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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
を
、
そ
の
着
想
は
す
で
に
一
九
二
七
年

に
ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
の
『
パ
リ
の
土
着
民
』（
一
九
二
五
年
）
を
読
ん
だ
さ
い

に
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
語
っ
て
い
る
が
、『
一
方
通
行
路
』
の
仕
事
の
継
続
と

し
て
書
く
こ
と
を
計
画
す
る
。
計
画
は
一
九
二
九
年
か
ら
し
ば
ら
く
の
中
断
を

経
て
、
一
九
三
四
年
初
頭
に
再
開
さ
れ
、
一
九
三
五
年
四
月
、
社
会
研
究
所
の

副
所
長
で
研
究
所
の
財
政
を
管
理
し
て
い
た
経
済
学
者
・
社
会
学
者
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
ポ
ロ
ッ
ク
と
の
会
話
が
契
機
と
な
り
、
一
九
三
五
年
七
月
初
旬
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
研
究
所
の
助
成
金
を
目
的
と
す
る
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
ド
イ

ツ
語
梗
概
「
パ
リ
―
―
十
九
世
紀
の
首
都
」
が
成
立
し
、
さ
ら
に
一
九
三
九
年

三
月
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
勧
め
で
ア
メ
リ
カ
の
後
援
者
の
興
味
を
喚
起
す
る

目
的
で
、ド
イ
ツ
語
便
概
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
書
き
改
め
た
フ
ラ
ン
ス
語
便
概「
パ

リ
―
―
十
九
世
紀
の
首
都
」
が
成
立
す
る
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
は
そ
の
構
想

の
一
部
が
複
製
技
術
論
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
な
ど
の
論
文
と
し
て
『
社
会
研
究

所
』
紀
要
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
の
、
結
局
完
成
す
る
こ
と
な
く
、
大
量
の
資
料

集
団
的
無
意
識
と
目
覚
め
―
―
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
を
、
一
九
二
七
年
に
ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
の
『
パ
リ
の
土
着
民
』（
一
九
二
五
年
）
を
読
ん
だ
さ
い
に
着
想
を
え
て
計
画

す
る
が
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
中
断
を
経
て
、
一
九
三
五
年
七
月
初
旬
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
研
究
所
の
助
成
金
を
目
的
と
す
る
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
ド
イ
ツ
語

梗
概
「
パ
リ
―
―
十
九
世
紀
の
首
都
」
が
成
立
し
、
さ
ら
に
一
九
三
九
年
三
月
、
ド
イ
ツ
語
便
概
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
書
き
改
め
た
フ
ラ
ン
ス
語
便
概
「
パ
リ
―
―

十
九
世
紀
の
首
都
」
が
成
立
す
る
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
は
そ
の
構
想
の
一
部
が
複
製
技
術
論
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
な
ど
の
論
文
と
し
て
『
社
会
研
究
所
』
紀
要
に

掲
載
さ
れ
る
も
の
の
、
結
局
完
成
す
る
こ
と
な
く
、
大
量
の
資
料
と
覚
書
か
ら
な
る
断
片
群
が
遺
さ
れ
こ
と
に
な
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
便
概

と
断
片
群
で
、
十
九
世
紀
の
技
術
の
発
展
、
歴
史
的
な
「
経
済
的
な
諸
事
実
」
と
、
こ
の
時
代
の
社
会
を
支
配
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
幻

フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像
」
と
の
あ
い
だ
の
「
根

源
史
」
を
、「
表
現
」、
集
団
的
意
識
、「
目
覚
め
」
と
い
っ
た
概
念
を
つ
う
じ
て
描
き
だ
そ
う
と
試
み
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
経
済
的
な
諸
事
実
」
を
「
根
源
」
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
、
さ
ら
に
二
十
世
紀
の
社
会
を
支
配
し
て
い
る
経
済
的
・
政
治
的
構
造
を
問
い
直
し
、
変
革
の
た
め
の
新
た
な
可
能
性

を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

＊
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学
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究
院
教
授
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と
覚
書
か
ら
な
る
断
片
群
が
遺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
下
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
構
想
す
る
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
つ
い
て
、「
表

現
」
と
い
う
概
念
、
技
術
と
商
品
経
済
、
集
団
的
意
識
と
「
目
覚
め
」
と
い
う

観
点
か
ら
検
討
し
た
い
。

１

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ド
イ
ツ
語
便
概
、
フ
ラ
ン
ス
語
便
概
で
、「
構
造
は
十
九
世

紀
に
お
い
て
、
下
意
識
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
い
う
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー

ト
・
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
（
一
八
八
八
―
一
九
六
八
年
）
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

建
築
」（
一
九
二
八
年
）
―
―
『
空
間
・
時
間
・
建
築
』（
イ
タ
リ
ア
語
版

一
九
五
三
年
、
ド
イ
ツ
語
版
一
九
六
五
年
）
の
第
三
章
―
―
の
こ
と
ば
を
引
用

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
草
稿
で
は
、「
構
造
」

は
む
し
ろ
、「
ち
ょ
う
ど
夢
が
生
理
的
過
程
と
い
う
機
構G

erü
st

に
ま
と
わ
り

つ
い
て
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
そ
の
ま
わ
り
に
〈
芸
術
的
な
〉
建
築

が
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
よ
う
な
身
体
的
な
過
程
の
役
割
」
を
果
た
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン

が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
構
造
」
を
、
下
意
識
で
は
な
く
む
し
ろ
無
意
識
の
領

域
に
属
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
の
「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
上
部
構
造
」
と
「
下
部
構
造
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
上
部
構
造

と
下
部
構
造
と
の
あ
い
だ
の
因
果
関
係
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
す
で
に
、
上
部
構
造
の
諸
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
諸
関
係

を
偽
り
の
歪
ん
だ
か
た
ち
で
反
映
す
るab

sp
ieg

eln

と
い
う
発
言
か
ら
し
て
、

そ
れ
以
上
の
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
つ
ま
り
問
題
は
、
つ
ぎ
の
点
に
あ
る
。

下
部
構
造
が
思
考
や
経
験
の
素
材
の
も
と
に
上
部
構
造
を
規
定
す
る
と
き
、
こ

の
規
定
は
し
か
し
単
純
な
反
映
と
い
っ
た
規
定
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

―
―
そ
の
規
定
の
発
生
原
因
の
問
題
は
度
外
視
す
る
と
し
て
―
―
ど
の
よ
う
に

特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
下
部
構
造
の
表
現A

u
sd

ru
ck

と
し

て
で
あ
る
。
上
部
構
造
は
下
部
構
造
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
社
会
を
存
在
さ
せ

て
い
る
経
済
的
諸
条
件
は
、
上
部
構
造
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
眠
っ

て
い
る
ひ
と
の
ば
あ
い
、詰
め
込
み
す
ぎ
た
胃
袋
が
夢
の
内
容
を
因
果
的
に〈
条

件
づ
け
る
〉
か
も
し
れ
な
い
が
、
夢
の
内
容
の
う
ち
に
胃
袋
の
諸
々
の
反
映
を

で
は
な
く
、
胃
袋
の
表
現
を
見
い
だ
す
の
と
同
じ
で
あ
る
。
集
団
は
ま
ず
、
み

ず
か
ら
の
生
活
諸
条
件
を
表
現
す
る
。
こ
の
生
活
諸
条
件
は
、
夢
の
な
か
に
み

ず
か
ら
の
表
現
を
、
目
覚
め
の
な
か
に
み
ず
か
ら
の
解
釈
を
見
い
だ
す
の
で
あ

る
」。
戦
後
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
研
究
者
で
あ
り
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
全
集
の
編

纂
者
で
も
あ
る
ロ
ル
フ
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
解
説
で
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
美
学
的
反
映
理
論
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
は
す
で
に
使
い
も
の
に

な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ

で
美
学
的
反
映
理
論
の
み
な
ら
ず
、
レ
ー
ニ
ン
、
デ
ボ
ー
リ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン

に
よ
っ
て
教
条
化
さ
れ
た
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
の
反
映
理
論
一
般
を
批
判
す

る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
強
調
す
る
「
条
件
づ
け
る
」
と
い
う

こ
と
ば
は
文
字
通
り
の
意
味
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
上
部
構
造
と
下
部
構

造
は
、
そ
も
そ
も
自
然
科
学
的
な
、
あ
る
い
は
決
定
論
的
な
因
果
関
係
に
は
な

い
。
下
部
構
造
に
お
い
て
技
術
や
経
済
が
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
の
な
か
で

発
展
す
る
と
し
て
も
、
上
部
構
造
は
下
部
構
造
に
た
い
し
て
自
然
科
学
的
、
決

定
論
的
な
因
果
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
下
部
構
造
の
「
単
純
な
反
映
」

で
も
な
い
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』、
複
製
技
術
論
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
で
前
提
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
下
部
構
造
、
す
な
わ
ち
技
術
や
経
済
の
発
展
が
必
然
的
に

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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上
部
構
造
を
変
革
す
る
の
で
は
な
く
、
上
部
構
造
を
変
革
す
る
条
件
を
あ
た
え

る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
夢
の
原
因
は
詰
め
込
み
す
ぎ
た
胃
袋
に
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
夢
の
内
容
は
詰
め
込
み
す
ぎ
た
胃
袋
と
は
無
関
係
で
あ
る
の

と
同
様
に
、
た
し
か
に
下
部
構
造
は
上
部
構
造
に
た
い
し
て
そ
の
諸
条
件
を
あ

た
え
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
「
発
生
原
因
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
発

生
原
因
」
と
し
て
の
下
部
構
造
の
変
化
が
結
果
と
し
て
の
上
部
構
造
を
自
然
科

学
的
、
決
定
論
的
に
変
化
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま

ず
、
下
部
構
造
の
変
化
が
上
部
構
造
の
変
化
を
「
反
映
」
す
る
こ
と
な
く
条
件

づ
け
る
こ
と
を
「
表
現
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
さ
ら
に
、
マ
ル
ク
ス
が
「
叙
述
す
る
」
の
は
「
経
済
と
文
化

と
の
あ
い
だ
の
因
果
的
連
関
」
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
は
、「
表
現
の
連
関
」
だ
と
主
張
す
る
。
下
部
構
造
が
「
思
考
や
経
験

の
素
材
に
お
い
て
上
部
構
造
を
規
定
す
る
」
と
き
、
そ
れ
は
「
原
現
象U

r-

p
h
än

o
m

en

」
と
し
て
な
の
だ
と
い
う
。「
文
化
が
経
済
か
ら
成
立
す
る
こ
と

で
は
な
く
、経
済
が
文
化
と
い
う
か
た
ち
で
現
わ
れ
て
く
る
そ
の
表
現
こ
そ
が
、

叙
述
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
経
済
過
程
を
直
観
的
な

原
現
象
と
し
て
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
（
そ
の
か
ぎ
り
で
十
九
世
紀
の
）
す
べ
て
の

生
活
現
象
を
出
現
さ
せ
る
原
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
試
み
が
問
題
な
の
で
あ

る
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
で
展
開
さ
れ
る
の
は
「
十
九
世
紀

の
根
源
史
」
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
草
稿
の
な
か
で
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根

源
』
で
も
ち
い
た
「
根
源U

rsp
ru

n
g

」
と
い
う
概
念
は
、
ゲ
ー
テ
の
「
原
現
象
」

と
い
う
概
念
を
、
自
然
の
領
域
か
ら
歴
史
の
領
域
へ
と
転
用
し
た
も
の
だ
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
根
源
―
―
そ
れ
は
原
現
象
と
い
う
概
念
を
、

異
教
的
な
自
然
の
連
関
か
ら
歴
史
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
諸
連
関
へ
と
移
し
入
れ
た

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
が
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
で
行
お
う
と
し
て
い
る

の
も
、
根
源
の
探
求
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
形
成
と
変

化
の
根
源
を
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
没
落
に
い
た
る
ま
で
た
ど
り
、
経
済
的
な
諸

事
実
の
な
か
に
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
事
実
は
、
も
し
因
果
関
係

と
い
う
視
点
の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
、
し
た
が
っ
て
原
因
と
見
な
さ
れ

る
な
ら
、
原
現
象
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
が
原
現
象
と
な
る
と
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
事
実
が
そ
の
内
発
的
な
発
展
―
―
展
開A

u
sw

ick
lu

n
g

と
い
う
ほ

う
が
い
い
だ
ろ
う
―
―
に
お
い
て
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
具
体
的
な
、
歴
史
上
の
一

連
の
形
態
を
自
己
自
身
の
な
か
か
ら
出
現
さ
せ
る
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
ち
ょ

う
ど
葉
が
、
経
験
的
な
植
物
界
の
豊
穣
さ
を
す
べ
て
お
の
れ
の
う
ち
か
ら
繰
り

ひ
ろ
げ
て
み
せ
る
よ
う
に
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
し
た
が
う
な
ら
、「
根
源
」
は
、

す
な
わ
ち
「
パ
リ
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
形
成
と
変
化
の
根
源
」
は
、「
経
済
的
な

諸
事
実
」
の
な
か
に
あ
る
。
た
だ
し
「
経
済
的
な
諸
事
実
」
は
、
自
然
科
学
的
、

決
定
論
的
な
因
果
関
係
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
の
原
因
を
な
す
も
の
と
し

て
で
は
な
く
、
内
発
的
に
み
ず
か
ら
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
経
済
的
な
諸
事
実
」
も
ま
た
結
果
と
し
て
諸

現
象
の
展
開
の
な
か
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
根
源
」
と

い
う
概
念
は
、
い
か
な
る
自
然
科
学
的
、
決
定
論
的
な
因
果
関
係
を
も
構
成
す

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
諸
現
象
か
ら
遡
及
的
に
原
因
と

し
て
想
定
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
こ
そ
神
話
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
思
考
す

る
こ
と
そ
の
も
の
も
ま
た
神
話
的
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

ま
さ
に
神
話
を
、
神
話
的
思
考
を
否
定
す
る
の
は
、
そ
れ
が
原
因
な
ど
存
在
し

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
諸
現
象
の
原
因
で
あ
る
か
の
よ
う
に
決
定

論
的
に
作
用
を
お
よ
ぼ
す
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
根
源
」
と
は
、
み

ず
か
ら
を
展
開
す
る
と
同
時
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
よ
う
な
事
象
で
あ

る
。
た
と
え
ば
鉄
骨
は
、
歴
史
的
に
十
九
世
紀
の
さ
ま
ざ
ま
な
鉄
骨
建
築
を
展

（
4
）

（
5
）
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開
し
て
い
く
が
、
そ
の
歴
史
的
な
展
開
の
な
か
に
お
い
て
そ
れ
は
鉄
骨
と
い
う

物
質
で
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
た
と
え
技
術
的
に
発
達
し

た
と
し
て
も
た
ん
な
る
引
き
延
ば
さ
れ
た
鉄
の
か
た
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま

り
、
技
術
が
発
達
し
鉄
と
い
う
材
料
か
ら
鋳
鉄
、
錬
鉄
、
さ
ら
に
鋼
鉄
が
製
造

さ
れ
る
こ
と
に
は
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
鋼
鉄
か
ら
鉄
骨
が
製
造
さ
れ
る
と
き
、
鋼
鉄
は
結
果
と
し
て
製
造
さ
れ
る

鉄
骨
の
原
因
で
あ
り
、
鉄
骨
を
製
造
す
る
た
め
の
条
件
で
は
あ
る
が
、
鋼
鉄
と

鉄
骨
と
の
あ
い
だ
に
は
自
然
科
学
的
な
因
果
関
係
は
な
い
。
鋼
鉄
が
ど
の
よ
う

に
使
わ
れ
る
か
は
、
す
な
わ
ち
鋼
鉄
が
鉄
骨
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
た
し

か
に
技
術
的
な
問
題
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
お
も
に
文
化
的
・
政
治
政
策
的

な
問
題
で
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
あ
い
だ
の
こ
う

し
た
関
係
を
「
表
現
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鋼
鉄
の
製
造
技
術

も
ま
た
、
鉄
の
新
た
な
使
用
方
法
と
と
も
に
発
達
す
る
と
い
う
意
味
で
、
上
部

構
造
は
下
部
構
造
に
影
響
を
あ
た
え
、
原
因
と
な
る
諸
事
物
と
結
果
と
し
て
生

成
す
る
諸
現
象
と
は
内
発
的
に
発
展
な
い
し
展
開
す
る
の
で
あ
る
。「
経
済
的

な
諸
事
実
」
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
草
稿
で
、
カ
ー
ル
・
コ
ル
シ
ュ
の
『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク

ス
』（
一
九
三
六
年
）
か
ら
「
上
部
構
造
」
に
つ
い
て
、「〈
弁
証
法
的
〉
因
果

関
係
」
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
な
領
域
に
と
っ
て
〈
特
殊
な
〉
も
の
と
し
て
規

定
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
論
じ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
コ
ル

シ
ュ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
引
用
し
て
い
な
い
箇
所
で
、「
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
、
社

会
的
、
政
治
的
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
精
神
的
な
諸
現
象
を
貫
く
関
係
」
に
つ
い

て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
す
で
に
経
済
的
領
域
の
内
部
に
お
い
て
も
、
分
配
諸
関
係
、

交
換
諸
関
係
、
消
費
諸
関
係
が
生
産
に
お
よ
ぼ
す
〈
反
作
用
〉
を
、
お
よ
そ
〈
生

産
へ
の
一
般
的
歴
史
的
な
諸
関
係
の
干
渉
〉
を
考
察
し
て
い
た
」、
と
論
じ
て

い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
ま
た
経
済
的
な
諸
領
域
と
、
社
会
的
、
政
治
的
、
精
神

的
な
諸
領
域
と
が
相
互
〈
干
渉
〉
的
に
条
件
づ
け
あ
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
十
九
世
紀
の

技
術
の
発
展
、
歴
史
的
な
「
経
済
的
な
諸
事
実
」
と
、
こ
の
時
代
の
社
会
を
支

配
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
と
の
あ
い
だ
の
「
根
源
史
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
試
み
は
、
諸
事
実
か
ら
何
か
神
話
的
な
典
型
を
と
り
だ

し
て
、
十
九
世
紀
を
象
徴
的
な
世
界
と
し
て
え
が
き
だ
そ
う
と
い
う
の
で
は
な

く
、
諸
事
実
を
「
根
源
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
を
む

し
ろ
そ
う
し
た
象
徴
的
な
構
造
か
ら
解
放
す
る
と
と
も
に
、
二
十
世
紀
を
も
支

配
し
て
い
る
そ
の
構
造
を
問
い
直
し
、
新
た
な
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る

こ
と
に
あ
る
。

２

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ド
イ
ツ
語
便
概
の
最
初
の
章
「
フ
ー
リ
エ
あ
る
い
は
パ
サ
ー

ジ
ュ
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
便
概
で
は
削
除
さ
れ
た
段
落
で
、「
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
、

後
に
つ
づ
く
時
代
を
夢
見
る
」と
い
う
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
の
こ
と
ば
を
モ
ッ

ト
ー
に
掲
げ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
新
し
い
生
産
手
段
の
形
式
は
、
当
初
は
ま
だ
古
い
生
産
手
段
の
形
式
に

支
配
さ
れ
る
が
（
マ
ル
ク
ス
）、
集
団
的
意
識
で
は
、
新
し
い
も
の
が
古

い
も
の
と
浸
透
し
あ
う
諸
々
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。
こ
れ
ら

の
イ
メ
ー
ジ
は
願
望
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
集
団
は
、
社
会

的
生
産
の
不
完
全
性
や
社
会
的
な
生
産
秩
序
の
欠
如
を
止
揚
し
よ
う
と
す

（
7
）
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る
と
同
時
に
、
美
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
こ
の
願
望
の

イ
メ
ー
ジ
の
も
と
で
、
古
び
た
も
の
―
―
と
は
す
な
わ
ち
、
い
ま
し
が
た

過
ぎ
去
っ
た
ば
か
り
の
も
のd

as Jü
n
g
stv

erg
an

g
en

e

―
―
と
自
分
と

を
は
っ
き
り
と
区
別
し
た
い
と
い
う
強
い
意
欲
が
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の

傾
向
に
よ
っ
て
、
新
し
い
も
の
に
触
発
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
空
想
力
は
、

は
る
か
む
か
し
に
過
ぎ
去
っ
た
も
のd

as U
rv

erg
an

g
en

e

へ
と
お
も
む

く
よ
う
に
し
む
け
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
時
代
を

夢
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
後
続

す
る
時
代
は
、
根
源
史
の
、
す
な
わ
ち
無
階
級
社
会
の
諸
要
素
と
結
び
つ

い
て
現
わ
れ
て
く
る
。
集
団
の
無
意
識
の
う
ち
に
貯
蔵
さ
れ
た
無
階
級
社

会
の
経
験
は
、
新
し
い
も
の
と
浸
透
し
あ
い
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
生
み
だ
す

の
だ
が
、
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
長
も
ち
す
る
建
築
物
か
ら
束
の
間
の

流モ

ー

ド行
に
い
た
る
ま
で
、
生
の
数
限
り
な
い
複
コ
ン
フ
ィ
グ
ラ
チ
ツ
ィ
オ
ー
ン

合
観
念
の
う
ち
に
、
そ
の

痕
跡
を
残
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ド
ル
ノ
は
一
九
三
五
年
六
月
五
日
、
八
月
二
日
‐
四
日
付
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

宛
の
手
紙
で
、
研
究
所
に
送
ら
れ
て
き
た
「
パ
リ
―
―
十
九
世
紀
の
首
都
」
の

ド
イ
ツ
語
便
概
に
つ
い
て
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を
く
わ
え
て
い
る
が
、
ま
ず
「
素

材
‐
物
的
」
問
い
と
「
認
識
理
論
的
」
問
い
と
を
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
こ
と

を
、
両
者
を
区
別
し
な
け
れ
ば
こ
れ
ら
の
問
い
を
弁
証
法
的
に
対
決
さ
せ
て
議

論
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
モ
ッ
ト
ー
に
掲
げ
て
い
る
ミ
シ
ュ
レ
の
こ
と
ば
と
こ
の
箇
所
の
議
論
に
つ
い

て
、
そ
こ
に
弁
証
法
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
結
晶
化
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
重
要
な

も
の
と
な
る
は
ず
だ
が
、「
非
弁
証
法
的
」で
あ
り
不
必
要
だ
と
批
判
し
て
い
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
「
弁
証
法
的
イ
メ
ー
ジ
」
を
集
団
的

な
意
識
内
容
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
「
時
代
」
を
「
こ
の
意
識

内
容
に
帰
属
し
内
的
に
統
一
し
た
主
体
」
と
し
て
構
想
し
て
い
る
こ
と
、
第
三

に
「
弁
証
法
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
が
「
直
線
的
に
」
ほ
と
ん
ど
「
発
展
史
的
に
」

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
未
来
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
あ
げ
て
い
る
。

　
ア
ド
ル
ノ
は
ま
ず
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
弁
証
法
的
イ
メ
ー
ジ
を
〈
夢
〉
と
し

て
意
識
へ
と
移
し
い
れ
る
」
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
イ
メ
ー
ジ
と
い

う
概
念
が
脱
魔
術
化
さ
れ
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
る
が
、
し
か
し
、「
ま
さ

に
唯
物
論
的
に
こ
の
概
念
を
正
当
化
し
う
る
で
あ
ろ
う
客
観
的
な
至
高
の
機
能

を
失
う
こ
と
に
な
る
」
と
批
判
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、「
弁
証
法
的
イ
メ
ー
ジ
」

を
夢
と
し
て
と
ら
え
る
と
、「
弁
証
法
的
な
イ
メ
ー
ジ
」
が
市

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
的
心
理
学
の

問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
十
九
世
紀
の
神
話
を
「
脱
魔
術
化
」
す
る
と
い

う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。
と
い
う
の

も
十
九
世
紀
に
お
い
て
夢
の
主
体
は
あ
く
ま
で
「
個
人
」
で
あ
り
、
個
人
の
夢

か
ら
は
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
あ
つ
か
う
諸
々
の
素
材
も
対
象
と

し
て
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
な
ら
、

商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
は
交
換
価
値
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
の

商
品
社
会
に
お
け
る

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

の
弁
証
法
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
商
品
が
交
換
さ
れ

る
と
い
う
唯
物
論
的
な
過
程
を
つ
う
じ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
ア
ド
ル
ノ
は
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
夢
の
主
体
は
か
な
ら
ず
し
も
個
人
で
は

な
い
と
考
え
「
集
団
的
意
識
」
と
い
う
概
念
に
訴
え
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
つ

つ
、
し
か
し
「
集
団
的
意
識
」
と
い
う
概
念
を
も
ち
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

「
社
会
的
過
程
」
と
心
理
学
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
批
判
す
る
。
第
一
に
「
社

会
的
過
程
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
ユ
ン
グ
の
「
集
団
的
意
識
」
と
区
別

さ
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
ユ
ン
グ
の
ば
あ
い
「
集
団
的
意
識
」
は
「
太
古

の
諸
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
体
化
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
し
弁
証
法
的
イ

（
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メ
ー
ジ
は
、
ユ
ン
グ
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
太
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
古
の
集
団
的
自
我
」、「
元
型
」

に
お
い
て
で
は
な
く
、「
商
品
の
性
格
を
つ
う
じ
て
疎
外
さ
れ
た
市

ブ
ル
ジ
ョ
ア

民
的
な
諸

個
人
」
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
心
理
学

的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
い
う
よ
う
に
、「
大
衆
的
自
我
」

が
現
わ
れ
る
の
は
、
地
震
な
ど
の
大
災
害
に
大
衆
が
襲
わ
れ
る
と
き
で
あ
り
、

そ
う
で
な
い
と
き
は
、「
集
団
的
意
識
」
は
「
疎
外
さ
れ
た
主
観
性
」
か
ら
気

を
そ
ら
す
た
め
に
の
み
生
み
だ
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
十
九
世
紀

に
と
っ
て
「
意
識
の
内
在
性
」
は
重
要
な
意
味
を
担
い
、「
室

ア
ン
テ
リ
エ
ー
ル

内
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
に
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
疎
外
」
と
し
て
の
弁
証

法
的
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
っ
て
、
夢
と
し
て
意
識
へ
と
移
し
入
れ
ら
れ
う
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
夢
と
い
う
構
想
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

「
意
識
の
内
在
性
」
は
「
現
実
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
の

配

コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン

置

」
と
し
て
、

つ
ま
り
私
的
所
有
と
商
品
交
換
と
い
う
社
会
的
過
程
の
機
能
に
よ
っ
て
あ
た
え

ら
れ
た
諸
要
素
の
「
配
置
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル

ノ
は
そ
の
と
き
「
意
識
の
内
在
性
」
が
、
い
わ
ば
「
地
獄
が
人
類
を
突
き
抜
け

て
い
く
天
文
学
的
な
位
相
」
と
し
て
、
つ
ま
り
十
九
世
紀
に
お
い
て
消
費
の
無

政
府
状
態
が
世
界
を
支
配
す
る
ひ
と
つ
の
位
相
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
う
し
た

位
相
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
根
源
史
と
し
て
の
歴
史
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
解
放

さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ア
ド
ル
ノ
は
さ
ら
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
最
古
の
も
の
と
最
新
の
も
の
と
の

関
係
」
を
「〈
無
階
級
社
会
〉
へ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
関
連
づ
け
の
ひ
と
つ
」

と
し
て
議
論
し
て
い
る
点
を
と
り
あ
げ
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
太ア

ル
カ
イ
ッ
ク

古
的
な
も
の
は
、

〈
最
新
の
も
の
〉
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
補
完
的
に
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た
も
の

と
な
り
、
し
た
が
っ
て
脱
弁
証
法
化
さ
れ
て
い
る
」
と
、
つ
ま
り
神
話
化
さ
れ

て
い
る
と
批
判
す
る
。「
同
時
に
し
か
し
、
無
階
級
社
会
は
同
様
に
、
非
弁
証

法
的
に
神
話
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
起
源
が
あ
る
と
さ
れ
、
た
ん
に
始ア

ル
ケ
ー原
か
ら

呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
真
に
地
獄
の

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

と
し
て
明
瞭
な
も
の

と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
な
ら
、「
近
代
の
な
か
で
古

代
を
出
現
さ
せ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
、「
黄
金
時
代
」
で
は
な
く
、「
破
局
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
、「
過
ぎ
去
っ
た
ば
か
り
の
も
のd

as Jü
n
g
st-

v
erg

an
g
en

e

は
い
つ
も
、
あ
た
か
も
破
局
を
つ
う
じ
て
絶
滅
さ
せ
ら
れ
て
い

る
か
の
よ
う
に
」、
す
な
わ
ち
「
根
源
史U

rg
esch

ich
te

」
と
し
て
現
わ
れ
て

く
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ド
ル
ノ
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
無
階
級
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
結
び
つ
け
て
い
る
と
理
解
し
、
そ
れ
に
た
い
し

て
「
新
し
い
も
の
が
古
い
も
の
と
浸
透
し
あ
う
諸
々
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
表
現
に
つ
い
て
も
、「
新
し
い
も
の
に
お
い
て
古
い
も
の
が
遡
及

的
に
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、最
新
の
も
の
そ
れ
自
体
が
、

仮
象
な
い
し

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

と
し
て
古
い
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
で

あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
商
品
の
「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
の
弁
証
法
的
な
力
」
に
つ
い

て
言
及
す
る
。「
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
は
、
意
識
の
事
実
で
は
な
く
、
み
ず

か
ら
意
識
を
産
出
す
る
と
い
う
卓
越
し
た
意
味
で
弁
証
法
的
な
の
で
す
。
し
か

し
そ
れ
は
、
意
識
や
無
意
識
は
、
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
を
た
ん
に
夢
と
し
て
模
写
し

う
る
だ
け
で
な
く
、
同
様
に
願
望
と
不
安
を
も
っ
て
そ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
」。
ア
ド
ル
ノ
は
意
識
を
産
出
し
願
望
と
不
安
を
生
み
だ
す
商
品

の
「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
の
弁
証
法
的
な
力
」
に
こ
そ
、
た
と
え
ば
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ

ク
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
十
九
世
紀
の
「
黄
金
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
」、「
地
下
世

界
に
し
て
理
想
郷
」
と
い
う
「
両
義
性
」
を
解
く
、
す
な
わ
ち
「
十
九
世
紀
の

根
源
史
」
を
理
解
す
る
鍵
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
一
九
三
五
年
八
月
十
六
日
付
の
返
信
で
、
ま
ず
ア
ド
ル
ノ
が

指
摘
す
る
、
十
九
世
紀
の
「
黄
金
時
代
」
の
は
ら
ん
で
い
る
「
地
獄
の
イ
メ
ー

（
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ジ
」
に
つ
い
て
の
省
察
に
同
意
す
る
と
、
ま
た
ア
ド
ル
ノ
が
「
弁
証
法
的
イ
メ
ー

ジ
」
を
「

配

コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン

置

」
と
し
て
、
つ
ま
り
私
的
所
有
と
商
品
交
換
と
い
う
社
会

的
過
程
の
機
能
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
諸
要
素
の
「
配
置
」
と
し
て
規
定
し

て
い
る
点
に
つ
い
て
も
的
確
だ
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し

て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
「

配

コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン

置

の
自
分
が
言
及
し
た
い
く
つ
か
の
諸
要

素
」、
つ
ま
り
夢
の
諸
形
姿
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、「
弁
証
法
的

イ
メ
ー
ジ
」
は
け
っ
し
て
夢
を
な
ぞ
る
も
の
で
は
な
く
、「
目
覚
めE

r-

w
ach

en

の
諸
審
級
、
侵
入
地
点
」
を
は
ら
ん
で
い
て
、
十
九
世
紀
の
商
品
世

界
の
諸
々
の

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

は
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
生
み
だ
さ
れ
る
の
だ
と
、「
イ

メ
ー
ジ
と
目
覚
め
の
弁
証
法
」
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
「
願
望
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
自
身
の
「
根
源
史
」
の
理
論
と
し
て
理
解
し
批
判
す
る
の
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
「
新
し
い
生
産
手
段
の
形
式
は
、
当
初
は
ま
だ
古
い
生
産
手
段
の
形
式
に

支
配
さ
れ
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
た
続
く
段
落
で

「
こ
う
し
た
事
情
は
フ
ー
リ
エ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
願
望
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
か
か
わ
る
議
論

は
、あ
く
ま
で
サ
ン
・
シ
モ
ン
や
フ
ー
リ
エ
に
代
表
さ
れ
る
の
こ
の
時
代
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
の
構
造
に
つ
い
て
の
説
明
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
集
団
的
意
識
」
は
、
後
続
す
る
時
代
が
「
古
び
た
も
の
」、「
い
ま
し
が
た
過

ぎ
去
っ
た
ば
か
り
の
も
の
」
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で

は
「
社
会
的
生
産
の
不
完
全
性
や
社
会
的
な
生
産
秩
序
の
欠
如
」
は
克
服
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
ゆ
え
に
、「
無
階
級
社
会
」
の
諸
要
素
と
結
び
つ

い
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
願
望
す
る
。
そ
の
と
き
「
新
し
い
も
の
に
触
発
さ

れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
空
想
力
は
、
は
る
か
む
か
し
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
と
お
も

む
く
よ
う
に
し
む
け
ら
れ
る
」
と
い
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

は
あ
く
ま
で
発
展
し
て
い
く
十
九
世
紀
産
業
社
会
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、「
願
望
の

イ
メ
ー
ジ
」
の
説
明
、
と
り
わ
け
フ
ー
リ
エ
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
反
動
的
な
側
面
が
な
ぜ
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
の
説
明
だ
と

理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
ア
ド
ル
ノ
は
す
で
に
一
九
三
四
年
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
『
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
』
の
構
想
を
聞
か
さ
れ
た
と
き
か
ら
、
ユ
ン
グ
の
「
集
団
的
無
意
識
」

の
概
念
と
の
関
係
を
明
確
に
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

も
ま
た
ア
ド
ル
ノ
の
指
摘
に
応
じ
て
、
ユ
ン
グ
、
ク
ラ
ー
ゲ
ス
に
つ
い
て
批
判

的
な
論
考
を
書
く
こ
と
を
計
画
し
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
も
社
会
研
究
所
の
紀

要
論
文
の
ひ
と
つ
と
し
て
提
案
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま
た
一
九
三
七
年

七
月
二
日
付
の
シ
ョ
ー
レ
ム
宛
の
手
紙
で
、
ユ
ン
グ
の
「
古

ア
ル
カ
イ
ッ
ク

代
の
イ
メ
ー
ジ
」

と
「
集
団
的
無
意
識
」
の
説
に
た
い
す
る
論
争
を
つ
う
じ
て
「
パ
リ
の
パ
サ
ー

ジ
ュ
」
に
つ
い
て
方
法
論
的
な
基
礎
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
報
告
し

て
い
る
。
そ
れ
は
方
法
論
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
意
味
も
含
ま
れ

て
い
て
、
ユ
ン
グ
が
最
近
こ
と
さ
ら
「
ア
ー
リ
ア
人
の
魂
に
と
り
入
ろ
う
と
し

て
い
る
」
と
指
摘
し
、
そ
れ
は
三
〇
年
代
初
頭
の
エ
ッ
セ
イ
集
を
検
討
す
る
こ

と
で
、
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
奉
仕
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
す
で
に
二
〇
年
代
か
ら
準

備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
、
こ
れ
を
機
会
に
「
文
学
に
お
け
る
医
師
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
特
異
な
形
態
」
に
つ
い
て
、
ベ
ン
、
セ
リ
ー
ヌ
、
ユ
ン
グ
に
つ

い
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
実
際
に
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
草
稿
で
、
ユ
ン
グ
の
「
分
析
心

理
学
と
詩
的
芸
術
作
品
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

議
論
を
引
用
し
批
判
し
て
い
る
。
ユ
ン
グ
に
よ
る
な
ら
、「
創
造
」
は
「
元
型

A
rch

ety
p
u
s

を
無
意
識
の
う
ち
に
活
気
づ
け
、
そ
れ
を
完
成
さ
れ
た
作
品
へ

と
練
り
上
げ
る
こ
と
」、「
原
初
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
姿
化
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、

（
19
）

（
20
）（

21
）



75

人文公共学研究論集　第 45号　2022年

そ
れ
は
「
原
初
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
「
現
在
の
こ
と
ば
へ
と
翻
訳
す
る
」
こ
と
を

意
味
し
、
そ
こ
に
「
芸
術
の
社
会
的
な
意
義
」
が
あ
る
。
芸
術
は
、「
時
代
精
神
」

に
欠
け
て
い
る
諸
形
姿
を
補
う
べ
く
、「
時
代
精
神
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
原

像イ
メ
ー
ジU

rb
ild

」
を
意
識
の
う
ち
に
獲
得
す
る
ま
で
撤
退
し
、「
現
在
の
人
間
」

に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
そ
の
形
姿
を
変
化
さ
せ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ユ
ン
グ
の
「
秘
儀
的
な
芸
術
理
論
」
の
目
的
が
「
元
型A

r-

ch
ety

p
u
s

を
〈
時
代
精
神
〉
に
と
っ
て
〈
近
づ
き
や
す
い
〉
も
の
に
す
る
こ
と
」

に
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
「
太ア

ル
カ
イ
ッ
ク

古
的
な
諸
々
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
教
義

が
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
果
た
し
て
い
る
明
ら
か
に
退
行
的
な
機
能
」
を
批
判
す
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ユ
ン
グ
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
引
用
す
る
エ
ッ
セ
イ
「
分
析

心
理
学
と
世
界
観
」
で
、「
集
団
的
無
意
識
」
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
一
時
的
に

意
識
に
上
ら
せ
る
世
界
像

イ
メ
ー
ジ」

と
は
対
置
さ
れ
る
、「
あ
る
種
の
無
時
間
的
な
、

い
わ
ば
永
遠
の
世
界
像

イ
メ
ー
ジ」を
意
味
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。ユ
ン
グ
は
そ
こ
で
、

こ
の
「
集
団
的
無
意
識
」
を
「
心
的
な
遺
産
」
と
し
て
、
さ
ら
に
「
元
型
」
と

し
て
理
解
し
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
内
容
は
「
集
団
的
無
意
識
」
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
元

型
」
と
「
集
団
的
無
意
識
」
を
結
び
つ
け
る
ユ
ン
グ
の
こ
う
し
た
議
論
が
フ
ラ

ン
ス
革
命
以
降
、歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、ユ
ン
グ
が
エ
ッ

セ
イ
「
現
代
の
魂
の
問
題
」（
一
九
三
二
年
）
で
、「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
記

念
す
べ
き
時
代
以
降
、
心
的
な
も
の
が
ま
す
ま
す
魅
力
を
発
し
な
が
ら
、
一
般

的
な
意
識
の
前
面
に
出
て
き
た
の
だ
」
と
述
べ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

箇
所
を
引
用
し
説
明
し
て
い
る
。「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
に
お
い
て
理
性
の
女

神
を
祭
壇
に
祭
る
と
い
う
象
徴
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
西
洋
の
歴

史
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
ヴ
ォ
ー
タ
ン
神
の
化
身
と
仰
が
れ
て
き

た
樫
の
木
を
切
り
倒
す
の
と
似
た
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
当
時
も
い
ま
も
、
冒
涜
の
罪
を
犯
す
も
の
に
報
復
の
雷
が
落

ち
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」。ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
に
た
い
し
て
、「
こ

の
二
つ
の
歴
史
上
の
境
界
設
定
に
た
い
す
る
〈
報
復
〉
が
、
今
日
、
同
時
に
到

来
し
て
い
る
の
だ
」
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
起
き
た
、
ノ
ー

ト
ル
ダ
ム
寺
院
で
理
性
の
女
神
を
祭
壇
に
祭
る
と
い
う
象
徴
的
な
デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
に
た
い
し
て
、
ユ
ン
グ
が
そ
の
報
復
を
引
き
受
け
、
ま
た
、
西
洋

の
歴
史
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
ヴ
ォ
ー
タ
ン
神
の
化
身
と
仰
が
れ

て
き
た
樫
の
木
を
切
り
倒
す
と
い
う
行
為
に
た
い
し
て
、
ナ
チ
ズ
ム
が
そ
の
報

復
を
引
き
受
け
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。ユ
ン
グ
は
さ
ら
に
、「
わ

れ
わ
れ
の
魂
の
う
ち
に
は
、
個
々
人
で
は
な
く
、
民
族
、
全
体
、
人
類
と
い
っ

た
な
に
も
の
か
が
あ
る
」
と
、「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
あ
る
唯
一
の
最
大
の
人
間

の
一
部
」、「
ひ
と
つ
の
魂
の
一
部
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
「
集
団
的
無
意
識
」
を
こ
う
し
た
「
元
型
」
と
結
び
つ
け
る
ユ
ン
グ
の
議

論
を
批
判
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
「
集
団
的
意
識
」
と
「
目
覚
め
」
の
弁
証
法

を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
根
源
史
」
に
つ
い
て
、「
新
し
い
」
も
の
と
浸

透
し
あ
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
生
み
だ
し
、
そ
れ
が
建
築
物
や
流モ

ー

ド行
と
い
っ
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
生
の
「
複
合
観
念
」
の
う
ち
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
き
た
の
は
、「
集

団
の
無
意
識
の
う
ち
に
貯
蔵
さ
れ
た
無
階
級
社
会
の
経
験
」、
そ
の
「
無
階
級

社
会
の
諸
要
素
」、「
根
源
史
」
の
諸
要
素
だ
と
論
じ
て
い
る
が
、「
根
源
史
」

の
概
念
は
、「
願
望
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
区
別
し
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
根
源
史
」
の
諸
要
素
、「
無
階
級
社
会
の
諸
要
素
」

は
「
集
団
の
無
意
識
」
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
「
無
階
級
社
会
」
を
な
に
か
到
達
さ
れ
る
べ
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ

う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

（
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の
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
、
フ
ロ
イ
ト
が
『
快
楽
原
則
の
彼
岸
』
で
「
刺

激
防
御
と
し
て
の
意
識
」
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
に
し
た
が
い
「
集
団
的
意
識
」
も
ま
た
「
刺
激

防
御
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
て
、「
無
階
級
社
会
の
諸
要
素
」
は
「
刺
激
防
御
」

と
し
て
の
こ
の
「
集
団
的
意
識
」
に
た
い
し
て
意
識
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
集

団
的
無
意
識
」
の
う
ち
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
、
と
想
定
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
草
稿
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
・
哲
学
草

稿
』
で
、
共
産
主
義
を
到
達
目
標
で
は
な
く
、
変
革
さ
れ
た
新
た
な
社
会
の
形

姿
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
を
変
革
す
る
原
理
と
し
て
理
解
し
、「
共
産
主
義
」

は
「
人
間
的
発
展
の
到
達
目
標
―
―
人
間
的
な
社
会
の
形
姿
―
―
で
は
な
く
」、

「
す
ぐ
後
に
つ
づ
く
未
来
の
必
然
的
な
形
姿
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
原

理
」
だ
と
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
こ
で
の
議
論
に
も
と

づ
き
、
共
産
主
義
を
変
革
さ
れ
た
新
た
な
社
会
の
形
姿
で
あ
る
と
同
時
に
社
会

を
変
革
す
る
原
理
に
認
め
、「
集
団
の
神
経
を
つ
う
じ
て
の
刺
激
伝
達
と
し
て

の
革
命
」
の
理
念
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
「
無
階
級
社
会
の
諸
要
素
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
無
階
級
社
会
」

を
な
に
か
到
達
目
標
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
刺

激
防
御
」
と
し
て
の
「
集
団
的
意
識
」
か
ら
「
集
団
的
無
意
識
」
の
う
ち
に
貯

蔵
さ
れ
た
「
無
階
級
社
会
の
諸
要
素
」、
社
会
を
変
革
す
る
た
め
の
諸
要
素
を

解
放
す
る
契
機
と
し
て
と
ら
え
て
い
て
、
十
九
世
紀
の
「
願
望
の
イ
メ
ー
ジ
」

が
こ
の
契
機
を
「
は
る
か
む
か
し
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
」
と
想
定
す
る
こ
と
で

回
復
さ
れ
る
べ
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
と
還
元
し
、
そ
の
こ
と
が
十
九
世
紀
の
諸
々

の
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
は
、「
刺
激

防
御
」
と
し
て
の
「
集
団
的
意
識
」
と
関
係
し
、
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
が
つ

く
り
だ
す
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
か
ら
の
解
放
は
、「
集
団
的
無
意
識
」
の
う
ち
に
貯
蔵

さ
れ
た
「
無
階
級
社
会
の
諸
要
素
」、
社
会
を
変
革
す
る
た
め
の
諸
要
素
―
―

ユ
ン
グ
の
「
元
型
」
と
は
異
な
る
―
―
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
は
ず
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

３

　
ア
ド
ル
ノ
は
、
十
九
世
紀
の
商
品
社
会
に
お
け
る

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

の
弁
証
法
的
イ

メ
ー
ジ
は
、「
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
」
を
つ
う
じ
て
、
商
品
が
交
換
さ
れ
る

と
い
う
唯
物
論
的
な
過
程
を
つ
う
じ
て
理
解
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
も
ま
た
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
で
、『
資
本
論
』
第
一
巻
と
第
三
巻
の
「
商

品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
さ
に

十
九
世
紀
商
品
社
会
に
お
け
る
「
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
」
と

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

と
の

関
係
、
さ
ら
に
近
代
の
生
産
様
式
と
商
品
の
流
通
機
構
と
の
関
係
を
問
題
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
草
稿
で
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
を
十
九
世
紀
の

商
品
経
済
が
誕
生
す
る
「
商
品
資
本
の
神
殿
」
と
形
容
し
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ

る
「
神
話
と
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

誌
の
親
和
性
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
は
、「
欲

望
を
喚
起
す
る
の
に
適
し
て
い
た
」、「
商
業
の
情
欲
に
満
ち
た
通
り
」で
あ
り
、

パ
サ
ー
ジ
ュ
で
は
人
々
の
欲
望
が
そ
こ
で
出
会
う
も
の
を
「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
、
護
符
、

運
命
の
担
保
」
に
変
え
て
し
ま
う
の
だ
と
、
ま
た
そ
こ
で
は
「
集
団
は
永
遠
に

覚
醒
状
態
に
あ
る
、
永
遠
に
動
か
さ
れ
る
存
在
」
で
あ
り
、
家
々
の
壁
の
あ
い

だ
で
「
経
験
し
、
認
識
し
、
思
索
す
る
」
の
だ
と
い
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
バ

ル
ザ
ッ
ク
の
『
人
間
喜
劇
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
一
連
の
作
品
を
、
パ
サ
ー

ジ
ュ
が
も
っ
と
も
繁
栄
す
る
王
政
復
古
期
の
大
衆
社
会
を
「
叙
事
詩
の
集
団
的

（
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な
発
言
形
式
」に
も
と
づ
い
て
書
き
記
し
た
叙
事
文
学
だ
と
説
明
す
る
の
だ
が
、

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
人
間
喜
劇
に
こ
の
時
代
の
商
品
経
済
の
交
換
関
係
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
た
人
間
関
係
が
展
開
さ
れ
る
世
界
を
認
め
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
で

は
、
大
銀
行
家
、
企
業
家
、
医
者
、
商
人
、
高
級
娼
婦
、
高
利
貸
し
、
弁
護
士
、

軍
人
な
ど
の
同
一
の
登
場
人
物
群
が
繰
り
返
し
呼
び
出
さ
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら

の
人
物
は
繰
り
返
し
同
じ
街
路
、
街
角
、
小
部
屋
や
そ
の
片
隅
か
ら
登
場
す
る
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ
の
作
品
の
世
界
に
「
神
話
的
な
構
成
」
を
確
保
す
る
た
め

に
「
特
定
の
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
誌
的
な
輪
郭
」
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
封
建
主
義

社
会
で
は
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
は
王
と
臣
下
の
よ
う
に
、
封
建
的
土
地
所
有
を
基
盤
と
し
た

封レ

ー

ン土
と
地レ

ン

ト代
に
よ
る
直
接
的
な
贈
与
に
も
と
づ
く
権
力
関
係
を
つ
う
じ
て
形
成

さ
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
商
品
生
産
社
会
で
は
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
は
市
場
で
の
商
品
の
交

換
関
係
を
つ
う
じ
て
形
成
さ
れ
る
。
資
本
主
義
社
会
で
は
所
有
権
と
契
約
の
自

由
を
つ
う
じ
て
諸
個
人
は
市

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
と
し
て
自
律
的
な
活
動
領
域
を
獲
得
し
て
い
く

が
、
同
時
に
市

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
社
会
は
ま
す
ま
す
商
品
の
交
換
関
係
に
よ
っ
て
、
商
品 

の
物
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
な
性
格
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
商
品
の
交
換
関
係
に
よ
っ
て
分
化

さ
れ
「
配
置
」
さ
れ
た
機
能
的
役
割
を
つ
う
じ
て
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、バ
ル
ザ
ッ
ク
が
こ
う
し
た
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
に
支
配
さ
れ
た
世
界
を
、「
神

話
的
な
伝
統
＝
伝
承
空
間
」
と
し
て
、
そ
し
て
こ
の
「
神
話
的
な
体
制
」
を
「
こ

の
世
界
の
特
定
の
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

誌
的
輪
郭
」
を
つ
う
じ
て
描
き
だ
す
の
だ
と
、「
パ
リ

こ
そ
が
彼
の
神
話
学
を
培
う
土
壌
な
の
だ
」
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

「
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

誌
」
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
「
神
話
的
な
伝
統
空
間
」
と
同
様
に
、
パ
リ

と
い
う
「
神
話
的
な
伝
統
空
間
の
概
観
」
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し

た
空
間
を
解
く
「
鍵
」
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
パ
リ
を
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
誌
的

な
観
点
か
ら
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
や
門
、
墓
地
、
売
春
宿
、
駅
な
ど
か
ら
組
み
立
て
、

さ
ら
に
殺
人
や
暴
動
、
血
塗
ら
れ
た
交
差
点
、
連
れ
込
み
宿
、
大
火
事
と
い
っ

た
都
市
の
相
貌
を
描
く
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
主
張
す
る
の

で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
で
、「
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
」
を
「
集
団
的
意
識
」

と
結
び
つ
け
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま
ず
、
集
団
的

「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
と
個
人
的
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
に
つ
い
て
、
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
「
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
建
築
」
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
を
引
用
し
つ
つ
、「
十
九
世

紀
は
、
個
人
的
意
識
が
反
省
を
つ
う
じ
て
ま
す
ま
す
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
く
の
に
た
い
し
て
、
集
団
的
意
識
は
ま
す
ま
す
深
い
眠
り
の
な
か
に
沈
ん

で
い
く
時
代
（
時
代
‐
夢Z

eit-trau
m

）
で
あ
る
」、
と
説
明
し
て
い
る
。「
十
九

世
紀
、
そ
れ
は
個
人
主
義
的
な
諸
傾
向
と
集
団
主
義
的
な
諸
傾
向
が
奇
妙
に
浸

透
し
あ
っ
て
い
る
世
紀
で
あ
る
。そ
れ
以
前
の
ほ
と
ん
ど
の
時
代
と
も
違
っ
て
、

こ
の
世
紀
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
（
自
我
、
国
家
、
芸
術
）
に
〈
個
人
主
義
的
な
〉

レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の
だ
が
、
し
か
し
地
下
の
隠
れ
た
世
界
で
は
、
忌
み
嫌
わ
れ

た
日
常
の
領
域
で
は
、
め
ま
い
に
襲
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
集
団
的
な
形

態
の
た
め
の
諸
要
素
を
生
み
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
…
…
こ
の
よ
う
な
素

材
、
つ
ま
り
灰
色
の
建
物
や
、
市
場
、
デ
パ
ー
ト
、
博
覧
会
場
に
、
わ
れ
わ
れ

は
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
つ
ま
り
、
資
本
主
義
社
会
で
は
所
有
権

と
契
約
の
自
由
を
つ
う
じ
て
市

ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
と
し
て
の
個
人
的
意
識
が
確
立
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
が
、
諸
個
人
は
商
品
の
交
換
関
係
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
集
団
的
意

識
は
ま
す
ま
す
め
ま
い
に
襲
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
集
団
的
な

「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
に
と
ら
わ
れ
て
い
く
。
し
か
も
こ
の
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
は
商
品
経
済

を
つ
う
じ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
労
働
力
以
外
に
売
る

も
の
を
所
有
し
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
を
も
と
ら
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
さ
ら
に
、
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
が
「
構
造
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
下

意
識
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
の
に
た
い
し
て
、「
ち
ょ
う
ど

（
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夢
が
生
理
的
過
程
と
い
う
機
構
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
、

構
造
は
そ
の
ま
わ
り
に
〈
芸
術
的
な
〉
建
築
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
よ
う
な

身
体
的
な
過
程
の
役
割
」
を
果
た
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
個
人
に
と
っ

て
外
的
な
も
の
は
集
団
に
と
っ
て
内
的
な
も
の
と
な
り
、個
人
の
内
面
に
は「
器

官
の
感
覚
」
や
病
気
で
あ
る
と
か
健
康
で
あ
る
と
か
の
「
感
覚
」
が
あ
る
よ
う

に
、
集
団
の
内
面
に
は
、
建
築
や
モ
ー
ド
、
さ
ら
に
空
模
様
な
ど
が
あ
り
、
そ

れ
ら
は
「
無
意
識
の
不
定
型
な
夢
の
形
象
」
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
消
化
や
呼

吸
と
同
じ
「
自
然
過
程
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
、
こ
の
「
自
然
過
程
」
を
「
神
話
的
諸
力
の
再
現
勢
化
」
と
し
て
説
明
す

る
。「
資
本
主
義
は
、
夢
を
と
も
な
う
新
た
な
眠
り
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
襲
う
ひ

と
つ
の
自
然
現
象
で
あ
り
、
そ
の
眠
り
の
な
か
で
神
話
的
諸
力
の
再
現
勢
化
が

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
」
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
た
神
話
的
世
界
を
集
団
的
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
と
し
て
論
じ
る
。
こ
う

し
て
マ
ル
ク
ス
の
商
品
の

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

を
め
ぐ
る
議
論
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析

と
結
び
つ
け
ら
れ
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
、
さ
ら
に
十
九
世
紀
の
都
市
パ
リ
の
生
産

様
式
と
流
通
機
構
を
つ
う
じ
て
生
み
だ
さ
れ
る

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

を
「
集
団
」
の
夢
と

し
て
論
じ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
よ
う
に
パ
リ
と
い
う
都
市
の
「
地

ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

誌
」、
神
話
的
な
空

間
が
形
成
さ
れ
る
要
因
を
、
十
九
世
紀
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
交
換
関
係
に

よ
る
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
と
流
通
機
構
に
認
め
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
も
う
ひ

と
つ
の
要
因
を
こ
の
時
代
の
技
術
の
発
展
の
弁
証
法
的
な
性
格
に
見
い
だ
し
て

い
る
。
ド
イ
ツ
語
便
概
の
最
後
の
章
「
オ
ス
マ
ン
あ
る
い
は
バ
リ
ケ
ー
ド
」
の

フ
ラ
ン
ス
語
便
概
で
削
除
さ
れ
た
段
落
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
時
代
の
技

術
に
つ
い
て
、
十
六
世
紀
に
諸
科
学
が
哲
学
か
ら
解
放
さ
れ
た
よ
う
に
、
十
九

世
紀
に
お
け
る
生
産
諸
力
の
発
展
に
よ
っ
て
、
芸
術
か
ら
、
建
築
や
都
市
計
画

な
ど
の
造
形
の
た
め
の
諸
形
式
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。
そ
の
発
端
は
「
エ
ン
ジ
ニ
ア
」
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
る
建
築
で
あ
り
、
写

真
に
よ
る
「
自
然
の
再
現
」
が
そ
れ
に
続
き
、「
空
想
の
産
物
」
が
「
商
業
的

な
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
」
と
し
て
実
用
化
さ
れ
普
及
し
、
文
学
は
新
聞
の
学

芸
欄
に
お
い
て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
形
式
を
と
る
。
マ
ル
ク
ス
で
は
自
然
は
社
会

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
自
然
と
技
術

と
は
対
立
し
な
い
。
む
し
ろ
自
然
の
形
象
は
つ
ね
に
技
術
の
産
物
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
技
術
は
新
た
な
自
然
の
形
象
と
と
も
に
、
新
た
な
自
然
を
見
い
だ
す
の

で
あ
る
。
太
古
の
自
然
の
形
象
の
な
か
に
は
、
そ
の
時
代
の
技
術
が
組
み
込
ま

れ
て
い
て
、
十
九
世
紀
に
生
み
だ
さ
れ
た
技
術
も
ま
た
、
新
た
な
自
然
の
形
象

を
生
み
だ
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
専
門
家
で
あ
れ
ば
今
日
の
建
築
様
式

の
先
駆
け
で
あ
る
よ
う
な
建
造
物
、
す
な
わ
ち
橋
や
古
い
駅
の
ホ
ー
ル
、
ガ
ス

製
造
工
場
が
、「
覚
醒
状
態
にw

ach
en

は
あ
る
が
、
建
築
的
素
養
を
も
た
な

い
感
性
」
に
は
、
流
行
遅
れ
で
、
ど
こ
か
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
あ
た

え
る
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
産
物
が
商

品
と
し
て
市
場
へ
と
参
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
そ
の
敷
居
で
た
め

ら
っ
て
い
る
時
代
に
登
場
す
る
の
が
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
と
室

ア
ン
テ
リ
エ
ー
ル

内
で
あ
り
、
博
覧

会
場
と
パ
ノ
ラ
マ
な
の
だ
と
い
う
。
モ
ー
ド
や
広
告
、
建
築
物
や
政
治
は
、
そ

の
よ
う
な
集
団
の
見
る
夢
の
神
話
的
形
象
と
し
て
、
す
な
わ
ち
集
団
的
意
識
形

態
、
個
々
人
の
思
考
の
外
部
に
あ
る
集
団
的
思
考
形
態
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　
と
り
わ
け
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
問
題
に
す
る
の
は
、
近
代
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
都

市
パ
リ
に
お
け
る

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

の
特
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
オ
ス
マ
ン

の
パ
リ
大
改
造
で
近
代
化
を
遂
げ
る
都
市
パ
リ
を
「
脆
さ
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
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し
て
と
ら
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

草
稿
で
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
が
メ
リ
ヨ
ン
の
エ
ッ
チ
ン
グ
に
つ
い

て
、
そ
こ
に
は
現
に
あ
る
光
景
が
描
か
れ
な
が
ら
、「
死
滅
し
た
、
あ
る
い
は

死
滅
す
る
こ
と
に
な
る
、
過
ぎ
去
っ
た
生
活
の
様
相
」
を
帯
び
て
い
る
と
い
う

点
に
そ
の
独
自
性
が
あ
り
、
メ
リ
ヨ
ン
が
「
あ
れ
ほ
ど
堅
固
な
形
態
が
束
の
間

の
も
の
で
あ
り
、
あ
の
奇
妙
な
美
が
す
べ
て
の
も
の
と
同
様
に
、
消
え
て
な
く

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
こ
と
」を
見
抜
き
、「
都
市
が
生
ま
れ
た
最
初
の
日
か
ら
、

た
え
ず
転
覆
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
、
再
建
さ
れ
て
き
た
街
路
や
路
地
が
語
る
こ
と

ば
」
に
耳
を
傾
け
て
き
た
と
い
う
説
明
を
引
用
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
パ
リ
の
没
落
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
空
想
は
、
技
術
が
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
症
候
で
あ
る
。
そ
う
し
た
空
想
か
ら
語
り
だ

さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
都
市
と
と
も
に
そ
れ
ら
を
完
全
に
破
壊
し
つ
く
す
手
段

も
ま
た
発
達
し
た
と
い
う
お
ぼ
ろ
げ
な
意
識
な
の
で
あ
る
」。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
メ
リ
ヨ
ン
に
よ
る
パ
リ
の
一
連
の
銅
版
画
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う

が
、
都
市
の
「
死
の
影
が
さ
し
た
牧
歌
的
雰
囲
気
」
を
決
定
し
て
い
る
の
は
「
社

会
的
な
基
層
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
近
代
的
な
基
層
」
な
の
だ
と
、
し

か
も
こ
の
「
近
代
的
な
基
層
」
は
、「
パ
リ
が
陥
っ
た
十
九
世
紀
と
い
う
冥
府

＝
地
下
世
界U

n
terw

elt

」
と
い
う
性
格
を
担
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
に
、
さ
ら
に
メ
リ
ヨ
ン
の
エ
ッ
チ
ン
グ
に
、
こ

う
し
た
近
代
化
を
遂
げ
、
移
り
変
わ
る
都
市
パ
リ
に
潜
む
「
都
市
の
地
下
＝
冥

府
的
な
諸
要
素
」
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
都
市
は
い
た
る
と
こ
ろ
「
地
下
＝
冥
府
的
な
諸
要
素
」
を
経

験
す
る
「
境
界
」
に
溢
れ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
「
冥
府
＝
地
下
世
界
」

へ
と
つ
う
じ
る
「
場
所
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
わ
れ
わ
れ
の
覚
醒
状

態
に
あ
る
生
活
も
ま
た
、
そ
の
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
か
ら
冥
府
へ
と
降
り
て

い
く
ひ
と
つ
の
大
地
、
夢
が
流
れ
込
む
人
目
を
ひ
か
な
い
場
所
に
満
ち
た
ひ
と

つ
の
大
地
な
の
だ
」
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
毎
日
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
場
所
を
そ
れ
と
知
ら
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
る
が
、
し
か

し
ひ
と
た
び
眠
り
が
襲
っ
て
く
る
と
、
た
ち
ま
ち
手
探
り
で
そ
う
し
た
場
所
に

立
ち
戻
ろ
う
と
し
、
暗
い
通
路
に
紛
れ
込
む
。
諸
都
市
の
家
々
か
ら
な
る
迷
宮

は
、
白
昼
は
意
識
に
似
て
い
る
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
（
そ
れ
は
諸
都
市
の
過
去
の
生

活
に
つ
な
が
っ
て
い
る
回
廊
だ
）
は
、
昼
間
は
そ
れ
と
気
づ
か
ず
通
り
へ
と
つ

う
じ
て
い
る
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
う
し
て
、
諸
都
市
の
日
常
生
活
に
も
ま
た

人
目
の
つ
か
な
い
場
所
か
ら
「
冥
府
」
へ
と
つ
う
じ
る
「
境
界
」
が
あ
り
、
そ

の
「
境
界
」
は
日
常
生
活
の
神
話
的
な
相
貌
を
支
え
て
い
る
と
論
じ
る
。
と
り

わ
け
都
市
は
、
そ
う
し
た
「
境
界
」
が
「
根
源
的
」
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ

る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
夢
の
な
か
を
べ
つ
に
す
れ
ば
、
諸
都
市
ほ
ど
境
界

G
ren

ze

と
い
う
現
象
が
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
う
る
場
所

は
な
い
。
諸
都
市
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
鉄
道
の
高
架
に
沿
っ
て
、

家
々
の
あ
い
だ
、
公
園
の
な
か
、
川
岸
沿
い
に
走
る
境
目
と
し
て
の
線
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
境
界
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の

飛
び
地
を
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
境
界
は
敷
居S

ch
w

elle

の
よ
う
に
諸
々
の
街
路
の
う
え
に
延
び
て
い
る
」。
パ
リ
と
い
う
都
市
で
は
、

人
間
関
係
は
商
品
の
交
換
関
係
を
つ
う
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
、

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
、

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

は
新
た
な
技
術
を
つ

う
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
鉄
道
、
街
路
、
建
築
物
な
ど
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の

支
配
す
る
領
域
を
拡
大
し
、
し
か
も
た
え
ず
転
覆
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
、
再
建
さ

れ
る
は
か
な
さ
と
と
も
に
発
展
す
る
が
ゆ
え
に
、
日
常
生
活
の
神
話
的
な
相
貌

を
支
え
つ
つ
、
そ
の
均
衡
を
狂
わ
せ
る
「
境
界
」、「
敷
居
」
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

領
域
に
お
い
て
根
源
的
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
十
九
世
紀
は
、
個
人
的
意
識
が
反
省
を
つ
う
じ
て
ま
す

ま
す
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
に
た
い
し
て
、
集
団
的
意
識
は
ま
す

ま
す
深
い
眠
り
の
な
か
に
沈
ん
で
い
く
時
代
（
時
代
‐
夢
）
で
あ
る
」
と
、
そ

し
て
「
目
覚
めE

rw
ach

en

と
は
、
夢
意
識
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
覚
醒
意
識

W
ach

b
ew

u
ß
tsein

と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
か
ら
な
る
ジ
ン
テ
ー
ゼ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」、
と
述
べ
て
い
る
。
十
九
世
紀
は
、
個
人
の
意
識
が
「
覚
醒
意
識
」

と
し
て
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
反
面
、
集
団
的
意
識
が
「
夢
意
識
」

と
し
て
ま
す
ま
す
深
い
眠
り
に
沈
ん
で
い
く
時
代
だ
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
考
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
十
九
世
紀
資
本
主
義
社
会
で
は
所
有
権
と
契
約
の
自
由
を

つ
う
じ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
個
人
的
意
識
が
ま
す
ま
す
自
律
的
で
確
固
た
る

も
の
と
な
っ
て
い
く
に
し
た
が
い
、
集
団
的
意
識
は
商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
、
モ
ー
ド
や
広
告
、
建
築
物
や
政
治
の
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」、「
夢

の
形
象
」
の
な
か
に
沈
ん
で
い
く
と
と
も
に
、
そ
の
「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
階
級
を
も
支
配
し
つ
つ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
「
刺
激
防
御
」
と
し
て

の
集
団
的
意
識
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
の
意

味
で
、商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
を
つ
う
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
支
配
す
る「
物

象
化
」
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
と
っ
て
集
団
的
意
識
の
防
御
装
置
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
、
さ
ら
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
個
人
の
意
識
を
問
う
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
集
団
的
意
識
を

そ
の
眠
り
か
ら
い
か
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
に
あ
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
、
ち
ょ
う
ど
精
神
病
者
を
治
療
す
る
精
神
科
医
の
よ
う
に
、
集
団
の
眠

り
が
生
み
だ
し
た
夢
の
形
象
を
解
釈
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
集
団
を
そ
の
眠

り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ド
イ
ツ
語
便
概
の
フ
ラ
ン

ス
語
便
概
で
削
除
さ
れ
た
段
落
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
崩
壊
に
つ
い
て
最
初

に
語
っ
た
の
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
だ
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
崩
壊
に
は
じ
め
て
そ

の
展
望
を
開
い
た
の
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
だ
と
指
摘
し
、
十
九
世
紀
に
登
場

す
る
パ
サ
ー
ジ
ュ
と
室

ア
ン
テ
リ
エ
ー
ル

内
、博
覧
会
場
と
パ
ノ
ラ
マ
に
つ
い
て
、そ
れ
ら
は「
ひ

と
つ
の
夢
の
世
界
の
残
滓
」
な
の
だ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
目

覚
め
の
さ
い
に
夢
の
諸
要
素
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
弁
証
法
的
思
考
の
模
範
的

な
例
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
に
弁
証
的
思
考
は
歴
史
的
覚
醒
の
器
官
な
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
時
代
も
つ
ぎ
の
時
代
を
夢
見
る
だ
け
で
な
く
、
夢
見
な
が
ら
目
覚
め

へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
。
い
か
な
る
時
代
も
そ
の
終
焉
を
自
分
の
な
か
に
は
ら

ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
終
焉
を
―
―
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
認
識
し
て
い

た
よ
う
に
―
―
狡
知
を
も
っ
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
商
品
経
済
の
動
揺
と
と

も
に
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
は
じ
め
て
い
る
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
の
数
々
が
、
崩
壊
す
る
ま
え
に
す
で
に
廃
墟
と
な
っ
て
い
る
姿
な
の
で

あ
る
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
描
く
廃
れ
た
パ
サ
ー
ジ
ュ

に
商
品
経
済
の
崩
壊
す
る
姿
を
認
め
、
そ
こ
に
目
覚
め
の
契
機
を
見
い
だ
そ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ア
ラ
ゴ
ン
の
『
パ
リ
の
農
夫
』
か
ら
パ
サ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
と
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、「
束
の
間
の
も
の
を
崇
拝

す
る
神
殿
」と
な
り
、「
享
楽
と
呪
わ
れ
た
職
業
と
の
幽
霊
じ
み
た
風
景
」と
な
っ

た
と
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
、さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
過

ぎ
去
っ
た
、
も
は
や
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
諸
事
物
に
お
い
て
情
熱
的
に
働
い

て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
歴
史
家
は
み
ず
か
ら
の
核
心
を
委
ね
る
。
彼
は
こ
の
力

を
拠
り
所
に
し
、
諸
事
物
を
〈
も
は
や
な
い
こ
と
〉
の
ひ
と
つ
の
瞬
間
に
と
っ

て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
認
識
す
る
。〈
も
は
や
な
い
こ
と
〉
の
そ
の
よ
う
な
記

念
碑
が
数
々
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
な
か
で
働
い
て
い
る

力
が
、
弁
証
法
で
あ
る
。
弁
証
法
は
そ
れ
ら
を
か
き
回
し
、〈
革
命
を
起
こ
し

（
47
）

（
48
）

（
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）
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＝
回
転
さ
せrev

o
lu

tio
n
ieren

〉、
も
っ
と
も
上
の
も
の
を
も
っ
と
も
下
の
も

の
に
す
る
」。「
パ
サ
ー
ジ
ュ
の
没
落
の
動
因
」
に
は
、
歩
道
の
拡
張
、
電
灯
、

売
春
宿
の
禁
止
、
外
気
の
文
化
が
あ
っ
た
と
い
う
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
は
、
ガ
ス
灯

や
石
油
ラ
ン
プ
が
灯
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
「
妖
精
の
宮
殿
」
だ
っ
た
が
、
電
気

照
明
と
と
も
に
「
没
落
」
が
、「
反
転U

m
sch

lag

」
が
は
じ
ま
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
、「
ジ
ン
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
弁
証
法
的
反
転
は
目
覚
め
で
あ
る
」
と
、「
弁

証
法
的
に
反
転
す
る
こ
と
の
も
っ
と
も
よ
い
例
と
し
て
の
夢
か
ら
目
覚
め
る
試

み
」と
述
べ
て
い
る
が
、「
生
産
諸
関
係
」あ
る
い
は
そ
の
法
的
表
現
で
あ
る「
所

有
諸
関
係
」
が
「
生
産
諸
力
」
の
「
発
展
形
態
」
か
ら
そ
の
「
桎
梏
」
へ
と
「
反

転
し
」、「
巨
大
な
上
部
構
造
全
体
が
徐
々
に
あ
る
い
は
急
激
に
く
つ
が
え
る

u
m

w
älzen

」
と
い
う
、「
諸
々
の
変
革U

m
w

älzu
n
g
en

」
に
つ
い
て
論
じ
る

マ
ル
ク
ス
の
『
政
治
経
済
学
批
判
』「
序
言
」
の
議
論
を
、
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
と

結
び
つ
け
「
目
覚
め
」
と
し
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
で
、
神
話
的
な
空
間
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
「
通
過
儀

礼
」
の
領
域
で
あ
る
「
境
界
」、「
敷
居
」
が
、
ま
た
同
時
に
「
目
覚
め
の
移
行

空
間
」
で
も
あ
る
と
、
コ
ク
ト
ー
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
ピ
カ
ソ
、
キ
リ

コ
な
ど
の
新
擬
古
典
主
義
や
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
を
例
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
新
擬
古
典
主
義
の
作
品
で
は
「
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
生
き
て
い
る

目
覚
め
の
移
行
空
間
」
が
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
に
よ
っ
て
、
な
か
で
も
男
性
神
ヘ

ル
メ
ス
に
よ
っ
て
一
瞬
ひ
ら
め
く
よ
う
に
通
過
さ
れ
る
。
十
八
世
紀
の
人
文
主

義
的
擬
古
典
主
義
に
お
い
て
は
文
芸
と
音
楽
の
女
性
神
ミ
ュ
ー
ズ
が
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
た
が
、
新
擬
古
典
主
義
で
は
ミ
ュ
ー
ズ
で
は
な
く
、
幸
運
と
富

を
司
り
、
狡
知
に
富
み
術
策
に
た
け
た
、
境
界
の
、
夢
と
眠
り
の
男
性
神
ヘ
ル

メ
ス
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
の

ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
の
意
義
も
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
が
、
と

り
わ
け
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
生
涯
の
物
語
を
「
目
覚
め

つ
つ
あ
る
者
の
空
間
を
叙
述
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
」
点
に
あ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
目
覚
め
」
と
は
、「
夢
意
識
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
「
覚
醒
意
識
」

と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
に
た
い
し

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
だ
と
す
れ
ば
、
目
覚
め
の
瞬
間
は
、
諸
々

の
事
物
が
そ
の
真
の
―
―
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
―
―
相
貌
を
し
め
す
、〈
認

識
可
能
性
の
い
ま
〉
と
一
致
す
る
。
こ
う
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
の
ば
あ
い
、
生
の

最
高
度
に
弁
証
法
的
な
破
断
面
、
つ
ま
り
目
覚
め
か
ら
生
涯
を
描
き
は
じ
め
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
も
そ
も
、「
い
か
な
る
歴
史
記

述
も
目
覚
め
に
よ
っ
て
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

は
ま
さ
に
「
一
九
世
紀
か
ら
の
目
覚
め
を
あ
つ
か
う
の
だ
」
と
説
明
す
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
さ
ら
に
、「〈
認
識
可
能
性
の
い
ま
〉
と
は
、
目
覚
め
の
瞬
間
で
あ

り
」、「
ユ
ン
グ
は
夢
か
ら
目
覚
め
を
遠
ざ
け
て
お
こ
う
と
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
が
、「
目
覚
め
」
を
諸
々
の
事
物
が
新
た
な
配
置
を
も
と
め
て
「〈
も
は
や
な

い
こ
と
〉
の
瞬
間
」
に
お
い
て
、
そ
の
「
境
界
」
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
可
能

性
を
は
ら
ん
だ
〈
い
ま
〉
と
し
て
、
社
会
構
造
の
「
反
転
」、「
変
革
」
の
た
め

の
契
機
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
近
代
」
が
「
根
源
史
」
を
引
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
「
こ
の
時
代
の
社
会
的
諸
関
係
と
社
会
的
所
産
に
特
有
な
二
義
性
」

を
つ
う
じ
て
生
じ
る
の
だ
と
、
ド
イ
ツ
語
便
概
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
二
義
性
は
弁
証
法
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
静
止
状
態
に

お
け
る
弁
証
法
の
法
則
で
あ
る
。
こ
の
静
止
状
態
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
弁
証
法
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
夢
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
が
、
商
品
そ
の
も
の
を
提
供
す
る
、
つ
ま
り
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
と
し
て
。
そ
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
家
で
も
あ
り
街
路
で
も
あ
る
パ
サ
ー
ジ
ュ
を
、
売
り
子
と

（
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商
品
を
一
身
に
兼
ね
る
娼
婦
を
提
供
す
る
」。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

草
稿
で
、「
目
覚
め
に
お
い
て
夢
は
静
止
す
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
と

し
て
の
二
義
性
は
「
夢
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
お
い
て
弁
証
法
的
に
展
開
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
売
り
子
と
商
品
を
一
身
に
兼
ね
る
娼
婦
」
と
同
様
に
、

労
働
力
し
か
売
る
も
の
を
所
有
し
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
、
商
品
と
し
て

の
労
働
力
を
売
る
こ
と
で
み
ず
か
ら
の
自
由
を
拘
束
す
る
、
す
な
わ
ち
契
約
の

自
由
を
つ
う
じ
て
み
ず
か
ら
の
自
由
を
制
限
す
る
商
品
と
し
て
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性

格
か
ら
反
転
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
静
止
状
態
と
し
て

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
な
に
か
到
達
さ
れ
る
べ
き
理
想
の
状
態
で
は
な
く
、
資
本

主
義
社
会
を
支
配
す
る
生
産
諸
関
係
を
「
反
転
」
さ
せ
る
「
境
界
」、「
敷
居
」

と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
夢
と
は
「
十
九
世

紀
の
根
源
史
に
つ
い
て
証
言
し
て
く
れ
る
発
掘
が
行
わ
れ
る
大
地
」
で
あ
り
、

「
十
九
世
紀
と
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
表
現
を
も
ち
い
る
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
の
夢
の
な
か
に
介
入
し
て
く
る
ざ
わ
め
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ

は
目
覚
め
る
と
き
に
解
釈
す
る
の
だ
」
と
論
じ
る
。
パ
サ
ー
ジ
ュ
は
、「
夢
と
同

様
に
、
外
面
を
も
た
な
い
建
物
、
通
り
」
で
あ
り
、「
大
都
市
の
も
っ
と
も
隠

れ
た
様
相
」
と
し
て
、「
古
代
人
た
ち
が
夢
見
た
建
築
、
す
な
わ
ち
迷
宮
を
実

現
し
た
」
の
だ
と
、
そ
こ
で
大
都
市
を
「
迷
宮
」
と
し
て
出
現
さ
せ
た
の
が
、

商
品
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
と
、
商
品
を
追
い
求
め
る
消
費
者
で
あ
る
群
衆
の
「
陶

酔
」
―
―
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
を
と
も
に
支
配
す

る
―
―
だ
と
い
う
の
だ
が
、
集
団
的
意
識
と
集
団
的
無
意
識
を
構
成
す
る
こ
の

群
衆
の
「
陶
酔
」
の
意
味
を
問
い
な
お
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
の
さ
い
、
近
代
社
会
に
お
い
て
事
物
が
資
本
主
義
的
生
産

様
式
の
な
か
で
、
ま
す
ま
す
商
品
と
し
て
の
性
格
を
担
う
さ
い
の
、
そ
の
商
品

の
弁
証
法
的
な
二
重
の
性
格
を
問
題
に
す
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
商
品
経
済
、

信
用
経
済
の
な
か
で
、
事
物
が
ま
す
ま
す
商
品
と
し
て
流
通
し
、
都
市
の
群
衆

が
ま
す
ま
す
「
顧
客
＝
依
頼
者
」
と
し
て
の
性
格
を
担
う
こ
と
に
な
る
に
し
た

が
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
大
衆
社
会
の
あ
り
方
を
、「
陶
酔
」
の
二
重
の
意
味

作
用
、「
商
品
へ
の
感
情
移
入
」
と
「
無
機
的
な
も
の
へ
の
感
情
移
入
」、
フ
ロ

イ
ト
の
用
語
に
置
き
換
え
る
な
ら
「
欲
望B

eg
ierd

e

」
と
「
欲
動T

rieb

」
を

つ
う
じ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。

　
一
方
に
お
い
て
、
商
品
は
流
通
過
程
に
お
い
て
商
品
形
態
と
し
て
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的

性
格
を
、
す
な
わ
ち
商
品
が
「
使
用
価
値
」
と
し
て
具
体
的
・
感
性
的
な
性
格

を
も
つ
と
同
時
に
、
交
換
過
程
に
お
い
て
抽
象
的
・
普
遍
的
な
「
価
値
」
を
担
っ

て
い
る
。
商
品
は
そ
の
と
き
、
フ
ロ
イ
ト
の
快
楽
原
則
に
お
け
る
「
欲
望
」
の

対
象
と
し
て
弁
証
法
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
商
品
形
態
は
自

由
な
諸
個
人
の
商
品
に
た
い
す
る
欲
望
を
つ
う
じ
て
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
由
な
諸
個
人
の
関
係
は
商
品
交
換
を
つ
う
じ
て
形
成
さ
れ
る
商
品

の
対
象
的
性
格
、
幻
想
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』

第
一
巻
で
商
品
形
態
、
さ
ら
に
貨
幣
形
態
の
「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
」
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
金
融
資
本
、「
利
子
生
み
資
本
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
第
三

巻
に
お
い
て
ふ
た
た
び
、「
利
子
生
み
資
本
」
に
お
い
て
資
本
が
「
利
子
の
、

資
本
自
身
の
増
殖
の
神
秘
的
で
、
自
己
創
造
的
な
源
泉
」
と
し
て
「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的

な
形
態
」
を
担
う
こ
と
に
な
る
と
、
つ
ま
り
「
貨
幣
市
場
」
に
お
い
て
、「
貨

幣
を
生
む
こ
と
」
が
「
貨
幣
資
本
と
し
て
の
資
本
の
形
態
に
特
有
の
も
の
」
で

あ
り
、
そ
こ
に
貨
幣
資
本
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
性
格
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
マ
ル
ク

ス
は
、
商
品
の
、
さ
ら
に
貨
幣
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
を
、
商
品
に
た
い
す
る
消
費

者
の
、
さ
ら
に
貨
幣
に
た
い
す
る
「
財
産
形
成
者
」
の
「
願
望W

u
n
sch

」
の

対
象
と
し
て
問
題
に
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
の
な
か
で
な
に
よ

り
商
品
の
、
さ
ら
に
貨
幣
資
本
の
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
神
的
性
格
が
生
ま
れ
て
く
る
要
因
を
、

（
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（
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「
商
品
へ
の
感
情
移
入
」、「
交
換
価
値
そ
の
も
の
へ
の
感
情
移
入
」
と
い
う
概

念
を
つ
う
じ
て
説
明
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
欲
望
の
概
念
と
関
係

す
る
。
ル
カ
ー
チ
に
お
い
て
も
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
も
「
物

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム

神
性
」
は
主
体

の
欲
望
の
対
象
で
あ
る
商
品
と
の
あ
い
だ
の
弁
証
法
的
関
係
に
お
い
て
理
解
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
一
章
第
四
節
「
商
品
の
物

神
的
性
格
と
そ
の
秘
密
」
で
問
題
に
す
る
商
品
交
換
と
商
品
の
「
物
神
的
」
性

格
に
つ
い
て
の
議
論
に
も
と
づ
き
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
が
商
品
の
交
換
関

係
を
つ
う
じ
て
対
象
的
性
格
、「
物
神
的
」
性
格
を
担
い
、
こ
の
対
象
性
の
合

理
的
法
則
が
人
間
関
係
を
支
配
す
る
と
い
う
、
さ
ら
に
産
業
資
本
主
義
社
会
に

お
け
る
労
働
力
の
商
品
化
が
交
換
関
係
を
つ
う
じ
て
人
間
関
係
の
す
べ
て
の
痕

跡
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
、「
物
象
化
」の
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
商
品
を
す
で
に
自
然
の
事
物
か
ら
解
放
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
性
格
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理

解
し
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
商
品
は
フ
ロ
イ
ト
が
『
快
楽
原
則
の
彼
岸
』
で
論

じ
る
「
欲
動
」
と
関
係
す
る
。『
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
』
で
は
、
商
品
経
済
に

お
け
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
機
能
転
換
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
商
品
に
お
い
て
事

物
は
そ
の
具
体
的
・
感
性
的
な
諸
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
志
向
に
お
け
る
有
機
的
な
諸
連
関
の
破
壊
」
と
関
係

す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
商
品
に
は
事
物
を
有
機
的
な
諸
連
関
か

ら
切
り
離
す
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
を
、
そ
こ
に
は
「
無
機
的
な

も
の
へ
の
感
情
移
入
」、
す
な
わ
ち
生
命
を
も
た
な
い
無
機
的
な
物
質
で
あ
る

と
と
も
に
、市
場
に
お
い
て
商
品
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
、

あ
る
い
は
流
通
機
構
を
崩
壊
さ
せ
る
物
質
に
た
い
す
る
感
情
移
入
が
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
欲
動
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
自
由
な
諸
個
人
の
経
済
的
な
活
動
を
生
む
と
同
時
に
、
自
由
な
諸
個
人

の
関
係
を
商
品
の
対
象
的
性
格
、
幻
想
に
よ
っ
て
支
配
す
る
、
と
い
う
欲
望
の

弁
証
法
に
よ
っ
て
商
品
経
済
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
商
品
経
済
の

流
通
を
成
立
さ
せ
る
欲
望
充
足
の
運
動
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、
そ
う
し
た
流
通

過
程
を
、
有
機
的
な
諸
連
関
を
破
壊
す
る
「
無
機
的
な
も
の
へ
の
感
情
移
入
」、

す
な
わ
ち
蒐
集
家
や
投
機
家
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
流
通
過
程
に
よ
っ
て
充

足
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
流
通
過
程
を
破
壊
す
る
そ
れ
自
身
と
し
て
再
生
産
さ

れ
る
欲
動
―
―
フ
ロ
イ
ト
の
「
死
の
欲
動T

o
d
estrieb

」
―
―
を
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
は
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
問
題
は
、
欲
望
の
構

造
、
欲
望
の
再
生
産
過
程
、
す
な
わ
ち
商
品
経
済
、
金
融
経
済
に
お
い
て
欲
望

が
け
っ
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
再
生
産
さ
れ
る
そ
の
過
程
そ
の
も
の
、
す

な
わ
ち
フ
ロ
イ
ト
の
欲
動
の
機
構
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
関
心
は
、

商
品
交
換
と
商
品
の
「
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
的
」
性
格
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た

関
係
か
ら
た
え
ず
生
み
だ
さ
れ
、「

幻
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
ゴ
リ
ー

像

」
を
再
生
産
す
る
と
同
時
に
破
壊

す
る
欲
動
の
弁
証
法
的
な
機
構
に
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
資
本
主
義
社
会
の
生

産
関
係
を
「
反
転
」
さ
せ
る
べ
く
、
こ
の
欲
動
の
機
構
を
、
社
会
を
変
革
す
る

た
め
の
諸
要
素
へ
と
転
換
す
る
方
法
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）V

g
l. B

en
jam

in
, W

alter: P
aris, C

ap
itale d

u
 X

IX
em

e S
iecle. E

x
p
o
sé, G

S
 V

 
4
6
, 6

2
.

（『
パ
リ
論
／
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
集
成
』
久
保
哲
司
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
五
年
、

十
三
頁
、四
七
頁
、参
照
）; D

as P
assag

en
-W

erk
, G

S
 V

 K
1
a, 7

, O
0, 8

. 

（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』、
三
島
憲
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）; G

ied
io

n
, 

S
ig

fried
: B

u
ild

in
g
 in

 F
ra

n
ce, B

u
ild

in
g
 in

 Iro
n
, B

u
ild

in
g
 in

 F
erro

co
n
cret. 

S
an

ta M
o
n
ica 1

9
9
5
, p

. 8
7
.

（
２
）B

en
jam

in
, D

as P
assag

en
-W

erk
, G

S
 V

 K
2
, 5

.

（
３
）V

g
l. eb

d
., G

S
 V

 K
2
, 5

. 

（
４
）
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
も
、「
マ
ル
ク
ス
は
明
ら
か
に
、
こ
の
土
台
‐
上
部
構
造

モ
デ
ル
を
機
械
論
的
な
い
し
因
果
論
的
に
適
用
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
そ
れ
を
弁
証
法
的

（
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）
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に
用
い
て
い
る
」、
と
論
じ
て
い
る
。C

f. H
arv

ey
, D

av
id

: A
 C

o
m

p
an

io
n
 to

 M
arx

’

s 
C
ap

ital. L
o
n
d
o
n
/N

ew
 Y

o
rk

 2
0
1
0
, p

. 1
9
9
. 

（
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『〈
資
本
論
〉

入
門
』
森
田
成
也
・
中
村
好
孝
訳
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
〇
―
一
頁
、
参
照
）

（
５
）B

en
jam

in
, a.a.O

., G
S
 V

 N
1
a, 6

.

（
６
）E

b
d
., G

S
 V

 N
2
a, 4

.

（
７
）
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
表
現
」
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
『
意
味
の
論
理
学
』
で
「
出
来
事
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
出
来
事
」
に
お
い
て
原
因
と
結
果
は
独
立
し
て
い
る
こ

と
を
強
調
し
、
メ
ス
と
肉
は
「
切
る
」
と
い
う
出
来
事
を
規
定
す
る
条
件
だ
が
、「
切
る
」

と
い
う
出
来
事
は
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
独
立
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。C

f. D
eleu

ze, 
G

illes: L
o
g
iq

u
e d

u
 sen

s, P
aris. 1

9
6
9
.

（
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
意
味
の
論
理
学
』
岡

田
弘
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七
年
）

（
８
）V

g
l. K

o
rsch

, K
arl: K

arl M
arx

. F
ran

k
fu

rt a.M
. 1

9
6
7
, S

. 1
9
0
. 

（
カ
ー
ル
・

コ
ル
シ
ュ
『
マ
ル
ク
ス
　
そ
の
思
想
の
歴
史
的
批
判
的
再
構
成
』
野
村
修
訳
、
未
来
社
、

一
九
六
七
年
、
二
九
〇
頁
、
参
照
）

（
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g
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en
jam

in
, P

aris, D
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au
p
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IX
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f. 

（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
パ
リ
論
／
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
集
成
』、.

十
四
―
五
頁
、
参
照
）

（
10
）V

g
l. A

d
o
rn

o
, T

h
.W

. u
n
d
 B

en
ja

m
in

, W
.: B

riefw
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sel. F
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n
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fu

rt a
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. 
1
9
9
4
, S

. 1
3
9
. 

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
　
ア
ド
ル
ノ
往
復
書
簡
』
野
村
修
訳
、
晶
文
社
、

一
九
九
九
年
、
一
一
四
頁
、
参
照
）

（
11
）V

g
l. eb

d
. 

（
同
書
、
一
一
五
頁
、
参
照
）

（
12
）V

g
l. eb

d
., S

. 1
4
1
. 

（
同
書
、
一
一
六
頁
、
参
照
）

（
13
）V

g
l. eb

d
., S

. 1
4
1
f. 

（
同
書
、
一
一
六
―
七
頁
、
参
照
）

（
14
）V

g
l. eb

d
., S

. 1
4
0
. 

（
同
書
、
一
一
五
頁
）

（
15
）E

b
d
., S

. 1
4
1
. 

（
同
書
、
一
一
六
頁
）

（
16
）E

b
d
. 

（
同
書
、
同
頁
）

（
17
）E

b
d
. 

（
同
書
、
同
頁
）

（
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）E

b
d
., S

. 1
3
9
. 

（
同
書
、
一
一
五
頁
）

（
19
）V

g
l. eb

d
., S

. 1
5
7
. 

（
同
書
、
一
三
九
頁
、
参
照
）

（
20
）V

g
l. eb

d
., S

. 8
3
f. 

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
　
ア
ド
ル
ノ
往
復
書
簡
』、
八
九
―
七
〇
頁
、

参
照
）; B

en
jam

in
, B

rief an
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o
rk
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o
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 1
6
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 1
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（
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ン
グ
『
現
代
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の
た
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』
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集
２
、
高
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・
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、
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、
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頁
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