に
入
れ
よ
う
と

す
る
こ
と
は
、
随
分
と
贅
沢
な
望
み
で
あ
る
よ

う
に
も
映
る
が
、「
包
」
が
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン

ド
ビ
ル
ド
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ら
が
実
現
す
る
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
そ
こ
に
、

「
包
」
に
連
ね
る
人
び
と
の
能
動
的
側
面
を
発

見
す
る
こ
と
は
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
能
動
的
な
「
包
」

の
視
点
か
ら
、
著
者
が
論
証
し
た
土
地
の
集
団

所
有
、
市
場
競
争
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
混
合
所
有

企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
中
国
式
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
対
外
援
助
な
ど
の
制
度
や
領
域
に
つ
い
て

改
め
て
読
み
替
え
を
行
っ
て
い
け
ば
、
中
国
経

済
の
新
た
な
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

遺
言

　

本
書
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
六
年
三
月
、
私

は
、
中
国
に
こ
の
書
を
持
参
し
、
電
車
や
バ
ス

で
の
移
動
中
、
ホ
テ
ル
の
ベ
ッ
ド
で
、
貪
る
よ

う
に
読
み
続
け
た
。
気
に
な
る
箇
所
に
は
ア
ン

ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
き
、
欄
外
に
メ
モ
を
書
き

綴
っ
た
。
帰
国
後
、
入
学
式
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
、

そ
し
て
、
授
業
が
始
ま
る
な
か
で
、
本
書
の

ノ
ー
ト
作
り
は
遅
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
四
月

の
下
旬
に
は
、
な
ん
と
か
完
成
さ
せ
た
。
ち
ょ

う
ど
、
そ
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
某
全
国
紙

に
本
書
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
た
。
読
ん
で
は
み

た
も
の
の
、
著
者
の
意
図
は
、
ほ
と
ん
ど
汲
み

取
ら
れ
て
い
な
い
内
容
に
な
ん
と
も
嫌
な
気
分

に
襲
わ
れ
た
。「
こ
れ
は
ひ
ど
い
、
加
藤
先
生

も
怒
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
ゼ
ミ
の
時

間
に
ぼ
や
い
て
い
る
と
、
あ
る
学
生
か
ら
、

「
そ
れ
な
ら
ば
、
自
分
で
書
け
ば
い
い
の
で
は

な
い
か
」
と
進
言
さ
れ
、
ノ
ー
ト
を
パ
ソ
コ
ン

の
脇
に
広
げ
な
が
ら
二
千
字
程
度
の
短
評
を
急

ぎ
し
た
た
め
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
本
書
評

で
も
触
れ
た
「
包
」
の
「
利
潤
の
社
会
化
」、
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つ
ま
り
、「
分
配
論
」
が
欠
落
し
て
い
る
点
を

中
心
に
随
分
と
批
判
的
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
短
評
を
著
者
に
直
接
送
っ
た
。
著
者

と
は
、
私
が
大
学
院
生
の
頃
、
神
戸
大
学
の
研

究
会
に
誘
っ
て
い
た
だ
き
、
中
国
の
調
査
に
連

れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
疎

遠
と
な
り
、
実
に
一
五
年
以
上
連
絡
を
取
っ
て

い
な
か
っ
た
。
送
信
ボ
タ
ン
を
押
す
ま
で
随
分

と
時
間
が
か
か
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
勇

気
を
振
り
絞
り
短
評
を
送
っ
た
。
翌
日
、
著
者

か
ら
次
の
よ
う
な
返
事
が
届
い
た
。

　
　

今
回
は
、
拙
著
に
つ
い
て
の
短
評
を
お
送

り
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
の
書
評
は
貴
兄
の
い
う
と
お
り
、
な
に
こ

れ
？
と
い
う
感
じ
で
、
無
い
よ
り
マ
シ
と

い
っ
た
程
度
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
な
い
方

が
ま
し
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
貴
兄
が
そ
れ
に
反
発
し
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
に
、
感
謝
し
ま
す
。

　
　

中
国
経
済
学
は
た
し
か
に
言
い
過
ぎ
だ

し
、
ま
だ
完
成
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
で
す
が
、

数
年
前
か
ら
体
調
を
崩
し
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
若
い
人
に
バ
ト
ン
を
渡
す
歳
に

な
っ
た
と
自
覚
し
、
そ
う
い
う
思
い
を
込
め

て
、
こ
の
本
を
仕
上
げ
ま
し
た
。
付
論
に
書

い
た
と
お
り
の
気
持
ち
で
す
。

　
　

是
非
、
貴
兄
が
さ
ら
に
議
論
を
発
展
さ
せ

て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
　

本
格
的
な
書
評
も
、
読
ま
せ
て
い
た
だ
き

た
い
も
の
で
す
。

　
　

取
り
急
ぎ
、
お
礼
ま
で
。

　

こ
の
メ
ー
ル
は
、
残
念
な
が
ら
私
に
と
っ
て

著
者
か
ら
の
遺
言
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
格

的
な
書
評
を
著
者
に
送
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自

ら
の
力
不
足
を
嘆
き
、
後
悔
は
募
る
ば
か
り
で

あ
る
。
ま
た
、
本
書
評
が
、
著
者
不
在
の
な
か

で
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
自

責
の
念
に
打
ち
の
め
さ
れ
そ
う
で
も
あ
る
。
し

か
し
、「
包
」、「
曖
昧
な
制
度
」
に
つ
い
て
の

議
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
著
者
の
意
志
を

継
ぐ
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
に

と
っ
て
望
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
勇
気
と
喜
び

が
胸
の
奥
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
よ
う
で
も

あ
る
。

　

著
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
日
ド
ラ

ゴ
ン
ズ
、
櫃
ま
ぶ
し
、
味
噌
煮
込
み
う
ど
ん
を

こ
よ
な
く
愛
す
同
郷
の
後
輩
研
究
者
と
し
て
、

著
者
の
志
を
少
し
で
も
具
現
化
で
き
る
よ
う
に

努
め
て
い
き
た
い
、
と
最
後
に
記
し
、
本
書
評

を
閉
じ
た
い
。

注
〈
1
〉 

た
と
え
ば
、
農
地
と
「
包
」
の
関
係
を
み

れ
ば
、
少
な
く
と
も
民
国
期
、
改
革
開
放
以
降

と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
時
代
に
お
け
る
所
有

制
の
下
で
も
「
包
」
は
機
能
し
て
い
た
と
い
え

る
。
何
故
、
異
な
る
所
有
制
の
下
で
も
機
能
で

き
る
の
か
？
と
検
証
す
る
こ
と
は
「
包
」
の
本

質
を
見
極
め
る
上
で
重
要
な
視
点
と
い
え
る
。

ま
た
、
近
年
の
農
地
に
お
け
る
所
有
権
、
請
負

権
、
経
営
権
の
分
離
過
程
に
お
い
て
も
、「
包
」

と
の
関
係
性
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

〈
2
〉 

柏
は
、「
集
・
市
・
廟
会
な
ど
は
、
各
地

区
・
各
時
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
孤
立

的
・
閉
鎖
的
に
成
立
し
、
大
都
市
市
場
価
格
と

は
無
関
係
な
市
場
価
格
が
成
立
し
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
が
﹇
柏1986 : 175

﹈、
こ
の

記
述
か
ら
、「
包
」
と
は
「
市
場
」
を
作
り
出
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し
、「
い
い
値
」
で
商
品
を
販
売
し
、
利
潤
を

獲
得
し
て
い
た
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
よ
う
な
実
態
は
、
本
書
評
の
一
つ
の

論
点
で
も
あ
る
「
包
」
の
能
動
的
側
面
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
現
象
は
、
改
革

開
放
後
の
現
在
で
も
散
見
で
き
る
。
た
と
え

ば
、「
偽
物
市
場
」「
爆
買
い
」
な
ど
は
人
び
と

が
「
包
」
的
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ま
で
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
「
市
場
」
を
作
り
出
し
た
事
例

と
い
え
る
。

〈
3
〉 

汚
職
問
題
と
「
包
」
に
つ
い
て
語
る
と

き
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
官
僚
と
民
間
の

間
で
「
水
平
性
」
の
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
視
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、「
包
」
に
連
な
る
「
人
」
と

は
、
あ
る
い
は
「
包
」
の
構
造
に
組
み
込
ま
れ

る
た
め
に
は
、「
私
人
」
で
あ
る
こ
と
が
大
前

提
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
官
僚
が
、
そ
の
権
力

を
背
景
に
横
柄
な
態
度
で
「
包
」
的
繋
が
り
を

持
と
う
と
す
れ
ば
、「
水
平
性
」
は
堅
持
で
き

ず
、
個
人
の
自
由
度
が
最
大
限
に
高
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
汚
職

問
題
と
は
、「
私
人
」
と
「
公
人
」
の
概
念
を

し
っ
か
り
と
捉
え
直
し
、
あ
る
い
は
、「
包
」

に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

〈
4
〉 

本
書
で
は
、
柏
の
「
利
潤
の
社
会
化
」

論
が
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
著
者

が
「
包
」
と
格
差
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
改
革

開
放
以
降
に
お
い
て
「
利
潤
の
社
会
化
」
が
ど

の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
探
る

こ
と
は
大
き
な
課
題
と
し
て
残
っ
た
ま
ま
で
あ

る
。
と
く
に
、
停
滞
要
因
と
し
て
の
「
利
潤
の

社
会
化
」
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
経
済
は

成
長
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

〈
5
〉 

柏
は
、「
包
」
の
重
層
化
構
造
の
な
か
で
、

利
潤
は
分
散
化
し
、
資
本
は
蓄
積
で
き
な
い
、

と
結
論
付
け
て
い
る
が
、
改
革
開
放
以
降
で

は
、
た
と
え
ば
、
地
方
政
府
が
「
包
」
的
に
工

場
な
ど
を
経
営
し
、
ま
た
は
開
発
区
を
建
設
す

る
な
ど
の
な
か
で
、「
包
」
の
外
部
で
資
本
蓄
積

の
役
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
改
革
開
放
以

降
に
お
け
る
諸
変
化
は
、
資
本
蓄
積
だ
け
で
は

な
く
、
技
術
向
上
、
金
融
機
関
の
発
達
な
ど
、

「
包
」
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て

お
り
、
そ
れ
に
伴
い
「
包
」
の
機
能
も
変
化
し

て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
6
〉 

本
書
で
は
、「
多
層
性
」
の
説
明
に
お
い

て
、「
利
得
の
際
限
な
き
分
散
化
を
も
た
ら
す
」

﹇
加
藤2016 : 5 0

﹈
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
で
「
利
潤
の
社
会
化
」
が
論
じ
ら
れ

て
い
な
い
。

参
考
文
献

柏
祐
賢　

1986　
『
経
済
秩
序
個
性
論
Ⅱ
』
柏
祐

賢
著
作
集
第
四
巻
、
京
都
産
業
大
学
出
版
会

加
藤
弘
之　

1997　
『
中
国
の
経
済
発
展
と
市
場

化
│
│
改
革
・
開
放
時
代
の
検
証
』
名
古
屋
大

学
出
版
会

加
藤
弘
之　

2010　
「
移
行
期
中
国
の
経
済
制
度

と
「
包
」
の
倫
理
規
律
│
│
柏
祐
賢
の
再
発

見
」
中
兼
和
津
次
編
著
『
歴
史
的
視
野
か
ら
み

た
現
代
中
国
経
済
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

加
藤
弘
之　

2013　
『「
曖
昧
な
制
度
」
と
し
て
の

中
国
型
資
本
主
義
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

加
藤
弘
之　

2014　
「
中
国
型
資
本
主
義
の
「
曖

昧
さ
」
を
巡
る
い
く
つ
か
の
論
点
│
│
中
兼

和
津
次
氏
の
批
判
に
答
え
る
」『
国
民
経
済
雑

誌
』
第
二
一
〇
巻
第
二
号

加
藤
弘
之　

2016　
『
中
国
経
済
学
入
門
│
│「
曖

昧
な
制
度
」
は
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
』
名

古
屋
大
学
出
版
会

加
藤
弘
之
・
久
保
亨　

2009　
『
進
化
す
る
中
国

の
資
本
主
義
』
岩
波
書
店

小
熊
英
二　

2014　
『
真
剣
に
話
し
ま
し
ょ
う

│
│
小
熊
英
二
対
談
集
』
新
曜
社


