


i　　

《思想＊多島海》シリーズ　5

記憶･暴力･システム
メディア文化の政治学

伊 藤 　 守

法政大学出版局



ii



iii　　はじめに

は
じ
め
に

　

い
ま
、
日
本
社
会
に
お
い
て
途
方
も
な
い
か
た
ち
で
生
起
し
て
い
る
変
化
と
は
い
か
な
る
変
化
な
の
か
。

　

本
書
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
視
点
か
ら
、
こ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
五
年
ほ
ど
の
間
に
書
い
た
文
章
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
筆
者
は
個
人
的
に
「
九
〇
年
代
問
題
」
と
名
づ
け
、
ど
こ
が
、
ど
う
変
容
し
て
い

る
の
か
、
具
体
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
立
っ
て
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
て
き
た
。
本
書
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
、
手
探
り
の

試
み
の
産
物
で
あ
る
。

　

い
ま
「
九
〇
年
代
問
題
」
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
「
消
費
社
会
論
」
へ
の
違
和
感
か
ら
発
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に

経
験
し
た
数
々
の
出
来
事
が
┠
┨
実
際
は
そ
の
変
容
の
発
端
が
八
〇
年
代
の
前
半
に
あ
っ
た
、
と
い
ま
は
考
え
て
い
る

┠
┨
「
高
度
消
費
社
会
論
」
が
描
き
出
し
た
現
代
社
会
の
特
徴
と
は
お
よ
そ
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と

感
じ
た
私
の
違
和
感
は
は
な
は
だ
不
確
か
な
も
の
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
違
和
感
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
消
費
社
会
論
」
で
展
開
さ
れ
た
論
議
に
は
、
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
第
一
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
産
出
す

る
大
量
の
記
号
の
消
費
を
通
じ
て
欲
望
そ
の
も
の
が
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
は
、
そ
の
浮
遊
す
る
記
号
と
相
関
し

て
身
体
が
生
き
る
肉
体
と
し
て
の
マ
チ
エ
ー
ル
の
強
度
を
失
い
は
じ
め
て
い
る
こ
と
、
第
三
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
権
力
が
抑
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圧
や
暴
力
と
し
て
は
現
象
せ
ず
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
抑
圧
で
あ
れ
暴
力
で
あ
れ
政
策
遂
行
で
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
政
治
的

行
為
の
正
当
性
と
妥
当
性
の
調
達
を
目
的
と
す
る
合
意
の
政
治
学
の
プ
ロ
セ
ス
に
生
じ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
権

力
の
主
要
な
舞
台
が
恣
意
的
な
記
号
の
連
鎖
が
つ
く
り
出
す
モ
ー
ド
＝
魅
惑
の
空
間
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
を
明
確
に
析
出
し
た
「
消
費
社
会
論
」
が
私
た
ち
の
日
常
生
活
や
経
験
を
構
成
す
る
力
の
一
つ
の

側
面
を
リ
ア
ル
に
分
析
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
ま
た
現
代
社
会
論
と
し
て
の
「
消
費
社
会
論
」
の
有
効
性
は

い
ま
な
お
存
在
す
る
こ
と
も
確
か
な
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
「
消
費
社
会
論
」
の
権
力
概
念
だ
け
で
は
説
明
し
え
な

い
、
メ
デ
ィ
ア
と
身
体
と
権
力
の
新
た
な
編
制
モ
ー
ド
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
等
々
い
く
つ
か
の
疑
問
が

膨
れ
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
指
摘
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
に
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
し
た
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
築
と
一
体
と
な
っ
た

労
働
や
生
産
過
程
に
お
け
る
身
体
と
行
為
の
再
編
と
い
う
事
態
の
進
展
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
浮
遊
す
る
記
号
」
の
消
費
過

程
の
問
題
系
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
と
身
体
の
問
題
系
を
ど
う
把
握
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
か
か

わ
る
。
第
二
に
、
映
像･

音
声
・
語
り･

テ
ロ
ッ
プ
と
い
っ
た
記
号
の
複
合
的
な
編
制
を
つ
う
じ
て
独
自
の
表
情
を
備
え

た
「
テ
レ
ビ
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
造
形
さ
れ
、
私
た
ち
の
感
覚
や
世
界
認
識
が
こ
の
「
テ
レ
ビ
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
の
相

互
作
用
の
な
か
で
変
容
し
て
い
る
事
態
、
こ
れ
を
「
浮
遊
す
る
記
号
」「
魅
惑
の
空
間
」
と
位
置
づ
け
る
だ
け
で
は
変
化

の
核
心
部
分
を
見
逃
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
第
三
に
、「
テ
レ
ビ
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
編
制

と
相
関
す
る
か
た
ち
で
、
実
は
テ
レ
ビ
が
合
意
の
政
治
学
の
プ
ロ
セ
ス
に
決
定
的
な
か
た
ち
で
関
与
・
介
入
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
問
題
は
、
湾
岸
戦
争
の
際
の
国
際
的
な
ニ
ュ
ー
ス
映
像
┠
┨
そ
し
て
九･

一
一
の
ニ
ュ
ー
ス

映
像
┠
┨
を
日
常
世
界
で
消
費
す
る
経
験
を
つ
う
じ
て
、
集
合
的
政
治
主
体
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
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グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
メ
デ
ィ
ア
資
本
を
背
景
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
が
描
く
文
化
の
地
政
学
的
構
図
が
変
容
し
、
オ
ー

デ
ィ
エ
ン
ス
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
再
定
位
さ
れ
る
過
程
と
深
く
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
漠
然
と
し
た
問

題
関
心
で
あ
っ
た
。

　

端
的
に
い
え
ば
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
を
貫
く
「
日
本
国
家
の
再
定
義
」
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
政
治
過

程
に
お
い
て
、
状
況
を
定
義
し
、
そ
れ
以
外
の
定
義
、
そ
れ
以
外
の
認
識
を
許
さ
な
い
仕
組
み
を
構
造
化
す
る
強
力
な
権

力
装
置
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
が
、
と
り
わ
け
テ
レ
ビ
が
圧
倒
的
な
パ
ワ
ー
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
消
費
社
会
化
」
と
い
う
文
脈
よ
り
は
、
情
報
化
と
い
わ
れ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
革
新
と
「
ポ
ス 

ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
そ
し
て
「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
概
念
が
指
示
す
る
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
経
済
、

政
治
の
分
野
が
複
雑
に
結
び
つ
い
た
歴
史
的
な
変
容
の
な
か
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
や
政
治
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
メ
デ

ィ
ア
が
発
す
る
声
に
、
と
き
に
は
反
発
し
、
と
き
に
は
共
感
す
る
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
、
こ

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
成
立
す
る
集
合
的
文
化
の
政
治
性
を
考
え
た
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心

か
ら
し
て
、
当
時
多
く
の
社
会
学
者
が
論
及
し
て
い
た
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
か
ら
、
私
は
距
離
を
お
か
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
思
考
の
導
き
の
糸
と
な
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
研
究
で
あ
る
。

　

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
文
献
と
と
も
に
、
私
の
問
題
関
心
を
か
た
ち
あ
る
も
の
に
し
て
い
く
作
業
に
お
い

て
、
重
要
な
意
味
を
も
ち
続
け
た
一
冊
の
本
に
ぜ
ひ
と
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
『
天
皇
の
逝
く

国
で
』（
一
九
九
四
年
、
み
す
ず
書
房
）で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
問
題
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
具
体

的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
立
っ
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
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こ
の
本
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
あ
る
事
件
」
が
な
け
れ
ば
、
普
通
の
お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
、
と
し
て
過
ご

し
た
で
あ
ろ
う
人
た
ち
で
あ
る
。

　

そ
の
ひ
と
り
、
知
花
昌
一
は
、
沖
縄
で
国
民
体
育
大
会
が
開
催
さ
れ
た
一
九
八
九
年
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技
の
会
場
で

掲
揚
台
に
上
が
っ
て
日
の
丸
の
旗
を
引
き
下
ろ
し
、
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
つ
け
る
挙
に
出
た
人
で
あ
る
。
こ
の
事
件
後
、
彼

の
経
営
す
る
ス
ー
パ
ー
に
は
、
連
日
、「
国
賊
、
知
花
昌
一
に
天
罰
を
く
だ
せ
」
と
叫
ぶ
、
拡
声
器
を
載
せ
た
黒
い
ト
ラ

ッ
ク
が
押
し
か
け
た
。
さ
ら
に
、
建
造
物
侵
入
と
器
物
破
損
だ
け
を
告
訴
事
実
と
し
た
告
訴
状
に
対
し
て
、「
国
の
検
察

官
に
よ
る
起
訴
状
は
、
一
貫
し
て
『
国
旗
』
と
い
う
語
」
を
使
っ
た
の
だ
と
い
う
。
当
時
、
日
の
丸
は
ど
ん
な
法
的
文
書

に
も
公
式
の
日
本
国
旗
と
し
て
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

　

つ
ぎ
に
語
ら
れ
る
の
は
、
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
自
衛
隊
員
の
夫
の
神
道
神
社
へ
の
合
祀
に
国
家
が
関
与
し
た
こ
と

の
合
法
性
を
問
う
た
中
谷
康
子
で
あ
る
。
宗
教
的
権
利
の
侵
害
を
理
由
と
し
た
訴
訟
か
ら
一
五
年
が
経
過
し
た
一
九
八
八

年
、
最
高
裁
は
敗
訴
を
宣
告
す
る
。
告
訴
し
て
か
ら
す
ぐ
、
彼
女
の
も
と
に
「
脅
迫
や
罵
倒
の
電
話
や
手
紙
が
殺
到
し
は

じ
め
た
」。「
判
決
が
気
に
く
わ
な
い
な
ら
、
出
て
い
け
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
国
へ
」「
け
が
れ
も
の
、
日
本
の
土
地
に
は

い
る
な
」
と
い
う
脅
迫
の
声
が
。

　

そ
し
て
一
九
八
八
年
の
冬
、
天
皇
の
病
気
の
回
復
を
、
と
の
主
旨
で
全
国
各
地
に
記
帳
所
が
置
か
れ
た
な
か
、「
天
皇

の
戦
争
責
任
は
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
定
例
の
県
議
会
で
発
言
し
た
元
長
崎
市
長
の
本
島
等
。
彼
は
全
国
か
ら
激
し
い
指

弾
を
浴
び
る
。

　

市
民
的
不
服
従
の
権
利
を
主
張
し
た
知
花
、
国
が
憲
法
の
規
定
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
の
不
当
性
を
身
を
も
っ
て
訴
え
た

中
谷
、
自
己
の
良
心
に
従
っ
て
歴
史
に
対
し
て
責
任
を
と
る
こ
と
と
は
な
に
か
を
示
し
た
本
島
、
こ
の
三
人
の
経
験
┠
┨
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そ
し
て
も
し
か
す
る
と
、
誰
も
が
経
験
す
る
か
も
し
れ
な
い
┠
┨
を
紹
介
し
た
の
は
、
彼
ら
の
行
為
を
賞
賛
す
る
た
め
で

は
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
が
問
い
と
し
て
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
、
そ
の
経
験
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
問
い
と
は
単
純
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
自
明
性
の
内
に
い
る
か
ぎ
り
、
な
か
な
か
気

が
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
事
柄
を
書
き
、
発
言
す
る
と
い
う
言
語
行
為
が
い
か
に
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
題
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
事
態
が
い
か
に
深
く
、
闘
争
や
葛
藤
と
か
か
わ

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
人
が
経
験
し
た
の
は
、
日
本
人
の
大
多
数
が
共
有
す
る
価
値
や
見
解
を
「
常
識
」

と
し
て
押
し
付
け
る
強
力
な
圧
力
で
あ
る
。「
常
識
」
と
い
う
名
の
も
と
に
生
産
さ
れ
た
多
数
派
の
声
は
、
少
数
派
の
声

を
押
し
つ
ぶ
し
、
排
除
す
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
多
数
派
が
つ
く
る
声
と
衝
突
す
る
。
み
ず
か
ら
が
発
言
し
な
け
れ
ば
か
き

消
さ
れ
て
し
ま
う
声
を
、
も
う
一
つ
の
声
、
と
し
て
多
数
派
の
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
「
高
度
情
報
化
社
会
」
が
到
来
し
た
と
い
わ
れ
た
┠
┨
誰
も
が
自
由
に

情
報
を
発
信
で
き
る
時
代
の
到
来
と
喧
伝
さ
れ
た
┠
┨
「
日
本
」
と
い
う
こ
の
国
で
暮
ら
す
私
た
ち
の
、
こ
う
し
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
暴
力
性
は
、
私
が
「
九
〇
年
代
問
題
」
と
名
づ
け
た
「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
台
頭
や
「
ポ

ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
そ
し
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
ど
の
よ
う
な
布
置
関
係
に
あ
る
の
か
。

　

大
多
数
が
共
有
す
る
価
値
や
見
解
を
「
常
識
」
と
し
て
押
し
付
け
る
強
力
な
圧
力
を
形
成
す
る
メ
デ
ィ
ア
、
日
々
の
経

験
を
自
明
な
も
の
に
編
制
し
、
し
か
も
そ
の
自
明
性
を
、
変
化
を
と
も
な
い
な
が
ら
組
み
替
え
る
強
力
な
パ
ワ
ー
を
も
っ

た
メ
デ
ィ
ア
に
焦
点
を
お
き
な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
生
産
と
消
費
を
ふ
く
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
全
体
の
問

題
と
、
そ
れ
を
消
費
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
行
為
を
考
え
る
こ
と
が
本
書
に
収
録
し
た
文
章
の
狙
い
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
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ん
、
そ
の
問
題
の
端
緒
と
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
側
面
を
示
し
え
た
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
。

　

本
書
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
は
そ
の
時
々
の
関
心
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
体
系
性
や
一
貫
性
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
Ⅰ
部
、
Ⅱ
部
、
Ⅲ
部
、
Ⅳ
部
と
し
た
本
書
の
構
成
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
を
込
め
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
部
第
一
章
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
課
題
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
を
対
象
に
し
て
論
じ
た
。
い

ま
『
天
皇
の
逝
く
国
で
』
を
通
し
て
見
た
よ
う
に
、
個
人
が
生
き
る
現
実
は
、
つ
ね
に
非
対
称
的
な
権
力
関
係
を
通
じ
て

成
り
立
っ
て
い
る
。
日
常
的
な
書
く
・
話
す
と
い
う
言
語
行
為
で
す
ら
、
こ
の
非
対
称
的
な
権
力
関
係
を
離
れ
て
は
語
れ

な
い
し
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
自
体
、
そ
の
関
係
を
強
化･

補
完
・
相
補
し
て
も
い
る
。
フ
ー
コ
ー
が
述
べ

た
系
譜
学
的
な
探
求
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
あ
る
社
会
に
内
在
す
る
一
個
の
組
織
さ
れ
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
制
度
と
機
能

に
結
び
つ
い
た
中
心
化
す
る
諸
権
力
の
諸
効
果
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
知
、
地
位
の
低
い
、
無
資
格
の
、
資
格
剥
奪
さ
れ

た
知
と
の
関
係
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
で
渦
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
は
、「
書
け
る
こ
と
」「
発
言
で
き
る
こ
と
」
の
背
後
に
あ
る
「
書
け
な
い
こ
と
」「
発

言
で
き
な
い
こ
と
」、「
喧
伝
さ
れ
た
声
」
の
陰
に
隠
さ
れ
た
「
無
視
さ
れ
排
除
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
声
」
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
声
が
錯
綜
す
る
言
説
空
間
の
諸
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
、
分
析
の
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
展
開
さ
れ
る
社
会
の
、
構
造
的
で
、
し
か
も
関
係
論
的
な
「
場
」
の
問
題
を
解
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
し
か

し
、
従
来
の
社
会
学
理
論
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
支
配
的
な
声
と
局
所
的
な
声
や
記
憶
と
の
、
衝
突
や

闘
争
を
と
も
な
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
を
十
全
に
解
き
明
か
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、
こ
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の
問
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
理
論
的
な
考
察
を
加
え
、
闘
争
や
葛
藤
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

ら
え
る
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
本
書
全
体
の
視
点
で
も
あ
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
、
九
〇
年
代
か
ら
今
日
に
至
る
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
継
続
的
に
編

制
さ
れ
た
言
説
の
政
治
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
研
究
に
お
け
る
階
級
概
念
の
再
検

討
の
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
た
上
で
、
日
本
の
新
聞
の
紙
面
に
表
象
さ
れ
た
「
主
体
」
の
変
容
を
描
い
て
い
る
。「
労
働
す
る

主
体
」
か
ら
「
消
費
す
る
主
体
」
へ
の
位
置
取
り
の
移
行
、「
民
」
と
い
う
浮
遊
す
る
記
号
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
の
獲
得
過
程
は
、「
自
己
責
任
」
の
名
の
も
と
に
進
行
す
る
現
在
の
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
心
情
の
発
端
に
位
置

し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
デ
ィ
ア
表
象
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
「
階
級
」

を
め
ぐ
る
言
説
編
制
の
転
換
が
決
定
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

第
三
章
で
は
、
九
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
対
象
に
、
現
代
女
性
の
表
象
に
照
準
し
な
が
ら
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
読
解
の
多
様
性
を
照
射
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
教
育
が
叫
ば
れ
、
女
性
の
社
会
進
出
が

す
す
ん
だ
と
さ
れ
る
な
か
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
世
界
は
多
様
な
女
性
の
声
を
男
性
主
導
社
会
の
現
実
と
矛
盾
し
な
い
か
た

ち
で
平
板
化
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　

第
四
章
で
は
、
日
本
の
戦
後
史
を
め
ぐ
る
記
憶
・
表
象
の
問
題
を
『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
』
と
『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
』

と
い
う
二
つ
の
番
組
に
即
し
て
論
じ
た
。
こ
の
「
は
じ
め
に
」
を
書
い
て
い
る
二
〇
〇
五
年
一
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
の
記
者
会
見
で
、
政
治
家
に
よ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
の
政
治
的
介
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
る
み
に
で
た
。
言
論
機
関
と
し
て

の
存
在
意
義
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
ま
さ
に
大
多
数
が
共
有
す
る
価
値
や
見
解
を
「
常
識
」
と
し
て
押
し

付
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
表
象
の
政
治
性
が
露
呈
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
問
題
は
、
Ｎ
Ｈ
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Ｋ
と
い
う
放
送
機
関
や
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
と
政
治
権
力
と
の
関
係
、
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
改
竄
を
国
民
の
「
常

識
」
に
即
し
て
み
れ
ば
「
致
し
方
な
い
」
と
支
持
す
る
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
問
題
な
の
だ
。

　

第
五
章
で
は
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
身
体
の
表
象
を
問
題
化
し
て
い
る
。
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
を

対
象
に
、
人
種
と
身
体
、
身
体
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
が
、
こ
の
論
考
で
示
唆
し
た
か
っ
た
の
は
、

一
九
三
〇
年
代
と
い
う
過
去
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
在
の
身
体
と
美
を
め
ぐ
る
表
象
の
生
産
と
受
容
の
あ
り
方
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
本
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
美
と
政
治
の
問
題
を
切
り
離
し
て
論
じ
る
彼
女
の
死
に
さ
い
し
て
掲
げ

ら
れ
た
記
事
の
フ
レ
ー
ム
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
ナ
イ
キ
や
ア
デ
ィ
ダ
ス
と
い
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
世
界
戦
略
の
一

環
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ッ
ク･

ア
ス
リ
ー
ト
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
が
あ
ら
ゆ
る
国
で
消
費
さ
れ
る
際

に
み
ら
れ
る
、
黒
人
の
表
象
の
政
治
的
意
味
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ

タ
ー
ル
の
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
は
、
こ
れ
ら
現
代
的
テ
ー
マ
の
起
点
に
あ
る
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
Ⅲ
部
に
収
録
し
た
二
本
の
論
考
は
、「
情
報
化
」「
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い

う
現
代
社
会
の
変
容
を
規
定
す
る
構
造
的
要
因
の
布
置
関
係
を
分
析
す
る
一
方
で
、「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
政
策

が
も
っ
と
も
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
構
造
的
変
化
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
は
私
た
ち

の
日
常
の
秩
序
と
フ
レ
ー
ム
を
大
き
く
組
み
換
え
て
い
る
。
第
Ⅱ
部
が
テ
ク
ス
ト
分
析
と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
分
析
に
限
定

し
て
論
じ
た
の
に
対
し
て
、
第
Ⅲ
部
は
個
々
の
具
体
的
な
作
品
が
生
産
さ
れ
受
容
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
制
度
的
変
化
を
分

析
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た
「
九
〇
年
代
問
題
」
に
か
ん
す
る
私
な
り
の
考
察
で
あ
る
。
第
七
章
で
論
じ
た
現

代
の
「
戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
」
に
か
ん
す
る
検
討
で
強
調
し
た
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
歴
史
的
転
換
の
も
と
で
、

ニ
ュ
ー
ス
の
広
報
化
が
常
態
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
。
今
後
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
な
か
で
、
こ
の
分
野
の
よ
り
深
い
分
析
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が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅳ
部
は
、
短
い
小
論
で
あ
る
。
論
文
と
は
い
い
え
な
い
文
章
だ
ろ
う
。
だ
が
メ
デ
ィ
ア
の
権
力
性
を
論
じ
る
一
方
で
、

メ
デ
ィ
ア
の
可
能
性
も
ま
た
ぜ
ひ
と
も
考
究
し
た
か
っ
た
。
可
能
性
を
切
開
す
る
わ
ず
か
な
切
れ
目
を
入
れ
た
に
す
ぎ
な

い
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
「
死
」
を
前
に
し
て
も
な
お
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
と
も
に
そ
の
「
生
」
に
つ
い
て
語
り
た
か
っ
た
。
伝

達
不
可
能
性
を
語
る
言
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
可
能
性
を
。
伝
達
可
能
性
を
喧
伝
す
る
言
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
不
可
能

性
を
。

そ
し
て
、
本
書
の
後
に
書
か
れ
る
べ
き
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
論
だ
ろ
う
。
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第
一
章　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
刷
新
と
文
化
の
批
判
理
論

一　

安
楽
の
全
体
主
義
に
抗
し
て

　

世
界
全
体
を
資
本
主
義
が
覆
い
尽
く
し
、「
資
本
の
全
体
化
」
が
進
行
し
て
い
く
過
程
で
、
西
欧
、
北
ア
メ
リ
カ
、
そ

し
て
日
本
が
こ
の
間
経
験
し
た
、
そ
し
て
現
在
も
日
々
経
験
し
て
い
る
消
費
社
会
の
誘
惑
┠
┨
そ
し
て
そ
の
裏
側
に
沈
澱

し
た
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
┠
┨
は
、
社
会
的
な
困
難
や
抑
圧
や
矛
盾
に
眼
を
ふ
さ
い
だ
「
快
適
な

空
間
」
に
人
々
を
自
閉
さ
せ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
、
強
固
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
空
間
を
つ
く
り
あ
げ
た
か
に
み
え
る
。
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
精
神
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
困
難
な
「
安
楽
へ
の
全
体
主
義
」（
藤
田
省
三
）
の
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私

た
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
文
化
的
抑
圧
や
差
別
す
る
力
に
眼
を
覆
い
、
支
配
的
な
価
値
観
を
不
断
に
再
生
産
す
る
「
生

活
様
式
の
全
体
主
義
」
か
ら
み
ず
か
ら
の
思
考
や
感
情
を
少
し
ず
つ
解
き
放
つ
水
脈
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
（
唖
）。

　

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
批
判
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
つ
く
り
だ
し
て
き
た
視
座
そ
の
も
の
を
対
象
化
し

な
が
ら
、
対
象
化
す
る
私
た
ち
自
身
の
視
点
を
も
絶
え
ず
捉
え
返
す
営
み
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
だ
。
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こ
の
章
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
関
心
に
立
っ
て
、
一
般
に
批
判
理
論
と
い
わ
れ
る
知
的
潮
流
を
形
成
し
て
き
た
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
学
派
の
問
題
関
心
を
継
承
し
、
批
判
理
論
の
現
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
切
り
拓
い
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批
判
理
論

が
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
点
で
批
判
理
論
の
可
能
性
を
広
げ
、
ま
た
逆
に
可
能
性
を
狭
め
て
し

ま
っ
た
の
か
を
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
視
点
と
も
関
連
づ
け
て
検
討
し
、
両
者
の
論
争
か
ら
切
り
拓
か
れ
う
る
展
望
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
る
。
八
〇
年
代
社
会
学
理
論
の
革
新
と
し
て
ル
ー
マ
ン
の
理
論
と
と
も
に
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を
集

め
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
を
今
日
あ
ら
た
め
て
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
す
で
に
多
く
の
、
そ
し
て
本
質
的
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
あ
え
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
を
再
検
討
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
、

彼
が
批
判
理
論
を
現
代
に
お
い
て
再
生
す
る
た
め
の
中
軸
的
概
念
と
し
て
設
定
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
社
会
を
「
ポ
ス
ト
・
マ
テ
リ
ア
ル

社
会
」
と
特
徴
づ
け
た
イ
タ
リ
ア
の
社
会
学
者
A
・
メ
ル
ッ
チ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
の
高
度
資
本
主
義
社
会
の
主

要
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
、
物
的
財
の
生
産
と
配
分
を
め
ぐ
る
対
立
点
よ
り
は
、
情
報
や
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
資
源
の
生
産
と

消
費
に
か
か
わ
る
領
域
で
起
き
て
お
り
、
権
力
と
対
抗
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
は
記
号
の
セ
ッ
ト
の
な
か
に
編
制

さ
れ
た
意
味
を
め
ぐ
る
抗
争
と
し
て
生
成
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
精
緻
化
が
求
め

ら
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
と
は
い
え
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
問
題
提
起
を
生
か
す
た
め
に
は
、
彼
の

理
論
を
内
在
的
に
批
判
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
特
に
言
語
と
主
体
の
問
題
系
、
と
り
わ
け
ラ
カ
ン
の
欲
望

／
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
／
無
意
識
の
問
題
系
を
視
野
に
入
れ
た
分
析
が
、
今
後
、
言
語
と
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
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ョ
ン
の
社
会
理
論
を
構
想
す
る
場
合
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
第
三
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
分
析
の
相
違
は
、
消
費
社
会
化
と
情
報
化
が
ち
ょ
う

ど
交
差
す
る
よ
う
な
地
点
で
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
巧
み
に
構
成
し
た
記
号
空
間
に
対
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
記
号
の
空
間
を
消

費
す
る
な
か
に
立
ち
現
わ
れ
る
集
合
的
行
動
に
対
し
て
、
新
た
な
批
判
の
水
脈
を
ど
う
構
成
す
る
の
か
に
深
く
か
か
わ
っ

て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
以
上
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
か
ら
筆
者
が
こ
こ
で
標
榜
し
て
い
る
の
は
、
進
化
論
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為

パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
体
の
発
達
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ

ル
を
通
じ
て
共
同
性
の
再
構
築
を
語
る
視
座
か
ら
、
社
会
集
団
間
の
闘
争
や
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
多
層
的
な
編
制
の
な
か
で

作
動
す
る
権
力
と
知
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
抗
す
る
複
雑
な
運
動
を
読
み
解
い
て
い
く
よ
う
な
、
闘
争
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
視
座
の
転
換
で
あ
る
。

　

以
下
、
次
の
よ
う
な
視
点
か
ら
論
究
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
」「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
」
が
導
出
さ
れ
る
根
拠
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代
と
の
対
抗
関
係
の
な
か
に

見
定
め
、
そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
啓
蒙
の
弁
証
法
再
読
」
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
構
想
は
な
に
よ
り
も
第
一
世
代
か
ら
の
「
創
造
的
離
脱
」
と
し
て
展
開
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
「
自

己
保
存
の
観
念
」「
理
性
」
の
概
念
と
対
比
さ
せ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し

よ
う
。
次
に
、
多
く
の
論
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
」
概
念
の
基
本
問
題
を
一
瞥
し
た
あ
と
、
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彼
の
理
論
を
発
展
さ
せ
て
い
く
と
い
う
視
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ

し
て
最
後
に
、
現
代
に
お
け
る
批
判
的
社
会
理
論
の
構
築
に
向
け
た
い
く
つ
か
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

近
代
的
理
性
の
自
己
崩
壊

　

ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
関
心
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
認
識
を
継

承
し
、
人
間
の
悲
惨
な
運
命
が
客
観
的
全
体
と
し
て
の
社
会
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
く
「
批
判
的
」
理
論
を
構

築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
思
想
の
伝
統
を
背
景
と
し
て
、
近
代
社
会
は
「
自
律
し
た
個
人
」
に
よ
る
自
由
な
社
会
を

標
榜
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
代
・
現
代
社
会
は
、
個
人
に
抑
圧
と
差
別
と
貧
困
を
、
主
体
に
他
律
を
強
制
す
る
客
観
的

な
力
と
し
て
作
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
を
と
お
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
社
会
が

お
の
れ
自
身
の
理
性
の
な
か
に
、
ま
だ
治
り
き
ら
な
い
非
理
性
の
傷
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
し
か
し
ま
た
こ
の
非
理
性
的

な
も
の
の
う
ち
に
も
理
性
的
な
も
の
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
娃
）」、「

文
化
的
創
造
の
主
体
の
自
律
」「
歴
史
に
お

け
る
理
性
の
実
現
」
と
い
う
ド
イ
ツ
観
念
論
の
中
心
命
題
を
実
現
す
る
契
機
を
現
実
の
歴
史
過
程
の
対
立
と
矛
盾
の
な
か

に
析
出
す
る
こ
と
が
標
榜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
「
実
証
主
義
的
」
分
析
や
現
実
の
合
理
化
を
一
切
拒
否

す
る
弁
証
法
的
社
会
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
前
期
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
「
啓
蒙
そ
の

も
の
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
自
己
自
身
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
す
る
」
自
己
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
放
棄
す
る
「
黒
い

本
」
を
共
同
執
筆
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
範
を
と
る
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
あ
る
。

　
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
論
じ
た
の
は
、「
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
合
理
性
に
は
、
自
己
破
壊
へ
の
実
践
的
方
向
性
が
属

し
て
い
た
（
阿
）」
と
い
う
認
識
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
批
判
理
論
が
依
っ
て
立
つ
「
啓
蒙
的
理
性
」
の
自
己
崩
壊
と
い
う
テ
ー

ゼ
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
的
思
考
は
啓
蒙
の
伝
統
の
な
か
で
は
神
話
に
対
す
る
対
立
命
題
で
あ
り
、
神
話
に
対
抗
す
る
力
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
世
界
観
、
神
話
的
世
界
観
、
そ
し
て
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的

世
界
観
か
ら
離
脱
す
る
「
文
明
化
の
過
程
」、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
使
え
ば
、
人
類
の
全
歴
史
を
貫
く
「
世
界
の
魔
術

か
ら
の
解
放
」
と
し
て
肯
定
的
に
把
握
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
あ
っ
て
は
、

神
話
的
暴
力
の
克
服
は
そ
の
つ
ど
の
新
し
い
段
階
で
「
神
話
的
再
来
」
を
呼
び
出
す
も
の
と
さ
れ
る
。「
す
で
に
神
話
そ

の
も
の
が
啓
蒙
で
あ
る
。
そ
し
て
啓
蒙
は
神
話
へ
と
反
転
す
る
の
で
あ
る
（
哀
）」。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、

そ
も
そ
も
み
ず
か
ら
が
可
能
と
し
た
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
を
ま
た
み
ず
か
ら
破
壊
し
て
し
ま
う
啓
蒙
的
理
性
と
は
な
に
か
、
を

見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
補
論
で
、
彼
ら
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
た
ど
り
な
が
ら
、
啓
蒙
的
プ
ロ
セ

ス
は
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
か
ら
「
自
己
保
存
の
動
因
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
外
部
か
ら
侵
入
す
る

自
然
力
の
合
理
的
克
服
と
い
う
強
制
に
よ
っ
て
主
体
が
歩
み
で
た
教
養
の
過
程
は
、「
単
な
る
自
己
保
存
の
た
め
に
生
産

力
を
計
り
知
れ
ぬ
ま
で
に
高
め
る
」
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
は
人
間
の
目
論
見
を
超
え
た
独
自
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の
絶
対
的
「
他
者
」
で
あ
る
「
自
然
の
否
定
」
の
過
程
で
も
あ
る
。
外
な
る
自
然
を
支
配
す
る
と
い
う
テ
ロ
ス
の
も
と
で

は
、
自
然
と
の
驚
き
に
満
ち
た
遭
遇
と
交
渉
を
と
お
し
て
み
ず
か
ら
の
経
験
を
構
成
す
る
有
限
な
自
然
的
存
在
と
し
て
の

人
間
の
自
己
意
識
は
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

人
間
が
自
分
自
身
を
自
然
と
し
て
も
は
や
意
識
し
な
く
な
る
瞬
間
に
、
人
間
が
そ
の
た
め
に
生
き
て
行
く
す
べ
て
の
目
的
、

社
会
の
進
歩
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
・
精
神
的
力
の
向
上
、
さ
ら
に
は
意
識
そ
の
も
の
さ
え
、
す
べ
て
は
価
値
を
失
っ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
手
段
を
目
的
化
し
て
王
座
に
即
か
せ
る
こ
と
、
…
…
そ
れ
は
す
で
に
主
体
性
の
原
史
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
。
人

間
の
自
己
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
、
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
支
配
は
、
可
能
性
と
し
て
は
つ
ね
に
、
人
間
の
自
己
支
配

が
そ
の
も
の
の
た
め
に
行
わ
れ
る
当
の
主
体
の
抹
殺
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
支
配
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
自
己
保
存

に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
実
体
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
保
存
の
遂
行
を
そ
の
本
質
的
機
能
と
し
て
い
る
生
命
体
、
つ
ま
り
、
保
存

さ
る
べ
き
当
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
愛
）。

　

自
己
保
存
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
生
命
体
が
ひ
と
た
び
外
的
自
然
の
支
配
を
目
的
と
す
る
と
き
、
自
己
保
存
の
遂
行
自
体

が
当
の
主
体
の
抹
殺
を
帰
結
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
。
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を

啓
蒙
的
理
性
の
発
端
か
ら
決
し
て
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
烙
印
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

　

し
か
し
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
な
ら
ず
と
も
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
な
問
い
に
就
か
ざ
る
を
え
な
い
。
理
性
が
そ
の
原
史
に
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お
い
て
さ
え
目
的
合
理
的
な
自
然
支
配
の
形
態
で
の
み
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
当

の
批
判
を
遂
行
す
る
さ
い
に
立
脚
し
た
「
批
判
的
理
性
」
は
い
か
に
捉
え
う
る
の
か
。
自
己
保
存
の
た
め
に
道
具
化
さ
れ

た
「
道
具
的
理
性
」
に
解
消
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
に
説
明
さ
れ

る
の
か
、
と
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
は
理
性
に
よ
る
理
性
の
批
判
と
い
う
、
全
面
化
さ
れ
た
批
判
に
と

も
な
う
こ
の
遂
行
的
矛
盾
に
お
そ
ら
く
気
づ
い
て
い
た
。
気
づ
い
て
い
た
が
ゆ
え
に
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
か
ら
二
五
年

後
に
書
か
れ
た
『
否
定
弁
証
法
』
に
お
い
て
も
、
ア
ド
ル
ノ
は
「
全
面
化
さ
れ
た
批
判
と
し
て
の
思
考
が
も
つ
逆
説
的
な

構
造
」
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
な
く
、
理
性
に
よ
る
理
性
批
判
と
い
う
遂
行
的
矛
盾
を
貫
き
通
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

ア
ド
ル
ノ
の
歩
み
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
批
判
を
基
礎
づ
け
る
規
範
的
基
礎
理
論
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的

に
主
張
し
、
理
性
に
よ
る
理
性
批
判
と
い
う
批
判
理
論
が
は
ま
り
こ
ん
だ
隘
路
か
ら
離
脱
す
る
独
自
の
理
論
構
築
を
開
始

す
る
。
そ
れ
は
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
平
板
化
し
て
捉
え
た
が
ゆ
え
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
陥
る
原
因
と
な
っ
た
、
モ
デ
ル

ネ
独
自
の
尊
厳
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
モ
デ
ル
ネ
の
歴
史
的
意
義
は
、
宗
教
や
形
而
上
学
に
支
え
ら
れ
た
世
界
像
が
社
会
的
生
活

世
界
の
行
為
規
範
と
し
て
の
生
命
力
を
涸
渇
さ
せ
る
一
方
で
、
真
理
の
観
点
か
ら
認
識
の
問
題
を
照
射
す
る
認
知
的
・
道

具
的
合
理
性
、
純
粋
性
な
い
し
美
の
観
点
か
ら
趣
味
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
美
的
・
表
現
的
合
理
性
、
さ
ら
に
規
範
的
正

統
性
の
観
点
か
ら
正
義
の
問
題
を
主
題
化
す
る
道
徳
的
・
実
践
的
合
理
性
、
と
い
う
三
つ
の
合
理
性
複
合
体
が
分
化
す
る

こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
価
値
領
域
の
強
固
に
自
律
的
な
分
出
」
と
述
べ
た
事
態
で
あ
る
。
こ
の
分

化
に
よ
っ
て
、
真
理
に
か
か
わ
る
問
題
、
正
義
の
問
題
、
そ
し
て
趣
味
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
理
に
よ
っ
て
展
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開
し
う
る
地
平
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
保
存
の
た
め
に
自
然
支
配
を
企
む
「
道
具
的
理
性
」
に
一
面
化
す
る

こ
と
な
く
、
妥
当
性
を
要
求
す
る
発
話
内
容
を
了
解
し
、
批
判
し
、
反
省
化
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
」
の

地
平
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
こ
の
文
化
的
モ
デ
ル
ネ
の
も
つ
「
理
性
的
内
実
」
を
正
当
に
評
価
で

き
な
か
っ
た
た
め
に
、
初
期
批
判
理
論
の
約
束
を
果
た
す
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
現
代
社
会
の
中
で
行
為
者
相
互
の
言
語
を
媒
介
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
が

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
」
を
無
媒
介
的
に
実
現
す
る
と
み
な
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
論
が
論
じ
た
よ
う
に
、
言
語
を
媒
体
と
す
る
相
互
調
整
作
用

は
、
資
本
主
義
経
済
と
近
代
国
家
の
成
立
の
も
と
で
、
一
方
で
は
貨
幣
を
媒
体
と
す
る
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
他
方
で
は
権

力
を
媒
体
と
す
る
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
言
語
に
よ
る
合
意
形
成
の
過
程
は
回
避
さ
れ
、

妥
当
性
に
か
か
わ
る
多
く
の
実
践
的
問
題
が
自
立
化
し
た
シ
ス
テ
ム
の
目
的
合
理
性
と
い
う
狭
い
地
平
に
収
斂
さ
れ
る
傾

向
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
然
的
対
象
の
み
な
ら
ず
社
会
的
諸
関
係
を
も
技
術
的
に
操
作
し
よ
う
と
す
る
精
神

を
「
道
具
的
理
性
」
と
し
て
批
判
し
た
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
立
論
は
、
た
し
か
に
歴
史
的
現
実
の
本
質
に
迫

り
、
そ
の
根
元
を
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
。「
道
具
的
理
性
」
は
い
ま
や
個
体
の
自
己
保
存
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
社
会
の
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
領
域
の
な
か
に
具
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、「
生
活
世
界
の
植
民
地
化
」
が
間

断
な
く
進
行
し
「
シ
ス
テ
ム
合
理
性
」
が
優
位
を
占
め
る
と
し
て
も
、
言
語
を
媒
体
と
し
た
規
範
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
的
行
為
・
関
係
が
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
批
判
を
開
始
す
る
準
拠
点
が
確
保

さ
れ
て
い
る
、
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
指
摘
す
る
。
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近
代
的
理
性
の
高
潔
な
伝
統
を
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
救
い
出
そ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
彼
の

理
論
的
枠
組
み
を
こ
こ
で
は
正
当
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
い
ま
だ
捕
ら
わ

れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
「
意
識
哲
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
か
ら
、
よ
り
包
括
的
な
相
互
主
観
的
了
解
に
も
と
づ
く

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
と
い
う
主
張
は
、

非
同
一
性
に
こ
だ
わ
り
、
そ
こ
に
否
定
の
刃
を
見
い
だ
し
つ
づ
け
た
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
先
鋭
さ
を
失
わ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

三　

生
活
世
界
概
念
の
再
検
討

生
活
世
界
の
規
律
的
権
力

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
つ
い
て
の
卓
越
し
た
歴
史
的
研
究
『
弁
証
法
的
想
像
力
』、
ま
た
「
ル
カ
ー
チ
か
ら
ハ
ー
バ

ー
マ
ス
へ
の
概
念
の
冒
険
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
全
体
性
』
を
著
し
た
ジ
ェ
イ
は
、
ル
カ
ー
チ
に
始

ま
る
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
知
的
伝
統
の
な
か
で
ト
タ
リ
テ
ー
ト
概
念
が
い
か
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
内
在
的
に
捉

え
た
後
書
の
な
か
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
仕
事
を
「
一
つ
の
総
体
と
し
て
の
西
欧
マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
の
基
礎
を
再
建

し
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
（
挨
）」

と
位
置
づ
け
る
一
方
で
、「
彼
の
体
系
の
う
ち
に
は
依
然
と
し
て
数

多
く
の
未
解
決
の
問
題
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
差
し
迫
っ
た
課
題
は
、
彼
の
言
語
論
が
提
起
し
た
も
の
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で
あ
る
（
姶
）」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
挑
戦
」
と
い
う
最
終
章
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
理
論
が
ポ
ス

ト
構
造
主
義
な
い
し
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
名
称
で
括
ら
れ
る
諸
思
想
か
ら
の
挑
戦
に
応
え
う
る
内
容
を
も
ち
え

て
い
る
の
か
ど
う
か
に
疑
問
を
呈
し
、
続
編
の
『
フ
ォ
ー
ス
・
フ
ィ
ー
ル
ド
』
で
は
詳
細
に
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
ハ
ー
バ

ー
マ
ス
の
対
抗
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
マ
ル
ク
ス
主
義
の

立
場
か
ら
批
判
的
に
検
討
を
加
え
た
、
カ
リ
ニ
コ
ス
の
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
抗
し
て
』
は
、「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
が
あ
ま
り
に
も
表
層
的
で
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
理
性
批
判
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
社
会
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
あ
ま
り
に
強
い
評
価
を
与
え
、
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
現
代
社

会
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
き
た
程
度
を
誇
張
し
す
ぎ
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
（
逢
）」
と
、
手
厳
し
い
批
判
を
行
な
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
分
析
枠
組
み
の
転
換
は
、
現
代
社
会
と
文
化
の
病
弊
を
え
ぐ
り
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
対
す

る
徹
底
し
た
批
判
を
向
け
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
戦
略
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
言
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
焦
点
と
し
た
内
在
的
で
批
判
的
な

立
場
か
ら
、
よ
り
包
括
的
な
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
の
が
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
三
世
代
に
属
し
、
構
造
主
義
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
理
論
動
向
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
今
日
的
位
置
を
確
定
し
よ
う
と
努
め
る
ホ
ネ
ッ
ト
の
『
権
力
の
批
判
』
や
『
承
認
を
め
ぐ
る
闘

争
』
は
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
と
の
対
比
の
な
か
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
語
の
理
論
が
権
力
と

の
闘
争
の
局
面
を
理
論
化
し
え
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
関
係
論
に
立
ち
戻
り
な
が
ら
新

た
な
理
論
化
を
め
ざ
し
た
労
作
で
あ
る
。
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前
書
の
な
か
で
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
の
欠
陥
を
次
の
二
点
に
整
理

す
る
。
第
一
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
目
的
合
理
的
行
為
と
の
分
析
的
か
つ
理
念
的
な
区
別
を
経
験
的
な
現

象
領
域
と
し
て
の
「
生
活
世
界
」
と
「
シ
ス
テ
ム
」
と
の
区
別
に
投
影
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、「
生
活
世
界
」
内
部
で

の
権
力
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
病
理
の
問
題
を
分
析
す
る
視
角
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
た
し
か
に
彼
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
批
判
の
原
理
的
根
拠
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
理
性
に
求

め
る
あ
ま
り
、
実
際
の
生
活
世
界
の
な
か
に
渦
巻
く
権
力
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
病
理
に
眼
を
向
け
ず
に
済
ま

し
て
し
ま
う
。
彼
に
と
っ
て
の
現
代
社
会
の
危
機
は
、
シ
ス
テ
ム
の
よ
る
生
活
世
界
の
浸
食
、
目
的
合
理
的
行
為
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
縮
減
と
い
う
側
面
に
限
ら
れ
、
あ
た
か
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
よ
っ
て
織

り
な
さ
れ
る
生
活
世
界
が
批
判
を
必
要
と
し
な
い
特
権
的
領
域
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
立
論
に
対
し
て
、
現
代
の
危
機
の
位
相
を
生
活
世
界
と
シ
ス
テ
ム
と
い
う
二
分
法
か
ら
把
握
す
る
の
で
は
な

く
、
生
活
世
界
内
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
自
身
が
、
階
級
・
民
族
・
性
差
、
そ
し
て
文
化
資
源
の
格
差
を
不
断

に
組
み
替
え
な
が
ら
、
権
力
を
作
動
さ
せ
る
側
面
を
複
合
的
な
文
脈
の
中
で
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
、
と
ホ
ネ
ッ
ト
は

指
摘
す
る
。
生
活
世
界
が
権
力
作
用
と
は
無
縁
の
「
真
空
」
な
ど
で
は
な
く
、
近
代
の
教
育
制
度
や
近
代
の
家
父
長
制
家

族
、
医
療
・
医
学
の
制
度
化
に
よ
る
身
体
の
訓
育
と
規
律
化
、
文
化
的
・
宗
教
的
な
異
質
性
を
基
盤
に
し
た
排
除
や
差
別

の
構
造
な
ど
、
知
と
権
力
の
布
置
の
連
続
的
な
再
生
産
過
程
の
主
要
な
領
域
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
な
の
だ
。
ホ
ネ
ッ
ト

が
フ
ー
コ
ー
に
依
拠
す
る
の
も
こ
の
点
で
あ
る
。

　
『
監
獄
の
誕
生
』
の
な
か
で
フ
ー
コ
ー
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
権
力
を
た
ん
に
国
家
や
司
法
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
の
で
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は
な
く
、
制
度
や
知
や
言
説
を
生
み
出
す
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
包
括
的
に
定
義
す
る
。
そ
の
上
で
、
デ
ィ
ス
ク

ー
ル
の
編
制
を
通
じ
て
組
織
さ
れ
た
現
存
の
制
度
や
知
が
見
か
け
上
の
必
然
性
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
き
出
し
た
。
具
体

的
に
は
、「
特
定
の
言
語
行
為
の
歴
史
的
特
異
性
と
そ
の
出
現
に
影
響
を
与
え
て
い
る
歴
史
的
規
定
性
を
否
認
も
し
く
は

無
視
し
て
し
ま
う
」
こ
れ
ま
で
の
論
理
学
や
言
語
学
を
拒
否
し
、
物
と
そ
れ
ら
が
語
ら
れ
る
対
象
を
体
系
的
に
形
成
・
編

制
す
る
「
言
説
編
制
の
秩
序
」
を
主
題
化
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
身
体
と
精
神
を
規
格
化
す
る
「
規
律
的
権
力
」
の
特
異

な
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
（
葵
）。

ホ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
た
、
フ
ー
コ
ー
が
展
開
し
た
近
代
の
規
律
的
権
力

の
生
産
性
に
関
わ
る
理
論
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
社
会
の
基
軸
的
次
元
で
あ
る
と
考
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
了
解

の
特
異
な
近
代
的
装
置
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
新
し
い
原
理
の
解
明
な
の
で
あ
り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
理
論
に
欠
落
し
て
い

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
内
部
に
働
く
権
力
作
用
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
重
要
な
理
論
的
貢
献
を
な
す
も

の
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
茜
）。

進
化
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
文
化
の
対
抗
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ

　

ホ
ネ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
第
二
の
問
題
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
論
点
と
直
接
に
関
連
す
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
目
的

合
理
的
行
為
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
二
分
法
に
立
っ
て
、
一
方
は
生
産
力
の
拡
大
に
つ
な
が
る
認
知
的
・
道

具
的
合
理
性
の
学
習
過
程
、
他
方
で
妥
当
す
る
規
範
の
正
統
性
や
新
し
い
規
範
の
導
入
を
め
ぐ
る
実
践
的
対
決
の
局
面
を

ふ
く
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
学
習
過
程
と
い
う
二
つ
の
歴
史
過
程
か
ら
社
会
発
展
を
捉
え
る
。
し
か
し
、
ピ
ア
ジ
ェ

の
発
生
的
認
識
論
や
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
道
徳
意
識
の
発
達
理
論
に
み
ら
れ
る
個
体
発
生
レ
ベ
ル
の
議
論
を
人
類
史
の
発
展
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モ
デ
ル
に
外
挿
し
た
こ
の
理
論
は
、
抽
象
的
に
人
類
が
総
体
と
し
て
行
な
う
道
徳
的
な
学
習
の
歩
み
と
い
う
進
化
論
的
発

想
に
と
ら
わ
れ
（
穐
）、

規
範
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
諸
集
団
間
の
社
会
闘
争
の
過
程
に
目
を
向
け
な
い
。
こ
の
ホ
ネ
ッ
ト
の
批
判

は
ト
ン
プ
ソ
ン
の
以
下
の
視
点
と
も
重
な
る
。
ト
ン
プ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
フ
ロ
イ
ト
の
文
明
化

の
理
論
に
従
っ
て
制
度
的
枠
組
み
を
自
我
の
抑
圧
を
も
た
ら
す
強
制
的
連
関
と
し
て
把
握
し
、
こ
の
見
え
ざ
る
強
制
か
ら

の
解
放
と
い
う
文
脈
で
精
神
科
医
と
患
者
と
の
対
話
モ
デ
ル
を
重
要
視
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
構
造
の
自
律
化
と
そ
れ

に
伴
う
行
為
主
体
の
抑
圧
と
い
う
問
題
は
極
度
に
希
薄
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
認
知
的
構
造
や
役
割
構
造
が
個
体
に
無
理
な

く
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
ピ
ア
ジ
ェ
や
コ
ー
ル
バ
ー
グ
流
の
「
発
達
モ
デ
ル
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
（
悪
）。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
問
題
点
の
指
摘
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
な
か
に
権
力
作
用
と
そ
れ
へ
の

対
抗
的
文
化
闘
争
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
時
的
に
も
共
時
的
に
も
位
置
づ
け
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
生
活

世
界
概
念
を
克
服
す
る
と
い
う
理
論
的
課
題
を
提
起
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
生
活
世
界
の
内
部
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
つ
う
じ
て
作
動
す
る
規
律
的
権
力

の
問
題
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
個
人
間
・
集
団
間
の
対
抗
や
葛
藤
の
プ
ロ
セ
ス
と
み
る
視
点
を
強
く
主
張

し
て
い
る
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
化
の
多
層
的
な
せ
め
ぎ
あ
い
と
言
説
の
布
置
の
な
か
で
、
身
体
を
つ
う
じ
た

権
力
と
知
の
作
動
、
そ
し
て
そ
れ
を
徐
々
に
変
化
さ
せ
る
機
構
の
複
雑
な
関
係
を
読
み
解
い
て
い
く
よ
う
な
視
座
へ
の
転

換
で
あ
る
。

　

言
語
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
実
体
論
を
退
け
て
、
い
か
に
そ
の
先
に
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
を
展
開
し
て
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い
く
の
か
。
こ
の
課
題
の
焦
点
で
あ
る
身
体
性
と
言
語
実
践
と
い
う
テ
ー
マ
に
照
準
し
て
独
自
に
考
察
を
加
え
て
い
こ
う
。

四　

言
語
的
実
践
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

転
位
と
侵
犯
の
力

　

言
語
的
相
互
作
用
が
は
ら
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
作
用
を
解
明
す
る
な
か
で
、
言
語
と
身
体
性
の
問
題
に
い
ち
は
や
く
着
目

し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
言
語
学
者
と
し
て
、
私
た
ち
は
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
握
）。

　

彼
は
言
語
的
実
践
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
察
す
る
と
き
、
言
語
的
相
互
主
観
性
の
圏
内
に
問
題
を
封
印
す
る
こ
と
を
決

し
て
し
な
か
っ
た
。
言
語
活
動
は
、
聞
き
入
り
、
感
じ
と
り
、
受
け
入
れ
な
が
ら
、
ま
た
他
方
で
表
現
し
、
主
張
し
、
演

じ
、
抵
抗
す
る
、
両
義
的
存
在
と
し
て
の
身
体
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
言
語
と
人
間
と
の
関
係
は
、
物
や
他
者
と
の
出
会

い
の
場
に
生
じ
る
驚
き
と
、
そ
の
驚
き
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
表
出
の
身
体
的
欲
望
や
、
あ
る
い
は
つ
ね
に
抑
圧
さ
れ
隠

蔽
さ
れ
表
現
す
る
こ
と
を
拒
ま
れ
続
け
て
き
た
身
体
的
欲
望
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ね
に
社
会
の
規
則
や
秩

序
そ
し
て
制
度
か
ら
は
み
だ
し
て
し
ま
う
こ
の
身
体
を
通
じ
て
、
言
語
の
構
造
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
た
世
界
自
体
を
組

み
替
え
て
い
く
の
で
あ
る
。「
祝
祭
」
の
空
間
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
る
道
化
的
な
「
罵
倒
」「
パ
ロ
デ
ィ
」「
冒
涜
」
な
ど
、

彼
が
グ
ロ
テ
ス
ク
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
呼
ん
だ
身
体
的
な
言
語
実
践
は
、
既
存
の
言
語
体
系
を
破
壊
し
組
み
替
え
、
公
式
的

な
知
性
や
真
理
の
一
面
性
を
突
い
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
捉
え
た
も
の
だ
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
注
目
し
た
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理
性
に
よ
る
討
議
的
な
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
異
な
る
こ
の
言
語
実
践
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
い
わ
ば
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
「
詩

的
言
語
」
の
名
称
の
も
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
「
言
語
の
世
界
開
示
機
能
」
の
日
常
世
界
に
お
け
る
展
開
と
で
も

い
え
る
も
の
だ
ろ
う
。
バ
フ
チ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
身
体
と
言
語
の
相
互
作
用
が
は
ら
む
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
側
面
を
よ

り
原
理
的
に
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
ラ
カ
ン
で
あ
る
。

　

フ
ロ
イ
ト
の
図
式
に
よ
れ
ば
、
無
意
識
は
、「
原
抑
圧
、
つ
ま
り
欲
動
の
心
的
代
表
（
表
象
代
表
）
が
意
識
の
う
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
の
を
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
抑
圧
の
第
一
段
階
」
を
つ
う
じ
て
生
成
す
る
。
ラ
カ
ン
は
こ
の
抑
圧
の
過
程
を
、

端
的
に
「
記
号
表
現
の
抑
圧
」
と
考
え
る
。
彼
の
フ
ロ
イ
ト
読
解
に
よ
れ
ば
、
無
意
識
を
支
配
し
て
い
る
機
制
と
は
、
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
隠
喩
的
／
換
喩
的
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
意
味
を
絶
え
ず
変
動
さ
せ
る
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
可
変
性
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
可
変
性
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
一
義
的

対
応
を
計
る
「
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
綴
じ
目
」
の
過
程
に
編
入
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
欲
望
の
根
本
的
対
象
の
表
現
を
間
主

観
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
象
徴
的
枠
組
み
の
な
か
で
社
会
化
す
る
」、
他
者
に
向
け
た
パ
ロ
ー
ル
へ
の
編
入
が

不
可
避
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
つ
う
じ
て
、
は
じ
め
て
個
人
は
文
化
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
秩
序
の
内
部
、
つ
ま
り

「
象
徴
界
」
に
そ
の
ポ
ジ
ジ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
、「
主
体
」
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
、
社
会
的
に
確

定
さ
れ
た
記
号
コ
ー
ド
の
場
へ
の
こ
う
し
た
編
入
過
程
を
隠
喩
的
抑
圧
と
捉
え
、
こ
の
原
抑
圧
の
結
果
と
し
て
人
は
意
識

と
無
意
識
と
に
相
対
的
に
分
裂
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
（
渥
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
欲
望
（desir

）
を
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
要
求
（dem

ande

）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
つ
の
不
可

避
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
含
ん
で
い
る
。
欲
望
は
、
パ
ロ
ー
ル
と
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
の
過
程
に
捕
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ら
え
ら
れ
、
要
求
へ
と
変
換
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
欲
望
は
要
求
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
過
程
か
ら
外
部
化
す
る
か
た
ち

で
、
つ
ね
に
、
要
求
に
汲
み
尽
く
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
局
所
と
し
て
相
関
的
に
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
強
固
な
結
合

に
み
え
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
結
合
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
無
意
識
を
も
実
体
的
領
域
と
は
み
な
さ
な
い
こ
の
思

考
は
、
言
語
の
「
構
造
」
の
抑
圧
性
に
馴
致
で
き
な
い
力
が
交
錯
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
示
唆
す
る
。

　

繰
り
返
し
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
ラ
カ
ン
の
こ
う
し
た
議
論
が
重
要
な
の
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
対
応

の
固
定
性
を
実
体
化
し
て
捉
え
る
見
地
を
退
け
て
、
欲
望
・
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
・
無
意
識
と
の
関
係
性
の
う
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
定
位
し
、
そ
の
相
互
に
規
定
し
合
う
関
係
の
な
か
に
公
式
的
秩
序
を
秩
序
と
し
て
存
立
さ
せ
て
い

る
機
構
そ
の
も
の
を
侵
犯
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
「
世
界
開
示
」
の
力
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
際
、
欲
望
は
、
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
構
造
」
の
も
つ
権
力
を
必
然
と
し
て
引
き
受
け
つ
つ
、

他
方
で
そ
れ
ら
を
侵
犯
す
る
よ
う
な
、
関
係
論
的
な
、
戦
略
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
』
の
「
時
間
化
さ
れ
た
根
源
性
哲
学
の
凌
駕
」
と
題
さ
れ
た
章
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
批
判
を
加
え
、
彼
が
「
了
解
を
め
ざ
す
行
為
に
お
け
る
妥
当
性
の
基
盤
が
も
っ
て
い
る
否
定
の

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
認
め
よ
う
」
と
せ
ず
、「
世
界
創
造
を
行
な
う
と
い
う
言
語
の
能
力
を
前
面
に
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

問
題
解
決
を
行
な
う
と
い
う
言
語
の
能
力
を
隠
し
て
し
ま
っ
て
」
い
る
こ
と
を
論
難
す
る
（
旭
）。

日
常
言
語
の
な
か
で
は
分
か

た
れ
る
こ
と
な
く
収
斂
し
て
い
る
「
世
界
開
示
と
問
題
解
決
と
い
う
対
極
的
な
二
つ
の
言
語
機
能
の
緊
張
関
係
」
が
一
方

で
芸
術
と
文
学
、
他
方
で
科
学
と
道
徳
と
法
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
へ
と
分
化
し
た
近
代
に
お
い

て
は
、
デ
リ
ダ
の
よ
う
に
哲
学
や
道
徳
や
法
の
問
題
を
文
学
や
批
評
の
問
題
と
等
し
い
も
の
と
し
て
は
な
ら
ず
、
二
つ
の



19　　第一章　コミュニケーション理論の刷新と文化の批判理論

領
域
の
複
雑
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ラ
カ
ン

が
基
礎
づ
け
、
さ
ら
に
デ
リ
ダ
が
志
向
し
た
「
言
語
の
世
界
開
示
の
機
能
」
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
彼
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
言
語
行
為
の
「
世
界
開
示
の
革
新
的
プ
ロ
セ
ス
」

と
「
世
界
内
的
実
践
と
い
う
検
証
手
続
き
に
耐
え
る
力
」
を
と
も
に
包
括
す
る
よ
う
な
、「
否
定
の
力
」
と
し
て
の
言
語

的
実
践
総
体
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

闘
争
・
抗
争
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

言
語
の
構
造
を
徐
々
に
変
化
さ
せ
、
組
み
換
え
る
力
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し
て
き
た
が
、
む
ろ
ん
私
た
ち
は
、
ホ

ー
ネ
ッ
ト
が
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
を
参
照
し
な
が
ら
規
律
権
力
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
よ
う
に
、
言

説
の
編
制
を
つ
う
じ
た
生
活
世
界
の
構
成
の
問
題
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
巨
大
な
社
会
的
装
置
と
し
て
生
成
し
た

情
報
シ
ス
テ
ム
が
言
語
記
号
ば
か
り
か
膨
大
な
量
の
映
像
や
音
声
や
イ
メ
ー
ジ
を
伝
達
し
、
資
本
と
権
力
に
よ
る
不
透
明

な
社
会
的
介
入
が
こ
れ
ら
記
号
の
言
説
構
成
を
通
し
て
身
体
的
経
験
の
深
層
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
身
体

性
と
言
語
に
関
わ
る
研
究
、
と
り
わ
け
ラ
カ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
言
語
学
の
研
究
や
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
身

体
性
を
め
ぐ
る
権
力
と
反
権
力
の
議
論
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
意
義
を
十
分
評
価
し
た
上
で
、
私
た
ち
は
、
日
常
の
対

人
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
と
い
う
具
体

的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
な
か
で
、
記
号
の
生
産
と
受
容
・
消
費
を
め
ぐ
る
権
力
と
対
抗
と
の
複
雑
な
関
係
の
分
析
を
行
な
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
響
き
あ
う
か
た
ち
で
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
構

築
し
て
い
る
の
が
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
ホ
ガ
ー
ト
に
代
表
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の

文
化
研
究
を
継
承
し
な
が
ら
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ラ
カ
ン
に
よ
る
精
神
分
析
学
の
構
造

主
義
的
読
解
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
、
そ
し
て
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
論
や
再
生
産
論
と
い
っ
た
、
現
代
の
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
潮
流
と
の
知
的
交
流
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
研
究
の

焦
点
は
、
社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
に
生
成
す
る
文
化
権
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
と
、
そ
の
研
究
実
践
を

つ
う
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
へ
の
介
入
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
（
葦
）。

　

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ホ
ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
個
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
行
為
者
が
、
つ
ね
に
、
階
級
や
民
族
や
人
種
そ
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
っ
た
人
為
的
な
境
界
設
定
の
中
に
立
ち
現
わ
れ

る
非
対
称
的
な
権
力
関
係
を
と
も
な
っ
た
社
会
的
関
係
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
を
再
生
産
す
る
文
化
的
表
象
を
介
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
／
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
男
性
／

女
性
、
西
欧
／
非
西
欧
、
白
人
／
黒
人
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
境
界
を
設
定
す
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
編
制
の
内
部

で
布
置
化
さ
れ
、
差
異
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
体
が
「
対

等
」
で
「
平
等
」
な
個
人
で
あ
る
と
想
定
す
る
、
従
来
の
「
リ
ベ
ラ
ル
派
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
が
徹
底
的
に
批

判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

文
化
的
境
界
が
絶
え
ず
強
化
さ
れ
、
編
制
し
直
さ
れ
る
よ
う
な
複
雑
な
文
化
の
多
層
的
な
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
で
は
、

「
何
か
を
語
り
う
る
者
」
や
「
沈
黙
を
強
い
ら
れ
る
者
」
と
の
境
界
線
が
つ
く
ら
れ
、「
語
ら
れ
た
こ
と
」
を
め
ぐ
る
合
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意
や
批
判
の
闘
争
が
つ
ね
に
、
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。「
自
由
」
で
「
平
等
」
で
あ
る
こ
と
を
与
え
ら
れ
た
特
権
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
は
一
切
存
在
し
な
い
し
、
支
配
的
な
文
化
的
表
象
や
言
説
行
為
が
生
産
さ
れ
、
ま
た
そ
れ

に
対
抗
す
る
言
説
も
生
成
す
る
、
異
質
な
力
が
複
雑
に
交
錯
す
る
場
あ
る
い
は
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
生
成
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
複
雑
な
対
抗
関
係
を
読
み
解
く
戦
略
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
が
、
分
節
／
接
合
理
論

（articulation theory
）
で
あ
り
、「
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
記
号
化
）
／
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
解
読
）」(encoding/decoding)

モ
デ
ル
で
あ
る
。

　
〈articulation

〉
と
は
、
ホ
ー
ル
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
学
者
E
・
ラ
ク
ラ
ウ
と
C
・
モ
ッ
フ
ェ
が
グ
ラ

ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
を
ふ
ま
え
て
展
開
し
た
概
念
で
あ
る
。「
分
節
」
と
「
接
合
」
と
い
う
、
相
反
す
る
契
機
を
は

ら
む
〈articulation

〉
な
る
概
念
と
は
何
を
指
示
す
る
の
か
。
ラ
ク
ラ
ウ
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（
芦
）。

第
一
に
そ
れ

が
、
社
会
的
な
諸
要
素
を
区
分
け
す
る
と
同
時
に
、
連
接
す
る
言
説
的
実
践
を
意
味
す
る
こ
と
、
第
二
に
分
節
化
す
る

（to articulation

）
と
は
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
は
諸
要
素
を
区
分
け
し
、
か
つ
節
合
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

そ
れ
は
区
分
け
さ
れ
る
以
前
の
本
来
的
な
全
体
性
へ
と
統
合
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
切
り
離
さ
れ
た
諸
要
素
を

偶
然
的
に
、
あ
る
い
は
一
時
的
に
統
合
し
、
さ
ら
に
ふ
た
た
び
分
離
し
再
組
織
し
て
い
く
よ
う
な
、
構
造
化
の
流
動
的
な

プ
ロ
セ
ス
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
以
上
の
諸
点
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
分
節
化
に
お
い
て
は
、
体

系
化
さ
れ
、
所
与
の
も
の
と
し
て
実
体
化
さ
れ
た
「
社
会
的
な
る
も
の
」
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
「
社
会
的
な
る
も
の
」

が
言
説
実
践
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ホ
ー
ル
は
、
分
節
／
接
合
理
論
（
以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
契
機
を
内
包
す
る
概
念
と
し
て
「
節
合
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
）
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に
よ
っ
て
、
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
場
を
構
成
す
る
諸
関
係
が
、
単
一
の
要
因
に
よ
っ

て
構
造
化
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
様
で
は
な
い
（uneven

）、
複
合
的
な
（conjunctural

）、
対
立
す
る
諸
々
の

要
因
の
作
用
と
そ
の
効
果
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
「
複
合
的
な
状
況
」（conjuncture

）
へ
と
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
強

調
す
る
（
鯵
）。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
言
説
実
践
を
と
お
し
た
男
性
／
女
性
の
境
界
設
定
が
性
差

に
も
と
づ
く
女
性
差
別
を
生
み
出
す
、
と
い
わ
れ
る
。「
女
性
差
別
」
を
現
在
考
え
る
場
合
に
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
重
要

な
局
面
を
構
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
局
面
に
す
ぎ
な
い
と

も
い
え
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
進
展
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
男
性
／
女
性
の
差
異
の
み
な
ら
ず
女
性
間
の
差
異
が
問

題
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
こ
と
が
例
証
さ
れ
て
い
る
。
白
人
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と

の
対
立
な
ど
、
女
性
間
に
も
、
人
種
的
、
民
族
的
、
階
級
的
、
宗
教
的
差
異
と
対
立
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ま
ざ
ま

に
絡
み
合
っ
て
抑
圧
や
差
別
を
生
成
す
る
「
複
合
的
な
状
況
」
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
労
働
者
と
い

う
ク
ラ
ス
の
内
部
に
も
、
人
種
・
民
族
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
差
異
が
構
造
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
説
実
践
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
た
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
れ
、
民
族
で
あ
れ
、
階
級
で
あ
れ
）
が
そ
の
時
々
の
言
説
に
よ

っ
て
新
た
に
分
節
／
接
合
化
さ
れ
て
「
複
合
的
な
状
況
」
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
現
在

の
状
況
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
文
化
的
境
界
設
定
に
よ
る
排
除
や
抑
圧
を
生
起
す
る
言
説
実
践
を
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
や

位
相
を
と
も
な
っ
た
権
力
が
作
動
す
る
場
と
し
て
、
歴
史
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
把
握
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
だ
。
繰
り
返
し
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
支
配
的
言
説
が
生
産
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
あ
る
い

は
そ
う
し
た
言
説
を
拒
否
し
、
対
抗
す
る
者
た
ち
の
言
説
の
生
産
を
、
階
級
や
性
差
や
民
族
と
い
っ
た
単
一
の
要
因
に
還
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元
し
た
り
、
そ
れ
を
本
質
主
義
的
に
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
理
論
化
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ホ
ー
ル
の
視
点
は
、
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
政
治
性
を
問
い
直
す
べ
く
提
起
さ
れ
た
「
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
／
デ

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
モ
デ
ル
」
の
な
か
に
も
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
梓
）。
彼
が
主
張
し
た
の
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に

よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
の
配
列
と
構
成
が
、
実
は
、
自
然
的
・
中
立
的
な
過
程
な
の
で
は
な
く
、
あ
る
語

の
使
用
を
排
除
し
、
選
択
し
、
異
質
な
要
素
を
節
合
す
る
「
記
号
化
」
に
よ
っ
て
、
特
定
の
表
象
シ
ス
テ
ム
を
構
成
し
て

い
く
言
語
実
践
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
、
問
題
と
な
る
焦
点
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
、
支
配
的
な
価
値
を

固
定
化
し
、
と
き
に
は
組
み
換
え
、
個
々
の
行
為
者
に
と
っ
て
は
ま
ず
意
識
さ
れ
な
い
こ
の
「
選
択
」
と
「
節
合
」
の
結

果
を
不
断
に
再
生
産
し
て
い
る
「
言
説
の
主
体
」
な
の
で
あ
り
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
自
体
が
一
つ

の
文
化
権
力
と
し
て
捉
え
う
る
も
の
な
の
だ
。
ホ
ー
ル
が
こ
の
「
記
号
化
／
解
読
」
モ
デ
ル
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
発
見
」「
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
き
た
問
い
へ
の
回
帰
」
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に

そ
れ
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
、
メ
デ
ィ
ア
文
化
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
過
程
の
な
か
に
生
起
す
る
、
こ
う
し
た
文
化
権
力
の
解
明
を
な
に
よ
り
も
重
要
視
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
（
圧
）。

　

以
上
述
べ
て
き
た
、
節
合
理
論
や
「
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
／
デ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
モ
デ
ル
」
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
な
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
し
て
「
送
り
手
」「
受
け
手
」
と
い
っ
た
概
念
で
抽
象

化
し
た
か
た
ち
で
捉
え
て
き
た
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
や
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為

の
理
論
の
限
界
を
超
え
て
、
そ
れ
以
前
と
は
決
定
的
に
異
な
る
地
平
へ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を
転
換
さ
せ
て
い
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く
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。

五　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
の
現
代
的
展
開
に
向
け
て

　

こ
の
章
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代
の
基
本
的
関
心
を
明

ら
か
に
し
つ
つ
、
彼
ら
の
限
界
を
乗
り
越
え
よ
う
と
精
力
的
な
研
究
を
か
さ
ね
て
き
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
的
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
意
義
と
問
題
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
限
界
を
こ
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
パ
ラ

ダ
イ
ム
を
そ
の
先
へ
と
推
し
進
め
る
た
め
に
、
ラ
カ
ン
の
言
語
と
身
体
あ
る
い
は
欲
望
の
問
題
系
を
検
討
の
俎
上
に
の
せ

る
一
方
で
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
視
点
に
論
及
し
た
。

　

こ
の
検
討
を
通
じ
て
重
視
し
た
の
は
、
第
一
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
言
説
戦
略
的
な
権
力

分
析
の
視
角
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
に
言
語
秩
序
と
し
て
あ
る
言
説
の
構
造
そ
の
も

の
を
侵
犯
す
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
力
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
っ

た
。
図
示
す
れ
ば
次
頁
の
よ
う
に
な
る
。
横
軸
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
内
実
を
み
る
場
合
に
、
行
為
を
構
成

す
る
言
説
権
力
の
作
用
と
構
造
を
重
視
す
る
か
、
言
説
権
力
を
脱
構
築
す
る
力
学
を
重
視
す
る
か
、
と
い
う
説
明
の
差
で

あ
る
。
縦
軸
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
形
成
の
諸
相
を
身
体
文
化
的
な
レ
ベ
ル
に
み
る
か
、
言
語
テ
ク
ス
ト
的
な

レ
ベ
ル
に
み
る
か
、
説
明
の
力
点
の
差
に
も
と
づ
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
図
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
相
互
の
関
連
性
を
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排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
言
語
の
構
造
、
言
説
の
抑
圧

性
を
引
き
受
け
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
作
用
を
侵
犯
し
、
脱
臼
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
、

日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
行
為
の
両
義
的
な
身
ぶ
り
の
政
治
性
を
、
作
品

や
番
組
の
読
解
か
ら
、
そ
れ
ら
文
化
的
生
産
物
の
読
解
や
消
費
を
つ
う
じ
た
集
合

身
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
集
合
的
な
物
語
の
形
成
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
広
が
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

両
義
的
な
文
化
の
実
践
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
、
デ
リ
ダ
、
ラ
カ
ン
、
そ
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
い
っ
た
固
有
名
を

不
毛
な
対
立
構
図
に
押
し
込
め
る
こ
と
な
く
、
文
化
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展

開
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

言　語

身体性

言説権力の作用
と構造を重視

言説権力を脱構築
する力学を重視

　コミュニケーション的行為パラダイムの分析的課題
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Ⅱ　
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
政
治
性
を
問
い
直
す



Ⅱ　メディア・スタディーズにおける「階級」概念の構築　　28



29　　第二章　メディア・スタディーズにおける「階級」概念の再構築

第
二
章　

メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
「
階
級
」
概
念
の
再
構
築

一　

な
ぜ
、「
階
級
」
な
の
か

　

い
う
ま
で
も
な
く
「
階
級
」
は
、
二
〇
世
紀
全
体
を
貫
い
て
社
会
科
学
や
文
化
研
究
の
分
野
で
も
っ
と
も
熱
烈
に
語
ら

れ
て
き
た
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
階
級
闘
争
と
政
治
闘
争
と
の
関
連
、
階
級
帰
属
意
識
や
労
働
者
文
化
と
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
文
化
の
問
題
な
ど
、「
階
級
」
が
左
翼
文
化
人
の
み
な
ら
ず
多
く
の
研
究
者
を
駆
り
立
て
、
社
会
学
的
分
析
の

主
要
な
系
譜
を
形
成
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
今
日
、
こ
の
「
階
級
」
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
ほ
ど
、
語
ら

れ
ず
、
主
題
と
さ
れ
な
い
対
象
は
他
に
な
い
の
で
は
な
い
か
。
日
本
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
て
み
て
も
、「
総

中
流
意
識
」
と
い
わ
れ
た
八
〇
年
代
以
降
の
社
会
状
況
の
も
と
で
、「
階
級
」
と
い
う
概
念
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
ほ
と
ん
ど

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
み
え
る
。
し
か
も
、
一
方
で
そ
う
し
た
社
会
状
況
を
前
提
に
「
階
級
」
の
消
滅
を
声
高
に
唱
え

る
ポ
ス
ト
産
業
主
義
者
と
、
他
方
で
八
〇
年
代
以
前
の
「
階
級
」
概
念
を
使
い
続
け
る
左
派
と
い
う
、
不
毛
な
対
抗
関
係

が
現
在
ま
で
続
い
て
し
ま
い
、
文
化
を
批
判
的
に
分
析
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
階
級
」
は
そ
の
有
効
性
を
失
っ
て
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し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
化
的
権
力
の
問
題
を
一
貫
し
て
問
い
続
け
て
き
た
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ
が
、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
を
通
じ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
、
人
種
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
並
ぶ

最
重
要
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
階
級
概
念
を
再
考
し
、
組
み
替
え
、
修
正
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
そ
の

意
義
が
十
分
に
論
議
さ
れ
な
い
ま
ま
に
す
ま
さ
れ
、
階
級
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
と
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
に
続
く
飾
り
言

葉
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ガ
ー
ト
、
そ
し
て
ス
チ
ュ
ア
ー
ト

・
ホ
ー
ル
が
所
長
を
務
め
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
現
代
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、「
セ
ン
タ
ー
」
と
表
記
）
の
活
動
に
と
っ
て
、

階
級
概
念
は
も
っ
と
も
重
要
な
分
析
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
階
級
概
念
や
階
級
論
的
視
座
が
、
不
変
の
、

一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
六
〇
年
代
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
中
心
に

展
開
し
た
新
し
い
文
化
の
理
論
に
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
主
義
的
な
文
化
研
究
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
伝
統

的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
論
的
視
点
や
文
化
産
業
論
的
分
析
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
し
、

七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
消
費
的
文
化
を
批
判
的
に
読
み
解
く
べ
く
推
し
進
め
ら
れ
た
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
や

グ
ラ
ム
シ
、
そ
し
て
ラ
ク
ラ
ウ
の
理
論
の
奪
用
（appropriation

）
も
、
既
存
の
学
問
的
言
説
の
布
置
の
な
か
に
置
か
れ
た

階
級
概
念
の
組
み
替
え
を
と
も
な
わ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
階
級
概
念
は
さ
ら
な

る
再
検
討
の
対
象
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
ま
え
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
。

　

本
章
の
主
題
は
、
こ
の
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
文
化
研
究
の
状
況
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ

ュ
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
現
代
文
化
研
究
の
な
か
に
占
め
る
階
級
、
あ
る
い
は
階
級
論
的
視
座
の
再
構
築
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・
組
み
替
え
の
理
論
的
意
義
を
再
考
し
、
そ
の
有
効
性
を
議
論
す
る
こ
と
に
あ
る
。
階
級
が
三
〇
年
前
四
〇
年
前
の
階
級

で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
階
級
概
念
も
使
い
古
さ
れ
た
古
典
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
概
念
で
は
今
日
の
文
化
的
・

政
治
的
対
抗
関
係
の
諸
相
を
見
き
わ
め
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
物
学
的
性
差
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
よ
っ
て
事
前
に
決
定
さ
れ
る
固
定
し
た
実
体
で
は
な
い
の
と

同
様
、
労
働
者
意
識
・
階
級
意
識
と
い
わ
れ
る
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
た
、
経
済
構
造
に
よ
っ
て
必
然
的
に
決

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
言
説
に
よ
る
節
合
に
よ
っ
て
重
層
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
彼
ら
が
獲
得
し

た
認
識
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
し
て
み
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
視
点
か
ら
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
九

〇
年
代
に
か
け
て
日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
「
階
級
」
に
関
わ
る
言
説
が
ど
う
編
制
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
こ
で

い
か
な
る
主
体
が
召
喚
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
分
析
を
加
え
、
政
治
文
化
の
布
置
の
転
換
を
考
察
し
よ
う
。

二　

階
級
・
人
種
・
ス
タ
イ
ル
の
政
治
学

　

ホ
ー
ル
が
「
セ
ン
タ
ー
」
の
所
長
を
務
め
て
い
た
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
か
け
て
「
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
構
造
主
義
、
と
り
わ
け
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
や
バ
ル
ト
、
さ
ら
に
グ
ラ
ム
シ
が
取
り
組
ん
だ
課
題
に
触
発
さ
れ
な
が

ら
、
言
語
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
権
力
・
階
級
に
関
す
る
理
論
的
再
検
討
が
精
力
的
に
行
な
わ
れ
、
彼
ら
の
観
点
を
よ
り
深

め
て
い
く
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
ホ
ー
ル
と
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
共
編
著
『
儀
礼
を
通
し
た
抵
抗
』
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（
一
九
七
六
年
）
や
ホ
ー
ル
、
ホ
ブ
ソ
ン
、
ロ
ー
、
ウ
ィ
リ
ス
が
編
集
し
た
『
カ
ル
チ
ャ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
』

（
一
九
八
〇
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
理
論
的
探
求
と
平
行
し
て
進
め
ら
れ
た
実
証
的
な
研
究
成
果

の
一
つ
が
D
・
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
の
『
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
』（
一
九
七
九
年
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ

ー
ズ
全
体
に
と
っ
て
も
、
一
つ
の
転
換
を
な
す
画
期
的
な
研
究
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
は
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
社
会
経
済
的
な
変
動
の
も
と
で
労
働
者
階

級
の
若
者
の
文
化
が
テ
デ
ィ
ボ
ー
イ
、
モ
ッ
ズ
、
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ド
、
そ
し
て
パ
ン
ク
へ
と
変
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
丹

念
に
跡
づ
け
な
が
ら
、
一
方
で
は
黒
人
文
化
と
白
人
下
層
階
級
の
文
化
と
の
接
触
、
他
方
で
は
労
働
者
階
級
の
親
世
代
と

若
者
と
の
対
立
を
軸
に
、
若
者
の
ス
タ
イ
ル
に
こ
め
ら
れ
た
公
式
文
化
に
対
す
る
対
抗
性
を
読
み
解
い
て
い
っ
た
。
と
り

あ
え
ず
は
こ
の
著
作
を
そ
う
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
な
か
で
独
自
の
確

固
と
し
た
文
化
と
し
て
生
き
続
け
て
き
た
労
働
者
文
化
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
文
化
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
く
様
子
を
描

い
た
ホ
ガ
ー
ト
の
『
読
み
書
き
能
力
の
効
用
』（
一
九
五
八
年
）、
さ
ら
に
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
急
速
に
進

行
し
た
産
業
構
造
の
変
化
や
西
イ
ン
ド
諸
島
や
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
移
民
労
働
者
の
増
加
の
な
か
で
伝
統
的
な
労
働
者
階

級
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
解
体
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
分
析
し
た
フ
ィ
ル
・
コ
ー
エ
ン
の
『
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
対
立

と
労
働
者
階
級
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』（
一
九
七
二
年
）、
さ
ら
に
上
記
の
『
儀
礼
を
通
し
た
抵
抗
』
や
ポ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ス

の
『
ハ
マ
ー
タ
ウ
ン
の
野
郎
ど
も
』（
一
九
七
七
年
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の
「
労
働
者
階
級
の
文
化
と
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
研
究
の
系
譜
に
つ
な
が
る
研
究
と
し
て
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
の
仕
事
を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
章
の
テ
ー
マ
か
ら
見
た
場
合
に
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
研
究
が
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
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主
義
、
記
号
論
、
テ
ル
ケ
ル
派
（
唖
）（Tel Q

uel group

）
な
ど
の
批
判
的
摂
取
を
通
じ
た
、
従
来
の
階
級
論
的
視
座
の
乗
り
越

え
の
一
つ
の
「
到
達
点
」
と
し
て
、
他
の
ど
の
著
作
よ
り
も
は
る
か
に
深
い
内
容
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
五
〇
年
代
、
黒
人
の
ゴ
ス
ペ
ル
と
ブ
ル
ー
ス
が
白
人
の
カ
ン
ト
リ
ー
・
ア
ン
ド
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
と
合
体
し
て
生
ま

れ
た
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
移
植
さ
れ
て
以
降
、
黒
人
の
文
化
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
黒
人
の
リ
ズ
ム
・
ア
ン
ド
・
ブ
ル
ー
ス
と
貴
族

的
な
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
ス
タ
イ
ル
を
盗
用
し
た
テ
デ
ィ
ボ
ー
イ
（
髪
型
は
リ
ー
ゼ
ン
ト
、
襟
だ
け
が
ベ
ル
ベ
ッ
ト
地
の
ジ
ャ
ケ

ッ
ト
を
着
た
若
者
の
ス
タ
イ
ル
）
と
い
わ
れ
る
一
群
の
労
働
者
階
級
の
若
者
が
い
る
。
彼
ら
は
、「
ま
と
も
な
労
働
者
階
級

か
ら
除
外
さ
れ
、
自
分
の
性
格
も
原
因
し
て
離
脱
し
、
た
い
て
い
の
場
合
一
生
熟
練
を
必
要
と
し
な
い
労
働
に
し
か
つ
け

な
い
」
者
た
ち
で
あ
り
、「
学
校
や
仕
事
や
家
庭
の
退
屈
な
日
常
生
活
の
一
切
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、「
不
法
な
犯
罪
性

を
求
め
る
焦
点
」
と
し
て
ロ
ッ
ク
を
受
容
し
て
い
っ
た
（
娃
）。

　

し
か
し
彼
ら
は
、
ロ
ッ
ク
と
い
う
音
楽
形
態
が
も
つ
黒
人
性
と
白
人
性
の
微
妙
な
対
話
を
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
五
〇
年
代
末
新
た
に
到
着
し
た
有
色
移
民
に
敵
対
し
、
西
イ
ン
ド
諸
島
出
身
者
に
対
す
る
い
わ
れ
の
な
い
襲
撃
に
し

ば
し
ば
参
加
す
る
者
た
ち
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
労
働
者
階
級
の
居
住
地
に
生
ま
れ
た
移
民
社
会
と
白
人
の

グ
ル
ー
プ
と
の
間
に
「
あ
る
種
の
親
密
さ
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
黒
人
た
ち
の
ス
タ
イ
ル
に
積
極
的
に
反
応
し
、

彼
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
真
似
よ
う
と
す
る
モ
ッ
ズ
が
登
場
す
る
。「
典
型
的
な
下
層
階
級
の
め
か
し
屋
」
で
、
外
見
は
ソ
フ

ト
で
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
た
彼
ら
の
ス
タ
イ
ル
は
、「
反
抗
的
と
ま
で
い
え
る
ほ
ど
印
象
の
強
い
テ
デ
ィ
ボ
ー
イ
」
と
は
異
な

っ
て
い
た
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
学
校
や
職
場
か
ら
の
帰
途
に
「
地
下
の
ク
ラ
ブ
や
、
デ
ィ
ス
コ
、
ブ
テ
ィ
ッ
ク
、
レ
コ
ー
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ド
店
」
な
ど
、「
普
通
の
世
界
の
下
に
か
く
れ
た
、
こ
れ
ら
と
対
照
的
な
地
下
の
世
界
」
に
出
入
り
し
、
規
則
を
自
分
の

目
的
に
合
わ
せ
て
改
編
し
、
自
分
だ
け
の
コ
ー
ド
と
技
術
と
言
葉
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
彼
ら
が
み
な
す
黒
人

か
ら
「
霊
感
的
な
刺
激
」
を
受
け
て
、「
地
下
の
世
界
」
で
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
（
阿
）。「
拘
束
の
中
の
自
由
」
の
手
本
と
し
て
、

黒
人
を
「
聖
者
」「
放
浪
者
」
と
み
な
す
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
神
話
に
添
い
な
が
ら
、
彼
ら
は
白
人
の
労
働
者
文
化
と
黒

人
文
化
の
相
互
越
境
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
部
か
ら
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ズ
が
登
場
す
る
。「
伝
統

的
な
労
働
者
階
級
の
社
会
が
も
っ
て
い
た
昔
な
が
ら
の
関
心
事
、
強
い
テ
リ
ト
リ
ー
意
識
、
タ
フ
な
外
見
、
ユ
ー
モ
ア
に

欠
け
た
き
び
し
い
男
っ
ぽ
さ
、
と
い
う
幾
分
神
話
め
い
た
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
、
西
イ
ン
ド
諸
島
出
身
者
の
社
会
か
ら
取
り

入
れ
た
要
素
を
重
ね
合
わ
せ
た
」
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ズ
は
、
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
に
よ
れ
ば
、「
切
れ
た
過
去
を
連
続
さ
せ
、
労
働
者

階
級
の
傷
つ
い
た
姿
を
元
の
形
に
回
復
し
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
が
、
こ
の
伝
統
社
会
の
構
造
を
は
る
か
に
深

い
と
こ
ろ
で
脅
か
す
変
化
（
中
産
階
級
化
、
無
階
級
社
会
の
神
話
、
大
家
族
の
崩
壊
、
共
同
生
活
の
場
が
減
り
個
人
の
場
が
拡
大

さ
れ
た
こ
と
、
ス
ラ
ム
の
近
代
化
）
に
抵
抗
し
て
い
た
（
哀
）」
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
白
人
の
ス
ラ
ム
と
現
在
の
経
験
と
の
緊
張

関
係
を
西
イ
ン
ド
諸
島
の
黒
人
文
化
を
再
発
見
し
、
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
は
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
生
じ
た
移
民
の
急
増
に
よ
る
労

働
市
場
の
変
化
、
生
産
現
場
に
お
け
る
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
に
よ
る
熟
練
労
働
の
意
義
の
低
下
、
労
働
者
居
住
地
域
の

近
代
化
と
い
っ
た
種
々
の
構
造
的
な
変
化
の
な
か
で
、
労
働
者
階
級
の
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
親
の
文
化
と
若

者
の
間
で
の
葛
藤
や
対
立
と
と
も
に
、
黒
人
文
化
と
の
接
触
・
対
抗
・
折
衝
を
つ
う
じ
て
変
容
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
過
程
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
の
研
究
で
示
さ
れ
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た
、
人
種
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
世
代
、
さ
ら
に
細
分
化
し
た
階
級
内
部
の
異
質
性
の
交
叉
か
ら
生
成
す
る
文
化
的
実
践
・

ス
タ
イ
ル
が
公
式
文
化
に
対
抗
す
る
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
す
る
記
述
の
方
法
が
、
従
来
の

理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
二
つ
の
点
で
大
き
く
転
換
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
第
一
に

ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
自
身
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
理
論
的
な
視
角
は
、
若
者
文
化
に
は
階
級
性
が
ま
っ
た
く
な
い
と
考

え
、
両
者
を
切
り
離
し
て
分
析
す
る
、
従
来
の
文
化
研
究
を
拒
否
し
て
、
コ
ー
エ
ン
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
よ
う
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
、
経
済
、
文
化
の
各
要
素
が
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
及
ぼ
す
完
全
な
相
互
作
用
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
愛
）。
第

二
に
、
そ
の
こ
と
以
上
に
重
要
な
の
は
、
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
が
指
摘
す
る
階
級
性
の
考
慮
が
、
階
級
を
外
部
か
ら
の
抽
象
的
な

決
定
事
項
と
し
て
設
定
し
、
歴
史
を
貫
く
絶
対
的
真
実
の
担
い
手
と
し
て
本
質
主
義
的
に
労
働
者
階
級
を
理
解
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
個
々
の
事
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
学
校
・
家
庭
・
仕

事
・
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
お
け
る
階
級
や
人
種
上
の
特
定
の
対
立
状
況
、
そ
し
て
そ
れ
ら
特
殊
な
問
題
と
矛
盾
に
対
す
る
彼

ら
な
り
の
「
解
決
」
な
の
で
あ
り
、
実
際
に
階
級
性
な
る
も
の
が
特
定
の
状
況
の
下
で
い
か
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
そ

の
具
体
的
な
姿
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
定
の
ス
タ
イ
ル
の
構
成
と
表
出
に
こ
め
ら
れ

た
文
化
的
実
践
は
、
つ
ね
に
そ
の
時
々
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
の
折
衝
的
実
践
な
の
で
あ
り
、
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

は
こ
の
実
践
か
ら
結
晶
化
す
る
一
時
的
な
結
節
点
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
』
は
、
階
級

と
人
種
と
い
う
二
重
の
境
界
を
越
境
し
つ
つ
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
立
ち
現
わ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

編
制
に
照
準
す
る
こ
と
で
、
経
済
構
造
や
階
級
構
造
の
最
終
的
な
審
級
性
と
い
う
神
話
を
破
棄
し
、
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
そ
れ
が
経
済
構
造
と
の
固
定
的
対
応
関
係
を
も
つ
と
す
る
旧
来
の
発
想
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
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ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
の
研
究
方
法
の
な
か
で
、
そ
の
後
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
多
く
の
研
究
に
引
き
継
が
れ
て

い
っ
た
い
ま
一
つ
の
重
要
な
点
は
、
労
働
者
階
級
の
若
者
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
示
さ
れ
た
、
異
質
な
も
の
を
借
用
し
組

み
替
え
な
が
ら
み
ず
か
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
創
り
出
す
能
動
的
な
文
化
実
践
に
対
す
る
鋭
敏
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
国
家
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
の
家
族
・
教
育
・
マ
ス
コ
ミ
や
各
文
化
機
関
の
強
化
、
と
り
わ
け
「
文
化
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
領
域
を
植
民
地
化
す
る
」
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
力
の
拡
大
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
階
級
や
性
別
や
人
種
に
ま
つ
わ
る
定
型

化
さ
れ
た
表
象
や
ス
タ
イ
ル
の
必
然
性
と
自
然
性
に
対
す
る
挑
戦
が
、
は
っ
き
り
と
彼
ら
の
文
化
的
実
践
に
示
さ
れ
て
い

る
。
親
文
化
が
作
り
上
げ
て
き
た
順
応
や
反
抗
の
形
式
と
彼
ら
自
身
の
結
合
力
の
よ
り
強
い
特
殊
な
形
式
と
を
ス
タ
イ
ル

の
レ
ベ
ル
で
「
合
成
」
す
る
能
動
性
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
政
治
性
・
戦
略
性
の
強
調
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
文

化
産
業
論
や
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
議
論
に
対
す
る
、
彼
ら
独
自
の
視
点
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
社
会
的
行
為
者
の
生
産
関
係
に
占
め
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
┠
┨
政
治
的
活
動
、

消
費
活
動
、
宗
教
活
動
な
ど
┠
┨
に
お
け
る
行
為
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
の
同
一
性
が
消
滅
し
て
し
ま
い
、
人
々
の
社
会
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
凝
集
性
が
ま
す
ま
す
複
数
の
多
様
な
文
化
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
成
立
す
る
と
位

置
づ
け
る
「
セ
ン
タ
ー
」
の
理
論
的
ス
タ
ン
ス
は
、
七
〇
年
代
に
精
力
的
に
行
な
わ
れ
た
構
造
主
義
言
語
学
や
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
や
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
実
践
的
か
つ
批
判
的
摂
取
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
可
能

と
な
っ
た
。
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三　

言
説
権
力
に
よ
る
主
体
の
審
問

　

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
構
造
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
が
イ
ギ
リ
ス
に
導
入
さ
れ
る
過
程
で
大
き
な
論
争
が
巻

き
起
こ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
労
働
者
階
級
の
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」

を
重
視
し
、
彼
ら
の
文
化
の
対
抗
文
化
的
性
格
を
描
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
ホ
ガ
ー
ト
に
み
ら
れ
る
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム

に
と
っ
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
あ
ま
り
に
抽
象
的
で
、
歴
史
と
個
々
の
具
体
的
な
経
験
を
捨
象
し

た
理
論
主
義
に
陥
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
バ
ル
ト
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
積
極

的
に
紹
介
し
援
用
し
た
ホ
ー
ル
に
し
て
も
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
対
す
る
評
価
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
る
（
挨
）。

し

か
し
、
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
概
念
に
対
す
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
再
解
釈
は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
ま
ず
そ
の
問
題
に
ふ

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
』
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
論
文
の
冒
頭
で
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
の
最
初
で
あ
り
、
か
つ
図
式
的
な
素
描
を
提
示
す
る
危
険
を
冒
し
て
み

る
つ
も
り
で
あ
る
（
姶
）」
と
述
べ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
一
般
の
理
論
の
基
礎
づ
け
を
標
榜
す
る
二
つ
の
定
式
化
を
行
な
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
諸
個
人
が
彼
ら
の
存
在
の
現
実
的
諸
条
件
に
対
し
て
も
つ
想
像
上
の
関
係
の
表
象

で
あ
る
」、
さ
ら
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
物
質
的
な
存
在
を
も
つ
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
二
つ
の

テ
ー
ゼ
が
画
期
的
な
意
味
を
も
ち
え
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
簡
潔
な
定
式
に
よ
っ
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
、
こ
れ
ま
で
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の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
考
え
て
い
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
想
像
上
の
で
っ
ち
あ
げ
で
あ
り
、
無
意
味
で
、
空
虚
な
た
ん

な
る
夢
、
虚
偽
意
識
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
虚
偽
意
識
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
離
脱
を
決
定
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
諸
個
人
が
彼
ら
の
存
在
の
現
実
的
諸
条
件
に
対
し
て
も
つ
想
像
上
の
関
係
の
表
象
で
あ
る
と

述
べ
る
こ
と
で
、
人
々
が
社
会
を
認
識
し
、
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
ま
た
み
ず
か
ら
の
社
会
的
関
係
に
お
け
る
経

験
を
了
解
可
能
と
す
る
実
践
的
知
識
・
表
象
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
位
置
づ
け
、
そ
の
具
体
的
な
機
能
を
探
求
す
る
分

析
領
野
を
切
り
拓
い
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
人
々
が
社
会
に
つ
い
て
考
え
、
み
ず
か
ら
に
つ
い
て
考
え
る

際
に
準
拠
す
る
思
考
の
な
か
に
、
い
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
内
面
化
さ
れ
、
慣
習
行
為
の
な
か
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
の

か
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
完
全
に
無
視
さ
れ
て
き
た
問
い
の
次
元
を
切
り
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
説
に

よ
る
主
体
の
審
問
・
呼
び
か
け
（interpellation

）
の
問
題
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
主
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
あ
ら

ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
る
に
、
同
時
に
か
つ
た
だ
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
具
体
的
諸
個
人
を
主
体
と
し
て
『
構
成
す
る
』
こ
と
を
機
能
（
こ
の
機
能
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
決
定

し
て
い
る
）
と
し
て
も
つ
限
り
に
お
い
て
の
み
、
主
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
構
成
的
な

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
そ
の
作
用
が
存
在
す
る
物
質
的
諸
形
態
の
中
で
の
作

用
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
作
用
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
二
重
の
働
き
の
中
に
お
い
て
で

あ
る
（
逢
）」。

　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
本
的
機
能
が
諸
個
人
を
「
主
体
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
理

論
は
、
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
経
済
関
係
と
の
単
一
的
な
照
応
関
係
の
存
在
を
否
認
す
る
認
識
論
的
な
第
一
歩
を
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な
す
も
の
で
あ
っ
た
。「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
形
で
日
常
対
話
の
中
に
充
満
し
て
い
る
た
め
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
〈
政
治
的
意
見
〉
だ
と
か
〈
偏
見
〉
と
し
て
、
日
常
生
活
か
ら
締
め
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
葵
）」

と
の
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ

の
指
摘
に
は
、
当
時
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
対
す
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
影
響
が
は

っ
き
り
窺
わ
れ
る
。
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
、
そ
し
て
ホ
ー
ル
は
じ
め
「
セ
ン
タ
ー
」
の
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
の
認
識
を
基
盤
に
、
階

級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
マ
ク
ロ
な
経
済
構
造
か
ら
演
繹
的
に
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
実
践
の
中
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
の
理
論
は
、
多
く
の
論
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
学
校
・
家
族
・
宗
教
と
い
っ
た
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
装
置
に
よ
る
重
層
的
な
審
問
の
審
級
を
図
式
的
に
提
示
す
る
の
み
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
構
成
し
て
い
る
審
問
の
諸
構

造
、
そ
の
諸
構
造
間
の
ズ
レ
・
矛
盾
、
そ
し
て
そ
の
ズ
レ
か
ら
生
成
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
の
問
題
を
見
逃
し
て
し
ま
う

と
い
っ
た
限
界
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
審
問
の
諸
構
造
と
そ
の
矛
盾
を
徹
底
的
に
問
題
化
し
、
階
級
が
そ
れ
自
体
、
固
定

的
か
つ
特
定
の
階
級
に
帰
属
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
よ
り
厳
密
に
反
証
し
た
の
が
、
エ
ル

ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
七
九
年
の
労
働
党
政
権
か
ら
サ
ッ
チ
ャ
ー

政
権
へ
の
権
力
移
行
の
時
期
に
生
じ
た
政
治
文
化
の
転
換
を
緻
密
に
分
析
す
る
可
能
性
を
大
き
く
開
く
も
の
と
し
て
、
こ

の
ラ
ク
ラ
ウ
の
言
説
の
節
合
理
論
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
グ
ラ
ム
シ
の
再
読
は
じ
つ
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に

な
る
（
茜
）。

前
章
で
節
合
理
論
に
つ
い
て
論
及
し
た
わ
け
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
概
念
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お

こ
う
。
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四　

言
説
の
節
合
理
論

　

ラ
ク
ラ
ウ
は
『
資
本
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
七
年
）
の
中
で
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
っ
て

切
り
拓
か
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
還
元
主
義
的
説
明
図
式
の
解
体
を
よ
り
徹
底
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、
N
・
プ

ー
ラ
ン
ツ
ァ
ス
に
よ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
の
不
十
分
性
を
指
摘
す
る
一
方
で
、「
個
別
的
に
把
握
さ
れ

た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
要
素
は
、
必
然
的
な
階
級
的
内
包
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
こ
の
内
包
は
た
だ
具
体
的
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
説
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
節
合
（articulation

）
さ
せ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
（
穐
）」
と
の
見
解
を

提
示
す
る
。
た
と
え
ば
、
権
威
主
義
、
人
種
差
別
主
義
、
民
主
主
義
と
い
っ
た
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
要
素
が
、
あ

る
特
定
の
階
級
に
排
他
的
に
帰
属
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
互
い
に
共
存
し
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
な
種
差
（
政
治
的
見
解
、
宗
教
的
見
解
、
教
育
上
の
見
解
、
人
種
上
の
見
解
、
経
済
的
見
解
）
が
そ
の
時
々
の
状
況
の

中
で
節
合
さ
れ
、
比
較
的
に
統
一
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
言
説
を
構
成
し
て
い
く
な
か
で
（
こ
の
場
合
の
統
一
性
と
は

論
理
的
一
貫
性
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
大
幅
な
非
論
理
的
一
貫
性
と
も
両
立
し
う
る
）、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
権
力
が
造
形
さ
れ

る
、
そ
う
し
た
過
程
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
ラ
ク
ラ
ウ
は
、「
生
産
様
式
と
い
う

抽
象
レ
ベ
ル
で
理
解
で
き
る
階
級
敵
対
」
と
「
具
体
的
な
社
会
構
成
体
レ
ベ
ル
で
よ
う
や
く
理
解
で
き
る
敵
対
」
と
い
う

二
種
類
の
敵
対
関
係
の
区
別
を
提
示
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
行
為
者
の
階
級
と
し
て
の
審
問
が
な
さ
れ
る
「
階
級
的
審
問

（class interpellation

）」
と
「
人
民
・
民
主
主
義
的
審
問
（popular dem

ocratic interpellation

）」
と
い
う
二
つ
の
審
問
の
形
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式
を
提
案
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
審
級
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ラ
ク
ラ
ウ
は
、
階
級
還
元
的
な
一
元
的
闘
争

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
乗
り
越
え
、
敵
対
し
合
う
諸
階
級
が
明
確
に
は
階
級
的
内
容
を
も
た
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
諸
要
素
を
自

己
の
階
級
的
言
説
に
節
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
広
範
な
合
意
を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
多
元
的
な
闘
争
と
し
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
、
こ
の
段
階
で
は
、「
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
が
階
級

矛
盾
な
の
で
は
な
い
」
と
の
テ
ー
ゼ
に
続
け
て
「
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
は
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
重
層
決
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、

階
級
の
最
終
的
審
級
性
を
承
認
し
て
い
た
。
そ
れ
が
克
服
さ
れ
た
の
は
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
切
断
と
言
説
（
悪
）」
と
題
さ
れ

た
論
文
以
降
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
言
説
実
践
を
「
社
会
的
な
意
味
の
産
出
の
諸
現
象
の
総
体
」
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
社
会
的
諸
レ
ベ
ル

の
連
関
は
言
説
的
実
践
の
節
合
の
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
社
会
的
諸
主
体
は
先
験
的
な
主
体
で
は
な

く
、
言
説
の
中
で
、
言
説
を
つ
う
じ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
一
層
明
確
化
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
階
級
的
敵
対
と
い
え

ど
も
、
言
説
の
外
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
た
生
産
諸
関
係
の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
刻
み
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
諸
言
説
実
践
の
対
立
・
抗
争
・
効
果
に
も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
「
最
終

審
級
に
お
け
る
決
定
」
の
観
念
は
維
持
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
二
つ
の
点
で
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
一
つ
は
、
利
害
を
異
と
す
る
職
種
や
階
層
あ
る
い
は
性
別
や
人
種
上
の
差
異
を
生
成
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
言
説

の
編
制
を
つ
う
じ
て
、
同
一
の
階
級
の
内
部
に
す
ら
対
立
や
抗
争
が
生
成
す
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
う
し
た
社
会
の
敵
対
性
の
生
成
点
が
増
殖
し
、
複
合
的
な
も
の
と
な
る
な
か
で
、
グ

ラ
ム
シ
が
前
提
と
し
た
「
あ
ら
か
じ
め
構
成
さ
れ
た
主
体
」
と
し
て
の
階
級
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
主
体
た
り
う
る
わ
け
で
は
な
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く
、
個
別
化
し
、
細
分
化
し
た
個
々
の
異
な
る
論
点
を
め
ぐ
る
言
説
の
節
合
実
践
を
つ
う
じ
て
、
そ
の
つ
ど
社
会
的
主
体

が
構
築
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
の
問
題
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
卓
越
し
た

認
識
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ラ
ク
ラ
ウ
の
立
論
は
、
ホ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
握
）、
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
の
研
究
が
示
唆
し
て
い
た
七
〇
年
代
に

お
け
る
「
セ
ン
タ
ー
」
の
階
級
論
的
視
座
の
修
正
を
、
よ
り
徹
底
し
て
進
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
固
定
的
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
と
階
級
に
帰
属
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
概
念
を
転
換
し
、
特
定
の
歴
史
的
状
況
の
中
で
、
特

定
の
表
象
シ
ス
テ
ム
が
大
衆
を
組
織
し
、
み
ず
か
ら
の
位
置
に
つ
い
て
の
意
識
を
獲
得
さ
せ
、
闘
う
た
め
の
場
を
も
、
あ

る
い
は
従
属
化
し
て
い
く
場
を
も
、
創
り
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
へ
の
動
き
で
あ

る
。
実
際
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
、
こ
の
ラ
ク
ラ
ウ
の
言
説
節
合
の
理
論
の
徹
底
的
な
吸
収
を
つ
う
じ
て
、

ホ
ー
ル
が
「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
サ
ッ
チ
ャ
ー
リ
ズ
ム
下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
に
具
体
的
に
取
り
組

む
こ
と
に
な
る
。
ホ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
家
・
家
族
・
国
民
の
義
務
・
権
威
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
ト
ー
リ
ー

的
見
地
と
、
自
己
の
利
害
の
重
視
・
競
争
的
個
人
主
義
の
奨
励
・
反
福
祉
国
家
的
政
策
と
い
う
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

主
張
と
の
節
合
に
よ
っ
て
、
従
来
で
は
考
え
ら
れ
な
い
規
模
で
労
働
党
支
持
基
盤
の
奪
回
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
（
渥
）。

　

こ
の
よ
う
な
、
複
数
の
文
化
的
・
政
治
的
言
説
の
対
抗
関
係
と
そ
れ
ら
言
説
の
節
合
の
プ
ロ
セ
ス
の
も
と
で
主
体
の
ポ

ジ
ジ
ョ
ン
が
設
定
さ
れ
、
社
会
的
諸
主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
現
代
の
状
況
。
こ
う
し
た
複
合
的
状
況

（conjuncture

）
を
批
判
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ホ
ー
ル
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
見
逃

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
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同
一
の
プ
ロ
セ
ス
┠
┨
資
本
主
義
的
生
産
と
交
換
┠
┨
は
、
異
な
る
表
象
の
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
枠
組
み
に
お
い
て
表
現
さ
れ
う
る
。「
市
場
」
の
言
説
、「
生
産
」
の
言
説
、「
循
環
」
の
言
説
、
こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
シ
ス
テ
ム
の
異
な
っ
た
定
義
を
作
り
出
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
を
異
な
っ
た
や
り
方
で
、

つ
ま
り
は
労
働
者
、
資
本
家
、
賃
金
労
働
者
、
生
産
者
、
消
費
者
等
々
と
し
て
位
置
づ
け
も
す
る
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
説
は
、
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
関
係
に
お
い
て
、
社
会
的
行
為
者
、
も
し
く
は
社
会
集
団
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
わ
れ
わ
れ
を
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
あ
る
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
わ
れ
わ
れ
に
前
も
っ
て

割
り
当
て
る
の
だ
。
…
…
資
本
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
の
内
部
で
み
ず
か
ら
の
存
在
条
件
を
「
消
費
者
」（
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

に
関
わ
ら
せ
る
労
働
者
┠
┨
彼
・
彼
女
は
い
わ
ば
こ
の
通
路
を
つ
う
じ
て
シ
ス
テ
ム
に
入
る
の
だ
┠
┨
は
、「
熟
練
労
働
者
」

と
し
て
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
人
々
や
、「
主
婦
」
と
し
て
ま
っ
た
く
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
な
い
人
々
と
は
異
な
る

実
践
を
つ
う
じ
て
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
組
み
込
み
が
効
果
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
効
果
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
は
物
質
的
な
差
異
を
作
り
出
す
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
状

況
で
ど
う
行
為
す
る
か
は
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
定
義
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
依
存
す
る
か
ら
だ
（
旭
）。

　

七
〇
〜
八
〇
年
代
の
産
業
構
造
の
転
換
と
そ
れ
に
続
く
高
度
情
報
化
・
国
際
化
の
な
か
で
、
日
本
社
会
の
階
級
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
こ
で
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
し
、
新
た
な
主
体
を
構
成
し
た
の

は
い
か
な
る
複
合
的
な
言
説
で
あ
る
の
か
。
残
り
の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に

し
た
い
。
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五　
「
労
働
」
か
ら
「
消
費
」
へ
、「
階
級
」
か
ら
「
民
間
」
へ

　

戦
後
の
日
本
社
会
の
な
か
で
、
日
常
生
活
を
輪
郭
づ
け
る
社
会
的
・
文
化
的
要
因
の
一
つ
と
し
て
の
「
階
級
」
は
、
人
々

の
生
活
意
識
や
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
成
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
五
〇
年

代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
社
会
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
性
格
を
分
析
し
た
尾
高
邦
雄
や
日
高
六
郞
、
そ
し
て
間

宏
の
す
ぐ
れ
た
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
労
働
者
階
級
が
「
企
業
」
へ
の
帰
属
意
識
と
と
も
に
「
組
合
」

へ
の
帰
属
意
識
も
高
い
「
二
重
帰
属
型
」
を
典
型
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
、
尾
高
は
、
日
本
の
労

使
関
係
に
今
な
お
残
さ
れ
て
い
る
経
営
家
族
主
義
的
な
傾
向
、
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
し
て
、
日
本
の
労
働
組
合
に
多
い
企

業
内
的
、
従
業
員
組
合
的
性
格
、
さ
ら
に
一
般
に
労
働
者
と
い
わ
れ
る
人
々
に
内
在
的
な
現
実
主
義
的
、
生
活
実
利
的
な

も
の
の
見
方
に
求
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
尾
高
は
、
こ
の
「
現
実
主
義
的
、
生
活
実
利
的
な
も
の
の
見
方
」
が
「
彼
ら
の

日
々
の
生
活
体
験
か
ら
、
彼
ら
の
汗
の
な
か
か
ら
獲
得
し
た
健
全
な
英
知
の
表
現
（
葦
）」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
現
実

主
義
的
な
も
の
の
見
方
が
「
企
業
か
あ
る
い
は
組
合
か
、
と
い
っ
た
二
者
択
一
的
な
論
理
を
退
け
」、
今
後
の
労
使
関
係

を
構
築
す
る
積
極
的
な
契
機
に
な
る
と
評
価
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

確
認
さ
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
労
働
者
階
級
と
の
直
接
的
な
比
較
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
七
〇
年
代
初
頭
ま

で
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
人
々
の
意
識
を
規
定
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
労
働
運
動
が
高
揚
し
て
い
た
こ
の
時
期
で
も
、
基
幹
産
業
以
外
の
分
野
で
は
未
組
織
の
労
働
者
が
多
数
存
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在
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
後
年
、
稲
上
毅
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
労
働
者
意
識
」
や
「
組
合
意
識
」
が
「
階
級
と
し

て
の
意
識
」
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
階
級
意
識
の
低
迷
と
未
成
熟
と
い
う
重
い
現
実
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
、

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
芦
）。
だ
が
、
間
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
素
朴
な
生
活
防
衛
闘
争
か
ら
出
発
し
た
戦
後
の
労
働
運

動
は
、
賃
上
げ
だ
け
で
な
く
日
常
生
活
の
各
方
面
に
わ
た
る
広
範
な
活
動
を
展
開
す
る
な
か
で
、
高
い
労
働
者
意
識
を
つ

く
り
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
鯵
）。

　

と
こ
ろ
が
、
コ
ー
エ
ン
や
ホ
ー
ル
、
そ
し
て
ヘ
ブ
デ
ィ
ジ
が
労
働
者
階
級
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
を
解
き
明
か

し
は
じ
め
て
い
た
、
そ
の
ち
ょ
う
ど
同
じ
七
〇
年
代
の
時
期
に
、
日
本
の
労
働
者
の
意
識
や
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
に
も
大

き
な
変
容
が
訪
れ
る
。
石
川
晃
弘
の
論
文
（
梓
）は

そ
の
変
化
を
、「
中
間
層
意
識
の
肥
大
化
現
象
」「
若
者
層
に
お
け
る
組
合
無

関
心
な
い
し
組
合
不
参
加
の
増
大
」
と
い
う
特
徴
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
は
そ
の
原
因
と
し
て
、
労
働
者
の
所
得

水
準
の
向
上
、
厳
密
な
意
味
で
「
自
発
的
」
と
は
言
い
が
た
い
日
本
の
組
合
の
組
織
的
性
格
、
さ
ら
に
組
合
の
官
僚
主
義

化
の
進
行
、
組
合
の
課
題
を
「
体
制
変
革
」
に
直
結
さ
せ
る
左
翼
急
進
主
義
的
な
組
合
運
動
へ
の
反
発
な
ど
、
組
合
固
有

の
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
繰
り

返
し
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
階
級
帰
属
と
い
っ
た
構
造
的
な
与
件
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
て
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
が
そ
れ
に
収
斂
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
政
治
的
・
文
化
的
・
経
済
的
な
言
説
が
交
錯
す
る
場
の
も
と
で
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
成
す
る
こ
と
と
な
る
、
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
共
通
し
た
経
済
社
会
・
政
治
文
化
全
体
の
構
造
的
変
化

が
深
く
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

階
級
、
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
の
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
代
わ
る
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
が
一
体
い
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つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
点
を
検
証
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
だ
が
、
見
逃
せ
な
い
の
は
、
春
闘

史
上
最
高
の
賃
上
げ
率
を
記
録
し
た
七
四
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
そ
の
後
の
「
ス
ト
権
闘
争
」
の
敗
北
、
民
間
労
組
主
導

の
労
働
戦
線
統
一
に
む
け
た
動
き
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
の
再
編
過
程
、
八
二
年
の
「
全
民
労
協
」
の
結
成
、
そ
し

て
八
七
年
の
「
連
合
」
の
結
成
、
と
い
う
わ
ず
か
一
五
年
の
間
に
急
速
に
進
行
し
た
労
働
運
動
の
転
換
に
深
く
か
か
わ
る

か
た
ち
で
、
メ
デ
ィ
ア
が
い
く
つ
か
の
新
た
な
表
象
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
先
に
引
用
し

た
ホ
ー
ル
の
指
摘
に
従
う
な
ら
、
社
会
的
諸
行
為
者
を
「
労
働
者
」
と
し
て
で
は
な
く
「
消
費
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
、

そ
の
位
置
か
ら
社
会
と
み
ず
か
ら
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
認
識
さ
せ
る
よ
う
な
表
象
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
当
時
の
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
み
れ
ば
、
公
共
セ
ク
タ
ー
の
左
派
系
組
合
を
中
心
と
し
た
労

働
者
政
治
を
わ
れ
わ
れ
一
般
の
市
民
・
消
費
者
と
は
対
立
す
る
「
保
守
的
」
で
、「
支
配
的
な
」
利
害
集
団
と
と
ら
え
る

構
図
へ
と
転
換
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
つ
の
例
が
、
七
〇
年
代
後
半
の
「
ス
ト
権
ス
ト
」
を
め
ぐ
る
報
道
に
典
型
的
に
み
ら
れ
た
「
忍
の
乗
客
、
つ
い

に
怒
り
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
五
年
五
月
一
〇
日
付
）、「
無
言
が
示
す
乗
客
の
憤
り
」（
同
紙
、
一
九
七
五
年
一
一
月
二
八
日

付
）
と
い
う
「
語
り
」
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
報
道
に
事
実
誤
認
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の

人
々
が
通
勤
・
通
学
上
の
不
便
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
誰
に
と
っ
て
も
自

明
で
あ
り
、
納
得
で
き
る
と
思
わ
れ
る
「
語
り
」
を
と
り
な
が
ら
┠
┨
つ
ま
り
そ
れ
こ
そ
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
こ
と
な

の
だ
が
┠
┨
、
ス
ト
の
原
因
た
る
労
使
関
係
の
基
本
問
題
（
公
企
業
職
員
に
も
ス
ト
権
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
）
を
背
景
化

し
て
、
一
部
の
組
合
員
の
利
害
と
一
般
の
人
々
た
る
利
用
者
の
利
害
と
の
対
立
を
前
景
化
す
る
典
型
的
な
二
項
対
立
図
式
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で
事
態
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
紙
面
の
中
に
は
、「
ス
ト
権
を
認
め
る
べ
き
で
、
国
民
も
我
慢
が
必
要
」（
同
紙
、

一
一
月
二
八
日
付
）
と
す
る
読
者
の
声
や
「
ス
ト
権
と
い
っ
た
権
利
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
人
た
ち
が
ス
ト

で
も
っ
と
も
迷
惑
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
」（
同
紙
、
一
二
月
一
日
付
）
と
い
っ
た
識
者
の
声
も
あ
る
。

し
か
し
紙
面
の
多
く
が
「
私
た
ち
利
用
者
を
人
質
に
と
る
よ
う
な
作
戦
」
と
い
っ
た
「
怒
り
」
の
声
に
占
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
消
費
者
」「
利
用
者
」
側
の
立
場
に
立
っ
て
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
、
そ
う
し

た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
へ
メ
デ
ィ
ア
・
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
位
置
づ
け
る
言
説
編
制
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
留
意
す

べ
き
は
、
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
が
八
〇
年
代
に
の
み
見
ら
れ
た
現
象
で
は
な
く
、
今
日
ま
で
一
貫
し
て
お
り
、
消
費
者
・

利
用
者
の
立
場
か
ら
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
を
暗
に
求
め
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
今
日
ま
で
継
続
し
て
編
制
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
労
働
者
と
利
用
者
あ
る
い
は
消
費
者
を
切
断
し
┠
┨
わ
れ
わ
れ
は
労
働
者
で
も
利
用
者
で
も
消
費
者

で
も
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
┠
┨
、
両
者
を
「
彼
ら
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」、「
特
殊
利
害
」
と
「
一
般
的
利
害
」、「
あ
ち
ら
」

と
「
こ
ち
ら
」
と
に
文
化
的
に
境
界
づ
け
る
表
象
シ
ス
テ
ム
が
継
続
的
に
編
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
特
徴
的
な
の
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
七
〇
年
代
末
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
公
共
セ
ク
タ
ー
の
左
派
系
組
合

を
中
心
と
し
た
労
働
者
政
治
に
対
す
る
信
頼
の
低
下
を
背
景
と
し
て
、
民
間
企
業
と
労
働
者
、
そ
し
て
そ
の
主
要
労
組
の

政
治
的
・
文
化
的
正
当
性
を
広
範
に
流
布
し
、
福
祉
国
家
的
な
政
策
全
体
を
批
判
す
る
表
象
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
低
成
長
期
を
つ
う
じ
て
、
当
時
「
減
量
経
営
」
と
い
わ
れ
た
厳
し

い
労
働
条
件
を
労
働
者
に
課
し
て
国
際
競
争
に
対
応
で
き
る
企
業
体
質
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
に
成
功
し
た
日
本
企
業
は

か
つ
て
な
い
成
長
を
と
げ
る
。
同
時
に
銀
行
、
証
券
、
保
険
、
会
計
、
情
報
処
理
・
サ
ー
ビ
ス
分
野
の
拡
大
に
み
ら
れ
る
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脱
工
業
化
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
化
、
情
報
化
に
見
合
う
経
済
構
造
が
急
速
に
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

中
で
、
自
助
努
力
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
厳
し
い
環
境
を
生
き
抜
い
て
き
た
民
間
企
業
労
働
者
、
さ
ら
に
量
的
に
拡

大
し
つ
つ
あ
っ
た
知
識
・
感
性
集
約
性
の
高
い
創
造
型
の
高
度
技
術
者
や
高
度
な
知
的
労
働
者
を
中
核
と
す
る
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
の
専
門
職
の
利
害
と
、
福
祉
国
家
的
な
体
制
の
下
で
「
身
を
切
る
ほ
ど
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
き

た
」
と
「
語
ら
れ
た
」
公
務
員
労
働
者
や
既
存
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
利
害
を
対
立
的
に
捉
え
る
言
説
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
旧
来
の
労
働
運
動
を
担
っ
て
き
た
労
働
者
階
級
こ
そ
が
旧
態
依
然
た
る
保
守
派
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
実
践
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
た
公
共
セ
ク
タ
ー
労
働
者

と
民
間
労
働
者
と
の
対
立
を
基
盤
に
し
て
、
民
間
企
業
と
そ
こ
に
勤
め
る
新
し
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
や
知
的
専
門
職
に

新
た
な
社
会
的
位
置
づ
け
を
与
え
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
応
え
る
政
策
的
言
説
を
構
成
し
え
た
の
は
、
従
来
の

「
組
合
」
側
で
は
な
く
、「
保
守
」
側
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
象
徴
的
な
事
例
が
「
臨
時
行
政
調
査
会
」
を
め
ぐ
る
大
量

の
メ
デ
ィ
ア
言
説
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
新
聞
・
テ
レ
ビ
な
ど
各
種
の
メ
デ
ィ
ア
は
「
日
本
経
済
は
幸
い
に
し
て
七
〇
年
代
は
何
と
か
や
っ
て
こ
れ
た

が
、
八
〇
年
代
以
降
本
気
で
考
え
な
い
と
、
二
十
一
世
紀
に
日
本
民
族
の
文
化
生
活
を
高
め
ら
れ
る
保
証
は
な
い
」（『
朝

日
新
聞
』
一
九
八
一
年
六
月
三
日
付
）
と
の
臨
調
会
長
の
発
言
や
「
国
民
の
九
〇
％
が
中
産
階
級
と
考
え
て
お
り
、
生
活
水

準
が
低
い
時
代
と
は
福
祉
が
ち
が
っ
て
も
い
い
と
お
も
う
。
国
民
に
自
立
・
自
助
の
精
神
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
」、「
民

間
で
は
経
済
事
情
と
均
衡
を
と
っ
て
給
与
を
決
め
て
い
る
。
公
務
員
を
削
減
し
て
も
な
お
行
政
の
効
率
は
上
が
る
」（
同

紙
、
一
九
八
一
年
六
月
二
三
日
付
）
と
の
部
会
長
報
告
を
肯
定
的
に
伝
え
、「
行
革
こ
れ
が
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
」「
逃
せ
ば
先
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進
国
病
の
仲
間
に
」「
デ
フ
レ
な
ど
民
間
活
力
で
克
服
」
な
ど
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
資
本
・
政
府
側
か
ら
の
言
説
を
集

中
的
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
で
、「
国
民
的
合
意
」
の
形
成
を
積
極
的
に
進
め
て
い
っ
た
。
そ
の
政
策
的
・
文
化
的
な
表
象

シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
あ
っ
た
の
が
「
民
間
」「
民
間
活
力
」「
民
営
化
」
に
代
表
さ
れ
る
「
民
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
民
」
を
正
確
に
定
義
づ
け
す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
意
味
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
こ
の
「
民
」
と
は
、
一
義

的
な
定
義
づ
け
を
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
構
成
要
素
を
一
つ
の
支
配
的
な
政
治
的
言
説

に
連
関
づ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
・
階
級
の
人
々
を
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
に
統
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
そ
れ
は
「
公
権
力
」
の
規
制
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
「
民
」
だ
ろ
う
か
。「
公
権
力
」
と
も
「
資
本
の
論
理
」

と
も
異
な
る
市
民
の
行
動
原
理
の
意
味
で
の
「
民
」
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
利
潤
原
理
を
徹
底
化
し
て
日
本
を
「
ジ
ャ
パ

ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
」
と
ま
で
い
わ
し
め
る
ほ
ど
の
国
家
に
し
た
「
民
間
企
業
」
の
行
動
原
理
と
し
て
の
「
民
」

な
の
か
。
自
己
の
創
意
と
努
力
で
勝
ち
抜
い
て
き
た
中
小
の
自
営
の
商
店
や
事
業
を
営
む
人
々
の
意
味
で
の
「
民
」
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
多
様
な
意
味
を
含
ん
だ
「
民
」
の
、
い
ず
れ
の
意
味
が
実
際
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
発
揮
し
た
か
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
肝
心
な
の
は
、
こ
の
浮
遊
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
「
民
」
な
る
語
が
、
肥
大
化
し
た
福
祉
国
家
と
そ
の

支
持
母
体
で
あ
る
旧
来
の
労
働
組
合
に
対
す
る
、
ご
く
普
通
の
人
々
と
そ
の
利
益
を
擁
護
す
る
「
民
間
企
業
」
と
い
う
構

図
を
つ
く
り
だ
し
な
が
ら
、
八
三
年
の
電
電
公
社
の
民
営
化
、
八
七
年
の
国
鉄
分
割
民
営
化
、
そ
し
て
同
年
の
「
民
間
事

業
者
の
能
力
を
活
用
」
し
て
「
民
活
に
よ
る
内
需
拡
大
」
を
目
的
と
し
た
リ
ゾ
ー
ト
法
の
施
行
に
み
ら
れ
る
、
八
〇
年
代

の
「
下
か
ら
の
合
意
」
調
達
過
程
を
強
力
に
主
導
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
強
力
な
表
象
シ
ス
テ
ム
は
、
競
争
原

理
に
裏
付
け
ら
れ
た
自
立
・
自
助
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
企
業
主
義
と
そ
の
経
済
力
を
バ
ッ
ク
に
、
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
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ム
の
心
情
を
生
み
出
し
節
合
し
て
い
く
原
動
力
と
も
な
る
。

　

七
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
ま
で
至
る
、
主
体
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
転
換
に
向
け
た
資
本
・
政
治
ブ
ロ
ッ
ク
側
か
ら

の
働
き
か
け
を
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
「
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
」
と
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
二
つ
の
支
配
的
な
表
象
シ

ス
テ
ム
の
成
立
に
よ
っ
て
の
み
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
誤
り
だ
ろ
う
。
社
会
的
諸
個
人

の
「
主
体
化
」
は
、
あ
く
ま
で
複
数
の
「
審
問
」
の
過
程
を
と
お
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
確
実
に
い
え
る
の
は
、
そ
の
過
程
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
ま
で
の
左
翼
が
自
明
視
し
て
い
た
階
級
の
対
抗
的
性
格
や
、

支
配
的
文
化
に
対
立
す
る
文
化
を
創
造
す
る
と
期
待
さ
れ
た
統
一
的
な
労
働
者
像
が
そ
の
内
部
か
ら
解
体
・
分
解
し
た
こ

と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
階
級
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
、「
階

級
」
を
め
ぐ
る
言
説
編
制
と
解
釈
コ
ー
ド
を
国
家
的
な
レ
ベ
ル
で
統
制
・
編
制
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
存
在

を
離
れ
て
そ
の
問
題
を
語
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
い
、
そ
う
し
た
位
相
に
日
本
社
会
が
決
定
的
に
移
行
し
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

六　

内
部
分
化
し
た
階
級
と
「
保
証
な
き
主
体
」
の
政
治
学

　

現
在
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
喧
伝
さ
れ
る
「
規
制
緩
和
」「
自
助
努
力
」「
自
己
責
任
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
な
に
を
物
語
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
多
く
は
、
規
制
緩
和
と
は
民
間
資
本
の
活
動
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
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と
し
て
「
消
費
者
」
の
利
益
に
つ
な
が
る
、
と
の
構
図
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
八
〇
年
代
に
作
ら
れ
た
典
型

的
な
表
象
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
消
費
者
の
利
益
」
と
「
民
間
企
業
の
利
益
」
を
統
合
し
た
言
説
の
布
置
連
関
が
現
在
で
も

継
続
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
実
際
、
規
制
緩
和
の
本
来
の
狙
い
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
、「
官
」

に
よ
る
規
制
を
極
力
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、「
資
本
」
の
運
動
と
も
異
な
る
論
理
を
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
る

は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
が
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
は
、
ま
た
し
て
も
特
定
の
「
民
間
資
本
」
の
活
動
を
後
押
し

し
、
そ
の
「
受
益
者
」
と
し
て
の
「
消
費
者
」
の
視
点
か
ら
事
態
を
認
識
す
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
強
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
こ
う
し
た
「
消
費
者
」
の
視
点
を
内
面
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
言
説
が
繰
り
返
し
呈

示
さ
れ
る
一
方
で
、
特
定
の
「
階
級
」
に
焦
点
を
当
て
た
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す

べ
き
だ
ろ
う
。
九
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
・
テ
ク
ス
ト
を
賑
わ
し
て
い
る
の
は
、
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
駆
け
回

る
「
若
い
男
性
」
の
姿
で
あ
り
、
現
在
の
高
度
情
報
社
会
の
技
術
的
基
盤
を
開
発
・
構
築
し
て
き
た
男
性
知
的
技
術
者
の

才
能
を
讃
え
る
映
像
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
産
業
界
で
成
功
し
た
国
内
外
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
創
業
者
の
独
創
的
な

才
能
を
紹
介
す
る
記
事
で
あ
る
。「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
と
「
タ
イ
ム
レ
ス
・
タ
イ
ム
」
と
い
う
新
し
い
時
空
の
舞
台
で
資

本
や
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
世
界
的
な
影
響
力
を
も
つ
に
至
っ
た
、
と
M
・
カ
ス
テ
ル
が
指
摘
し
た
新
た
な
社

会
的
主
体
が
、「
自
己
決
定
」「
自
己
責
任
」
な
る
言
説
を
身
に
ま
と
い
な
が
ら
社
会
の
表
象
空
間
に
前
景
化
す
る
一
方
で
、

彼
ら
と
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
や
階
層
の
主
体
の
間
に
生
じ
た
深
刻
な
対
立
・
葛
藤
の
関
係
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
す
で
に
、
統
一
的
な
労
働
者
階
級
な
ど
存
在
し
な
い
。
八
〇
〜
九
〇
年
代
を
通
じ
た
社
会
変
化
が
示
し
て
い

る
の
は
、
多
様
な
就
業
形
態
を
と
る
複
雑
に
内
部
分
化
し
た
階
級
・
階
層
間
の
利
害
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
、
そ
し
て
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外
国
人
労
働
者
の
問
題
と
も
複
雑
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
言
説
実
践
を
つ
う
じ
て
不
断
に
節
合
さ
れ
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な

統
合
の
過
程
に
連
結
さ
れ
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
い
か
な
る
言
説
が
ど
の
階
級
・
階
層
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
利
害
を
保
証
し
、
ど
の
階
級
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
利
害
に
打
撃
を
与
え
て
い
る
の
か
、
メ
デ
ィ
ア
文
化
研

究
は
新
た
な
装
い
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
階
級
の
問
題
に
鋭
い
視
線
を
ふ
り
む
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
階
級
還
元
主
義
的
な
分
析
方
法
を
決
定
的
に
批
判
し
た
上
で
、
階
級
論
に
立
つ
統
一
的

主
体
概
念
が
解
体
し
た
後
の
「
保
証
な
き
主
体
」
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
、
わ
れ
わ
れ
は
今
こ
そ
積
極
的
に
継

承
す
べ
き
時
点
に
い
る
。
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第
三
章　

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
言
説
と
リ
ア
リ
テ
ィ
構
成

┠
┨
「
テ
ク
ス
ト
」
と
「
読
み
」
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

一　

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

　

こ
こ
に
、
一
九
九
六
年
に
放
送
さ
れ
話
題
を
集
め
た
『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
に
つ
い
て
の
学
生
の
感
想
が
あ
る
。

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
っ
て
も
重
す
ぎ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
内
容
が
軽
い
訳
で
も
な
い
。
コ
ミ
カ
ル
な
部
分
と
シ
リ
ア
ス

な
部
分
が
上
手
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
ド
ラ
マ
だ
と
思
う
。
絶
対
に
こ
ん
な
こ
と
な
い
だ
ろ
う
な
ぁ
と
言
う
部
分
と
、
自
分
の

ま
わ
り
に
も
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
現
実
的
な
側
面
が
感
じ
ら
れ
た
か
ら
ヒ
ッ
ト
し
た
ん
だ
と
思
う
。

い
ろ
ん
な
意
味
で
非
日
常
だ
と
思
う
。
で
も
や
っ
ぱ
り
「
南
」
の
よ
う
な
女
性
に
な
り
た
い
と
心
か
ら
思
っ
た
。
性
格
も
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
も
。

現
代
風
で
オ
シ
ャ
レ
。
小
物
か
ら
建
物
、
モ
デ
ル
と
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
設
定
ま
で
。
そ
の
上
、
男
女
の
あ
り
方
に
現
代
風
の
手
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を
加
え
て
カ
ッ
コ
よ
く
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
恋
愛
の
確
固
た
る
あ
り
方
だ
と
、
若
者
に
も
、
根
拠
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
り

え
た
の
で
は
な
い
か
。

　

い
ま
挙
げ
た
三
つ
の
発
言
は
、
一
九
九
六
年
の
冬
、「
こ
の
ド
ラ
マ
に
対
す
る
感
想
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
由
に
記
述

し
て
も
ら
っ
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
感
想
が
多
く
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
ド
ラ
マ
に
対
す
る

代
表
的
な
意
見
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
唖
）。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
あ
り
ふ
れ
た
発
言
の
中
に
も
、
現
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
非
リ
ア
リ
テ
ィ
の
錯

綜
し
た
関
係
が
精
確
に
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
ド
ラ
マ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
非
日
常
的
」

な
世
界
で
あ
り
、
一
つ
の
「
虚
構
」
の
世
界
で
あ
る
。
彼
ら
も
そ
の
こ
と
は
十
分
に
理
解
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
発

言
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
世
界
が
も
し
か
す
る
と
「
自
分
の
ま
わ
り
に
も
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
」、

リ
ア
ル
な
世
界
と
し
て
感
受
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
非
リ
ア
ル
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
リ
ア
ル
な
、
ま
た
逆
に
リ
ア

ル
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
ど
こ
か
し
ら
非
リ
ア
ル
な
、
絶
え
ず
反
転
し
て
い
く
錯
綜
し
た
関
係
の
中
で
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が

視
聴
さ
れ
消
費
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
現
代
の
お
と
ぎ
話
」
と
し
て
実
際
に
は
経
験
で
き
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、

主
人
公
に
感
情
移
入
で
き
る
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
シ
ン
プ
ル
な
消
費
の
形
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
非
リ
ア
ル
な
世

界
」
と
し
て
現
実
か
ら
切
り
離
し
て
消
費
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
自
分
」
を
そ
の
空
間
の
な
か
に
投
影
し
、
現
実
の

「
自
分
」
や
そ
の
ま
わ
り
の
世
界
を
理
解
し
解
釈
し
て
い
く
参
照
点
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
可
能
な
、
そ
の
意
味
で
「
リ

ア
ル
な
」
世
界
と
し
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
視
聴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
家
族
や
仲
間
と
の
関
係
が
織
り
な
す
現
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実
世
界
ば
か
り
か
、
テ
レ
ビ
が
創
り
出
す
情
報
世
界
の
中
に
住
ん
で
い
る
と
い
っ
た
方
が
い
い
く
ら
い
に
、
そ
の
「
リ
ア

ル
」
な
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
生
が
こ
う
し
た
現
実
と
虚
構
の
境
界
を
曖
昧
に
し
て
い
く
テ
レ
ビ
・
テ
ク
ス
ト
と
の
錯
綜
し
た

関
係
性
の
中
で
営
ま
れ
、
テ
レ
ビ
が
創
り
出
す
表
象
が
一
人
ひ
と
り
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚
を
深

い
レ
ベ
ル
で
編
制
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
言
説
か
ら
織
り
な
さ
れ
た
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
構
築
さ
れ
消
費
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し

て
そ
れ
は
社
会
や
支
配
的
文
化
の
利
害
の
再
生
産
に
い
か
な
る
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
こ
と
を
深
く
洞
察
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
従
っ
て
、
九
〇
年
代
を
代
表
す
る
二
つ
の
番
組
、『
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
』

と
『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
の
テ
ク
ス
ト
論
的
分
析
を
試
み
つ
つ
、
そ
れ
が
視
聴
者
に
い
か
に
受
容
さ
れ
た
か
を
横
断

的
に
論
じ
る
。
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
消
費
社
会
の
メ
デ
ィ
ア
的
リ
ア
リ
テ
ィ
全
体
に
通
底
す
る
問
題

を
読
み
解
い
て
い
く
上
で
、
テ
レ
ビ
番
組
、
な
か
で
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
生
産
と
そ
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
構
造
、

さ
ら
に
そ
の
受
容
の
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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二　

女
性
性
／
男
性
性
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
「
生
産
」
に
関
わ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

　
『
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
』『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う
二
つ
の
番
組
が
若
者
の
圧
倒
的
な
人
気
を
博
し
た
こ
と

の
背
景
に
は
な
に
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
一
つ
は
、
村
松
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
（
娃
）、

九
〇
年
代
に
急
増
し
た
団
塊
世
代
の
第
二
世
代
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
戦
略
の
焦
点
を
絞
っ
て
、「
若
者
向
け
」
の

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
制
作
を
意
識
的
に
追
求
し
た
放
送
局
の
企
業
戦
略
で
あ
る
。
激
し
い
視
聴
率
競
争
を
繰
り
広
げ
る
夜
八
時

以
降
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
に
放
送
さ
れ
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
各
局
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
放
送
局
の

エ
コ
ノ
ミ
ー
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
、
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
視
聴
者
の
欲
求
や
願
望
を
調
査
し
、
人

気
の
あ
る
俳
優
を
配
置
し
、
人
気
の
あ
る
脚
本
家
や
原
作
を
採
用
し
て
、
多
く
の
視
聴
者
を
確
保
す
る
た
め
に
、
各
局
は

総
力
を
挙
げ
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
制
作
す
る
。「
ト
レ
ン
デ
ィ
・
ド
ラ
マ
」
と
総
称
さ
れ
る
「
若
者
向
け
」
の
番
組
は
そ

う
し
た
放
送
局
と
い
う
資
本
の
戦
略
的
な
商
品
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
人
気
は
あ
ら
か
じ
め
予
測
可
能
で

あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
政
治
経
済
学
的
な
視
点
か
ら
照
射
さ
れ
る
企
業
戦
略
の
み
に
、
こ
れ
ら
の
番
組

の
成
功
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
番
組
が
多
く
の
視
聴
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
あ
た
っ

て
重
視
す
べ
き
は
、
番
組
制
作
の
文
化
的
側
面
で
あ
る
。
特
に
、
社
会
が
複
合
化
し
日
常
生
活
の
自
明
性
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ

め
た
時
代
の
中
で
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
、
世
界
を
意
味
あ
る
秩
序
化
さ
れ
た
世
界
と
し
て
日
々
編
制
し
、
生
活
世
界
の
コ
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ン
テ
ク
ス
ト
を
再
定
義
す
る
に
際
し
て
も
っ
と
も
力
あ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
八
〇
年
代
の
『
金
曜
日
の
妻
た
ち
へ
』（
一
九
八
三
年
）、『
ふ
ぞ
ろ
い
の
林
檎
た
ち
』（
一
九
八
三
年
）、『
男

女
七
人
夏
物
語
』（
一
九
八
六
年
）、『
男
女
七
人
秋
物
語
』（
一
九
八
七
年
）
に
代
表
さ
れ
る
ド
ラ
マ
は
、
従
来
の
規
範
か
ら

い
え
ば
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
不
倫
や
若
者
の
複
雑
な
恋
愛
関
係
が
引
き
起
こ
す
問
題
を
、
道
徳

的
倫
理
的
な
水
準
の
問
題
か
ら
「
関
係
の
不
確
定
性
」
と
い
う
社
会
の
変
化
の
下
で
生
じ
た
生
き
方
の
問
題
へ
と
転
換
し

主
題
化
す
る
こ
と
で
、
視
聴
者
が
み
ず
か
ら
の
生
き
方
の
モ
デ
ル
と
し
う
る
よ
う
な
一
連
の
ド
ラ
マ
の
原
型
を
な
す
も
の

で
あ
っ
た
。
九
〇
年
代
の
ド
ラ
マ
も
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
の
特
性
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
多
く
の
視
聴
者
の
期
待
に
応
え
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
男
性
は
仕
事
、
女
性
は
家
庭
」「
良
妻
賢
母
」
と
い
っ
た
日
本
社
会
の
中
で
自
明
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
価
値
観
や
役
割
が
、
実
は
近
代
化
の
過
程
で
創
造
さ
れ
た
文
化
的
構
成

で
あ
る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
女
性
／
男
性
を
取
り
ま
く
規
範
や
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
変
化
し
は
じ
め
た

こ
と
の
影
響
は
大
き
い
。

　

こ
う
し
た
従
来
の
性
規
範
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ゆ
ら
ぎ
と
連
動
し
な
が
ら
、
テ
レ
ビ
は
「
女
性
性
」「
男
性
性
」
を
新
た

に
描
く
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
た
と
同
時
に
、
積
極
的
に
新
た
な
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
も
い
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
恋
愛
や
仕
事
に
悩
み
な
が
ら
も
女
性
と
し
て
自
立
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
「
新
し

い
女
性
像
」
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
『
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
』『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
は
、
不
確
実
で
、
不
安
定

と
な
っ
た
恋
愛
や
友
情
や
生
き
方
に
つ
い
て
の
人
々
の
想
像
世
界
を
予
期
し
、
予
測
し
つ
つ
、
描
き
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
可

能
性
の
中
か
ら
特
定
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
言
説
実
践
の
場
で
あ
っ
た
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
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る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
番
組
を
制
作
す
る
に
際
し
て
、
既
存
の
支
配
的
な
観
念
や
新
し
い
価
値
観
と
の
対
立
、
そ
の
葛
藤

や
対
立
を
視
聴
者
が
ど
う
受
け
と
め
、
ど
う
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
を
送
り
手
側
が
予
測
し
な
が
ら
、
番
組
の
ポ
ピ
ュ
ラ

リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
描
く
の
か
、
そ
う
し
た
選
択
と
折
衝
の
複
雑
な
エ
ン
コ
ー
デ
ィ

ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
可
能
性
の
中
か
ら
、
特
定
の
「
女
性
性
」「
男

性
性
」
が
構
築
さ
れ
る
あ
り
方
を
、
こ
の
二
つ
の
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
（
阿
）。

表
象
さ
れ
る
複
数
の
「
女
性
性
」

　

海
外
生
活
を
終
え
て
帰
国
し
た
快
活
な
女
性
「
赤
名
リ
カ
」
が
主
人
公
の
『
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
』
と
、
売
れ
な
い

三
一
歳
の
モ
デ
ル
「
葉
山
南
」
と
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
自
立
で
き
な
い
「
瀬
名
秀
俊
」
を
主
人
公
に
し
た
『
ロ
ン
グ
バ
ケ

ー
シ
ョ
ン
』
に
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
主
要
登
場
人
物
の
配
置
と
そ
こ
に
体
現
さ
れ

た
価
値
構
造
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
連
続
性
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
は
、
対
照
的
な
性
格
を
も
つ
二
人
の
女
性
像
に
は
っ

き
り
と
表
象
さ
れ
て
い
る
。

　
『
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
「
リ
カ
」
は
、
仕
事
に
も
恋
愛
に
も
積
極
的
に
ア
タ
ッ
ク
す
る
活
動
的
な
女

性
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
恋
人
役
の
「
永
尾
完
治
」
は
、
性
格
は
や
さ
し
い
が
優
柔
不
断
で
、
口
数
が
少
な
く
、
し
か
も

「
リ
カ
」
と
同
じ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
て
は
い
る
も
の
の
仕
事
に
慣
れ
な
い
「
半
人
前
」
の
青
年
と
し
て
登

場
す
る
。
こ
の
二
人
の
主
人
公
の
脇
役
と
し
て
登
場
す
る
の
が
「
完
治
」
の
同
級
生
の
「
さ
と
み
」
と
「
三
上
健
一
」
で
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あ
る
が
、
こ
の
二
人
は
「
リ
カ
」
と
「
完
治
」
と
い
ち
じ
る
し
い
対
照
を
な
す
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。「
さ
と
み
」

は
、
何
事
に
対
し
て
も
は
っ
き
り
し
た
態
度
を
示
せ
ず
、
男
性
に
頼
り
、
男
性
に
従
う
、
受
動
的
な
行
動
パ
タ
ー
ン
の
典

型
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
。
ま
た
医
学
部
に
所
属
し
医
師
を
め
ざ
す
「
三
上
」
は
、「
完
治
」
の
優
柔
不
断
な
性
格
と
は

異
な
り
、
強
引
で
、
積
極
的
に
女
性
を
リ
ー
ド
す
る
男
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
確
認
す
べ
き
は
、
対
照
的
な
女
性
像

と
し
て
「
リ
カ
」
と
「
さ
と
み
」
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
「
完
治
」
と
「
三
上
」
も
好
対
照
を
な
す
男
性
と
し
て
表
象
さ
れ

て
い
る
こ
と
だ
。

　

結
婚
の
相
手
に
逃
げ
ら
れ
た
モ
デ
ル
「
南
」
と
、
大
学
院
の
受
験
に
失
敗
し
ピ
ア
ノ
教
室
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
生
活
し
て

い
る
「
瀬
名
」
が
ヒ
ロ
イ
ン
・
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
っ
た
『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
の
主
要
な
登
場
人
物
も
ま
た
四
人
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
南
」
と
、「
瀬
名
」
の
最
初
の
恋
人
「
涼
子
」
と
の
対
立
的
な
描
か
れ
方
で
あ
る
。
そ
れ

は
二
人
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
言
葉
遣
い
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。「
南
」
は
い
つ
も
パ
ン
ツ
姿
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
涼
子
」

は
典
型
的
な
「
お
嬢
様
」
タ
イ
プ
の
音
大
生
で
、
い
つ
も
ロ
ン
グ
の
ス
カ
ー
ト
を
身
に
つ
け
、「
男
言
葉
」
を
使
う
「
南
」

と
は
対
照
的
だ
。
さ
ら
に
、
二
人
の
男
性
の
役
柄
も
、
定
職
を
も
た
ず
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
に
悩

む
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
は
あ
る
も
の
の
、「
瀬
名
」
が
や
さ
し
く
ナ
イ
ー
ブ
で
、
物
静
か
な
青
年

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
南
」
の
弟
の
「
真
二
」
は
野
性
的
で
、
強
引
な
性
格
の
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
も
ま
た
は
っ
き
り
と
二
人
の
女
性
、
二
人
の
男
性
の
間
に
二
項
対
立
の
図
式
が
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、「
リ
カ
」
と
「
南
」
に
代
表
さ
れ
る
「
女
性
性
」
の
構
築
は

そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、「
リ
カ
」
が
ア
メ
リ
カ
へ
の
転
勤
が
決
ま
り
か
け
た
場
面
で
の
、
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「
完
治
が
行
く
な
と
言
っ
て
く
れ
た
ら
、
行
か
な
い
よ
」
と
い
う
「
リ
カ
」
の
セ
リ
フ
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
リ
カ
」

は
男
性
を
リ
ー
ド
し
積
極
的
に
行
動
す
る
女
性
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
男
性
に
し
っ
か
り
捕
ま
え
て
い
て
ほ
し
い
と
望
む
、

い
わ
ば
「
古
風
な
」
女
性
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
「
南
」
の
場
合
で
も
、
男
言
葉
を
使
い
、
快
活
で

饒
舌
な
反
面
、
本
当
に
好
き
な
「
瀬
名
」
の
前
で
は
言
葉
に
詰
ま
る
、
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
い
わ
れ
て
き
た
「
女
ら
し
さ
」

の
側
面
を
も
っ
た
女
性
と
し
て
も
表
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
、
女
性
の
心
の
揺
れ
の
描
写
が
こ
の
物

語
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
快
活
で
、
行
動
的
な
、

新
し
い
女
性
と
し
て
表
象
さ
れ
た
「
リ
カ
」
と
「
南
」
の
女
性
性
は
、
伝
統
的
な
価
値
や
、
こ
れ
ま
で
の
「
女
ら
し
さ
」

と
も
節
合
さ
れ
な
が
ら
、
け
っ
し
て
一
面
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　

ま
た
他
方
で
、
男
性
に
頼
る
、
淑し
と

や
か
な
タ
イ
プ
の
女
性
と
し
て
表
象
さ
れ
た
「
さ
と
み
」
に
し
て
も
、
従
来
の
「
女

ら
し
さ
」
を
自
然
に
発
揮
す
る
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
よ
り
も
、「
男
性
を
虜
に
す
る
」
武
器
と
し
て
「
女
ら
し

さ
」
を
意
識
的
に
演
じ
る
女
性
と
し
て
視
聴
者
に
受
け
と
め
ら
れ
、
反
感
を
買
っ
て
い
た
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
こ
の
意
味
で
も
、
女
性
性
の
構
築
は
、
多
様
な
読
み
を
可
能
と
す
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
記
号
化
」
さ
れ
た
恋
愛
イ
メ
ー
ジ

　

こ
の
二
つ
の
番
組
に
共
通
す
る
第
二
の
特
徴
は
、
恋
人
・
仲
間
／
友
人
の
人
間
関
係
と
い
う
「
極
小
的
」
な
世
界
の
中

で
の
男
女
の
三
角
関
係
、
四
角
関
係
を
描
い
て
い
る
点
だ
。
む
ろ
ん
、
恋
愛
を
対
象
と
し
た
作
品
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ヒ
ロ

イ
ン
／
ヒ
ー
ロ
ー
の
心
模
様
を
描
く
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
従
来
の
「
物
語
」
が
、
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ヒ
ロ
イ
ン
／
ヒ
ー
ロ
ー
と
家
族
と
の
葛
藤
や
軋
轢
、
世
間
の
ま
な
ざ
し
に
悩
む
主
人
公
と
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
背
景

と
し
て
物
語
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
る
な
ら
ば
（
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
視
聴
者
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
創
り
出
し
て
い
た
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
）、
こ
の
家
族
・
仕
事
・
社
会
と
い
う
契
機
を
欠
い
た
「
小
宇
宙
」
の
中
で
恋
愛
が
物
語
ら
れ
る

構
図
は
、
十
分
考
慮
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
小
宇
宙
」
を
描
く
こ
と
に
徹
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
多
く
の
若
い
視
聴
者
は
こ
の
番
組
に
圧
倒
的
な
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
的

文
脈
か
ら
自
由
な
こ
の
小
空
間
に
対
し
て
、
視
聴
者
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
装
置
が
、
短
い
シ
ー
ン
に
印
象
的
に

多
用
さ
れ
る
「
電
話
」
や
「
気
の
利
い
た
会
話
」
や
「
弾
け
そ
う
な
笑
顔
」
と
い
っ
た
小
道
具
の
配
置
で
あ
り
、
そ
れ
を

巧
み
に
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
記
号
的
な
処
理
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
「
小
宇
宙
」
の
中
で
描
か
れ
る
「
人
間
関
係
」
の
物
語
は
、
両
番
組
と
も
に
単
純
な
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
か

ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
恋
愛
で
も
仕
事
で
も
い
ま
だ
「
一
人
前
に
な
っ
て
い
な
い
男
性
」
が
、
互
い
に
知

り
合
っ
て
い
る
二
人
の
女
性
と
交
際
し
（「
完
治
」
の
場
合
は
「
リ
カ
」
か
ら
「
さ
と
み
」
へ
、「
瀬
名
」
は
「
涼
子
」
か
ら
「
南
」
へ
）、

悩
み
傷
つ
き
な
が
ら
も
最
後
に
は
「
成
長
」
す
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
し
か
も
、
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
四
人

が
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
男
女
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、
多
少
の
葛
藤
や
対
立
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
関
係

の
安
定
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
特
異
な
傾
向
が
は
っ
き
り
見
て
と
れ
る
。

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
日
常

世
界
の
自
明
性
が
少
し
ず
つ
失
わ
れ
、
関
係
の
不
安
定
化
が
顕
在
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
性
規
範
に
関
し
て
み
て
も
、

セ
ッ
ク
ス
感
覚
の
「
自
由
化
」
が
進
行
し
、
複
数
の
異
性
と
付
き
合
う
こ
と
が
例
外
的
な
事
柄
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
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当
時
の
ド
ラ
マ
の
主
人
公
の
交
錯
し
た
男
女
関
係
が
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
創
り
出
し
て
い
た
こ
と
の
背
景
に
、
こ
う

し
た
事
情
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
、
ド
ラ
マ
に
描
か
れ
た
複
雑
な
関
係
は
、
男
女
関
係
が
は
ら
む
不
確
定

性
や
権
力
性
を
み
ご
と
な
ま
で
に
回
収
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
女
性
に
よ
っ
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
安
定
を

失
う
こ
と
へ
の
男
性
の
恐
怖
な
ど
、
描
か
れ
る
は
ず
も
な
い
。
紫
門
ふ
み
の
作
品
や
北
川
悦
吏
子
の
脚
本
に
代
表
さ
れ
る

こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
の
構
図
は
、
宮
台
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
哀
）、

当
時
の
ド
ラ
マ
番
組
に
共
通
し
て
お
り
、『
ラ
ブ
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
』
ま
で
一
貫
し
て
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
反
復
し
て
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
関
係
性
自
体
の
不
確
定
性

と
そ
れ
が
は
ら
む
「
重
さ
」「
息
苦
し
さ
」「
辛
さ
」
な
ど
で
は
な
く
、
不
確
定
な
関
係
そ
れ
自
体
を
「
記
号
化
」
す
る
こ

と
で
、「
そ
れ
っ
ぽ
く
」「
そ
れ
ら
し
く
」
見
せ
る
卓
越
し
た
技
法
な
の
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
た
学
生
の
一
人
が

こ
の
ド
ラ
マ
は
「
重
く
も
な
く
」「
軽
く
も
な
く
」、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
と
発
言
し
て
い
る
こ

と
は
、
そ
の
意
味
で
こ
の
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
核
心
を
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
九
〇
年

代
と
い
う
時
代
を
貫
い
て
繰
り
返
し
反
復
さ
れ
、
歴
史
的
に
重
層
化
さ
れ
て
き
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
テ
ク
ス
ト
群
が
、
文

化
的
な
商
品
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
恋
愛
や
結
婚
や
性
に
関
わ
る
想
像
の
世
界
に
か
た
ち
を
与
え
、
一
人
ひ
と
り
の
日
常

を
枠
づ
け
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
男
性
」
の
成
長
物
語
の
な
か
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

　

不
確
定
な
関
係
の
「
危
う
さ
」
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
だ
ド
ラ
マ
の
中
で
、
唯
一
、
は
っ
き
り
と
し
た
物
語
性
を
お
び

て
い
る
の
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
「
大
人
に
な
り
き
れ
な
い
男
性
」
が
「
強
い
自
由
な
自
立
し
た
女
性
」
と
の
関
係
を
通
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じ
て
成
長
す
る
と
い
う
「
成
長
」
の
物
語
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
二
つ
の
ド
ラ
マ
の
第
三
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。

別
れ
の
数
年
後
に
「
完
治
」
と
「
リ
カ
」
が
再
会
す
る
場
面
で
の
、「
リ
カ
」
の
「
完
治
、
大
人
に
な
っ
た
ね
」
と
い
う
「
語

り
」、
ま
た
「
完
治
」
の
会
社
の
上
司
が
「
三
年
前
の
お
前
が
こ
れ
く
ら
い
大
人
だ
っ
た
ら
、
リ
カ
と
別
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
の
に
」
と
述
べ
る
「
語
り
」
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
が
男
性
の
成
長
の
物
語
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
端

的
に
示
し
て
い
る
。『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。「
南
」

の
愛
が
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
断
念
し
か
け
た
「
瀬
名
」
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
、
人
生
の
長
い
休
み
＝
充
電

の
時
期
＝
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
成
功
の
道
を
歩
み
だ
す
ま
で
を
描
い
た
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
完

璧
な
ま
で
に
「
男
性
の
成
長
」
物
語
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け
と
る
な
ら
ば
、
こ
の
ド
ラ
マ
を
、

「
弱
い
、
大
人
に
な
り
き
れ
な
い
男
性
」
を
成
長
さ
せ
る
「
強
い
、
自
由
な
女
性
」
を
描
い
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
か
、
現

代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
「
女
性
の
自
立
」
の
高
ま
り
を
「
反
映
」
し
、
そ
の
流
れ
を
積
極
的
に
表
象
す
る
ド
ラ
マ
で
あ

っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
構
築

さ
れ
た
「
自
由
な
自
立
し
た
女
性
」
は
、
あ
く
ま
で
「
男
性
の
成
長
」
と
い
う
物
語
の
文
脈
の
内
部
で
、
い
わ
ば
「
客

体
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
、「
自
由
な
自
立
し
た
女
性
」
と
い
う
表
象
自

体
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
中
で
終
始
一
貫
し
て
構
築
さ
れ
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。「
リ
カ
」
と
別
れ
た
後
、「
リ
カ
」
と
は
対

照
的
な
「
さ
と
み
」
と
結
婚
し
た
「
完
治
」
の
「
幸
せ
」
が
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
旅
立
っ
た
「
リ
カ
」

は
半
年
後
に
音
信
不
通
と
な
り
、
一
人
で
東
京
に
舞
い
戻
り
生
活
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
ド
ラ
マ
の
最
終
場
面
で

は
、「
仕
事
が
で
き
る
、
家
庭
を
持
っ
た
、
男
ら
し
い
男
性
」
と
し
て
「
完
治
」
が
描
か
れ
る
一
方
で
、「
リ
カ
」
は
以
前
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の
よ
う
な
快
活
さ
が
み
じ
ん
も
感
じ
ら
れ
な
い
女
性
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ド
ラ
マ
の
構
成
は
「
リ
カ
」
の
「
自

立
し
た
女
性
性
」
を
肯
定
的
に
描
き
な
が
ら
、
最
終
的
な
「
幸
せ
」
は
男
性
で
あ
る
「
完
治
」
が
獲
得
す
る
と
い
う
構
図

へ
と
転
換
さ
れ
る
の
だ
。

　
『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
の
場
合
に
は
、
こ
の
逆
転
の
構
図
は
よ
り
明
白
で
あ
る
。
二
人
が
結
ば
れ
る
場
面
の
前
に
、

次
の
よ
う
な
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

瀬
名　
　

三
〇
歳
を
過
ぎ
て
、
男
に
頼
っ
て
、
幸
せ
に
し
て
も
ら
え
る
な
ん
て
、
考
え
る
な
よ
。

南　
　
　

こ
ん
な
こ
と
し
て
い
た
ら
ダ
メ
だ
よ
ね
。
自
分
で
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
か
な
く
ち
ゃ
。

　

ま
た
、
結
婚
を
意
識
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
と
の
別
れ
の
シ
ー
ン
で
は
、「
三
〇
年
間
も
一
人
で
生
き
て
き
た
ん
で
す
か
ら
、

後
一
〇
年
、
二
〇
年
な
ん
て
へ
っ
ち
ゃ
ら
で
す
」
と
い
う
「
南
」
の
セ
リ
フ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
語
り
」
は
、

同
じ
状
況
に
潜
在
的
に
置
か
れ
て
い
る
視
聴
者
が
共
感
し
、
あ
る
い
は
反
発
し
な
が
ら
受
け
と
め
て
く
れ
る
こ
と
を
予
期

し
て
、
送
り
手
側
が
慎
重
に
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
「
語
り
」
で
あ
る
は
ず
だ
。
男
性
と
対
等
に
、
自
立
し
て
生
き
る
こ
と
へ

の
「
希
望
」
と
「
苦
し
さ
」、「
南
」
の
こ
の
セ
リ
フ
に
示
さ
れ
る
心
の
揺
れ
は
、
視
聴
者
の
心
の
揺
れ
と
呼
応
す
る
だ
ろ

う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
「
語
り
」
が
な
さ
れ
た
後
の
、
最
終
的
な
結
末
は
、「
瀬
名
」
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
の
成
功
の

下
で
、
彼
に
従
い
、
ア
メ
リ
カ
に
と
も
に
行
く
、
と
い
う
「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」
で
締
め
く
く
ら
れ
る
の
だ
。「
南
」
の

男
性
的
な
仕
草
や
言
葉
遣
い
や
自
立
へ
の
志
向
と
は
裏
腹
に
、「
外
」
で
働
き
「
成
功
」
し
た
男
性
と
、
一
切
の
仕
事
を
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な
げ
う
っ
て
そ
の
男
性
と
結
婚
す
る
女
性
、
と
い
う
「
戦
後
型
家
族
」
の
「
物
語
」
の
図
式
に
、
こ
の
ド
ラ
マ
全
体
が
収

束
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
番
組
を
、
女
性
の
自
立
を
肯
定
す
る
、
現
代
の
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語

で
あ
る
と
し
て
、
単
純
に
批
評
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
は
巧
妙
な
か
た
ち
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

の
問
題
が
忍
び
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
九
〇
年
代
を
代
表
す
る
二
つ
の
番
組
は
、
一
方
で
「
リ
カ
」
や
「
南
」
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
、
快
活
で
自
分
の
欲
求
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
自
立
し
た
女
性
を
「
現
代
の
女
性
」
と
し
て
肯
定
的
に
構

築
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
「
新
し
い
女
性
」
の
構
築
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
や
女
性
学
の
進
展
に
よ
る
女
性
／
男
性
意
識
の
変
化
や
女
性
の
社
会
参
加
の
高
ま
り
に
連
動
し
、
ま
た
逆
に
こ
れ
ら
一

連
の
番
組
が
女
性
の
自
立
志
向
の
「
雰
囲
気
」
や
「
気
分
」
を
高
め
て
い
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方

で
、
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
「
女
性
性
」
の
構
築
は
け
っ
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
錯
綜

し
、
矛
盾
を
は
ら
む
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
編
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に

表
象
さ
れ
た
女
性
の
、
矛
盾
し
た
、
捻
れ
た
、
多
様
な
「
声
」
が
、
新
し
い
状
況
や
局
面
を
切
り
拓
く
も
の
と
し
て
よ
り
は
、

現
実
と
矛
盾
し
な
い
か
た
ち
で
平
板
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
直
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
実
践
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
た
「
現
代
的
な
女
性
」
は
従
来
の
男
性
主
導
社
会
の
論
理
や
感
覚
に
対
立
し
た
り
、
そ
の
論
理
や
感
覚
と

矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
矛
盾
の
な
い
か
た
ち
で
節
合
（articulation

）

さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
（
愛
）。
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で
は
、
視
聴
者
は
、
女
性
と
し
て
、
男
性
と
し
て
、
こ
の
番
組
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
解
釈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

三　

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
テ
ク
ス
ト
の
「
読
み
」

多
様
な
読
解
の
パ
タ
ー
ン
と
彼
女
／
彼
た
ち
の
リ
ア
リ
テ
ィ

　

冒
頭
で
紹
介
し
た
『
ロ
ン
グ
バ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
に
つ
い
て
の
感
想
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
番
組
に
対
す
る
典
型
的
な
受

け
と
め
方
の
一
つ
は
、
主
人
公
へ
自
己
を
同
一
化
し
な
が
ら
視
聴
す
る
態
度
で
あ
る
。
あ
る
女
子
学
生
は
「
ド
ラ
マ
の
中

で
自
分
を
ヒ
ロ
イ
ン
に
見
立
て
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
、
自
分
ま
で
す
ご
く
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
別
の
女
子
学
生
も
「
ち
ょ
っ
と
し
た
場
面
場
面
が
す
ご
く
理
解
で
き
る
。
自
分
の
考
え
、
気
持
ち
、
体

験
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
、
の
め
り
込
ん
で
し
ま
う
。
す
ご
く
、
よ
い
意
味
で
、
心
に
突
き
刺
さ
る
」
と
、
そ
の
視
聴
体

験
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
け
っ
し
て
女
子
学
生
に
限
ら
な
い
。
あ
る
男
子
学
生
は
「
日
常
生
活
で
あ
り
そ

う
で
あ
り
え
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
だ
な
と
思
い
な
が
ら
、
自
分
の
心
の
中
に
も
あ
る
は
っ
き
り
し
な
い
気
持
ち
を
う
ま
く
描

け
て
い
て
、
全
部
見
て
い
ま
し
た
。
ド
ラ
マ
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
憧
れ
る
し
、
と
て
も
共
感
す

る
」
と
指
摘
し
、
別
の
学
生
は
「
実
際
の
恋
愛
で
は
あ
ん
な
ふ
う
に
ク
サ
イ
演
技
は
し
な
い
。
し
か
し
、
心
の
中
は
、
主

人
公
の
感
情
の
よ
う
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
の
め
り
込
み
や
す
く
、
自
分
を
瀬
名
に
し
た
く
な
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
レ
ビ
と
視
聴
者
と
の
関
係
を
、
視
聴
者
に
よ
る
テ
レ
ビ
・
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
過
程
に
成
立
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し
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
一
の
水
準
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
彼
ら
が
こ
の
ド
ラ
マ
番
組
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
も
う
一
つ
別
の
水
準
が
あ
る
こ
と
を
、
次
に
紹
介
す

る
発
言
が
示
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
手
の
番
組
の
結
末
が
、
あ
り
が
ち
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
る
こ
と
は
、
誰
も
が
予
測
で
き
る
こ
と
。
だ
か
ら
、

そ
の
結
末
ま
で
ど
う
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
も
っ
て
い
く
か
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
。
そ
の
場
面
場
面
が
結
構
リ
ア
ル
で

楽
し
め
た
」、「
ス
ト
ー
リ
ー
の
パ
タ
ー
ン
に
は
限
界
が
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
し
た
演
出
の
違
い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
シ
ー

ン
や
セ
リ
フ
に
魅
せ
ら
れ
て
見
て
し
ま
う
」、「
基
本
的
に
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
の
は
結
末
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
で

す
か
ら
、
そ
の
結
末
ま
で
ど
う
も
っ
て
い
く
か
、
そ
の
過
程
を
ど
う
演
出
す
る
か
、
そ
っ
ち
を
見
て
い
ま
す
」。
こ
こ
に

述
べ
ら
れ
た
内
容
は
、
明
ら
か
に
上
記
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
一
水
準
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
主
人
公
に
心
情

的
に
同
一
化
し
て
視
聴
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
す

で
に
数
多
く
の
番
組
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
ド
ラ
マ
の
展
開
な
ど
十
分
に
予
期
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の

シ
ー
ン
の
「
都
会
的
な
」「
現
代
風
の
」「
オ
シ
ャ
レ
な
」
記
号
的
構
成
が
創
り
出
す
リ
ア
ル
さ
を
意
識
的
・
能
動
的
に
消

費
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
次
の
学
生
の
発
言
は
、
自
分
の
見
方
を
対
象
化
で
き
て
い
る
出
来
の
い
い
も
の
の
一
つ

だ
が
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
が
鋭
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
瀬
名
と
南
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
電
話
で
話
す

シ
ー
ン
が
一
番
印
象
的
だ
。『
一
人
の
部
屋
で
受
話
器
の
向
こ
う
の
誰
か
と
つ
な
が
っ
て
い
る
』
と
い
う
感
覚
が
、
自
分

の
感
覚
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
も
の
す
ご
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
た
」。
彼
ら
は
、
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
手
の
届

か
な
い
「
現
代
の
お
と
ぎ
話
」
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
生
活
す
る
「
日
常
」
よ
り
も
「
ほ
ん
の
少
し
だ
け
ク
ラ
ス
が
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上
の
世
界
」、
つ
ま
り
現
実
性
と
虚
構
性
が
交
錯
す
る
奇
妙
な
記
号
空
間
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
水
準
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
二
水
準
」
と
位
置
づ
け
よ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
水
準
に
準
拠
し
な
が
ら
多
く
の
若
者
が
視
聴
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
こ
う

し
た
見
方
で
す
べ
て
が
言
い
つ
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
こ
れ
ら
の
番
組
を
よ
り
醒
め
た
、
対
象
化
し
た
視

点
か
ら
解
釈
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
存
在
す
る
。「
女
の
子
が
勝
ち
気
で
不
器
用
で
、
で
も
実
は
と
っ
て
も
傷
つ
き
や

す
い
、
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
物
語
は
、
も
う
い
い
と
い
う
感
じ
が
す
る
」、「
主
人
公
の
や
り
と
り
は
見
て
い
て
イ
ラ

イ
ラ
し
ま
す
。
住
ん
で
い
る
ア
パ
ー
ト
や
左
ハ
ン
ド
ル
の
ク
ル
マ
な
ど
、『
こ
い
つ
ら
ど
こ
で
そ
ん
な
に
稼
い
で
い
る
ん

だ
』
的
な
、
ト
レ
ン
デ
ィ
・
ド
ラ
マ
に
あ
り
が
ち
な
演
出
に
堪
え
ら
れ
ま
せ
ん
」。
こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
わ
か
る
の
は
、

彼
ら
が
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
二
水
準
」
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
だ
。
彼
ら
は
画
一
的
に
演
出
さ

れ
た
場
面
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ま
っ
た
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
な
い
。
む
し
ろ
「
つ
ま
ら
な
い
」「
暇
だ
っ
た
ら
時
間
つ

ぶ
し
で
見
る
」
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
番
組
解
釈
の
あ
り
方
を
、
右
の
二
つ
の
解
釈
と
対
比

し
て
、「
非
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
一
水
準
」
と
捉
え
て
お
こ
う
。

　

た
だ
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
解
釈
が
よ
り
醒
め
た
見
方
で
あ
る
と
は
い
え
、
前
節
で
論
じ
た

よ
う
な
「
女
性
性
」「
男
性
性
」
の
構
築
の
さ
れ
方
や
ド
ラ
マ
の
展
開
に
隠
さ
れ
て
い
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

の
テ
ー
マ
群
を
批
判
的
に
解
読
す
る
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
は
な
い
、
と
い
う
点
だ
。
彼
ら
は
、
ド
ラ
マ
を
構
成
す
る
「
記

号
的
な
演
出
」
の
非
リ
ア
ル
さ
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
こ
の
記
号
的
構
成
を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
支

配
的
な
価
値
構
造
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
を
見
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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積
極
的
な
「
読
み
」
と
し
て
の
「
拒
否
」

　
「
私
は
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
も
の
は
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
し
て
く
れ
な
い
と
嫌
い
な
方
な
の
で
、
こ
の
結
末
は
す
っ
き

り
し
ま
し
た
。
…
…
た
だ
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
心
に
引
っ
か
か
っ
た
の
は
、
結
局
『
南
』
は
『
瀬
名
』
に
『
幸
せ
に

0

0

0

し
て
も
ら
っ
た

0

0

0

0

0

0

』
の
か
な

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
」（
強
調
は
本
人
）。
こ
の
学
生
の
発
言
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
三
つ
の
タ
イ

プ
の
ド
ラ
マ
解
釈
と
は
異
質
な
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
女
は
、
ド
ラ
マ
を
視
聴
し
た
当
初
は
「
瀬
名
」
と
一
緒
に
「
南
」
が

ア
メ
リ
カ
に
旅
立
つ
「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
」
を
自
然
に
受
け
と
め
た
。
だ
が
、「
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
」、「
南
」
が
「
男

性
」
に
「
幸
せ
に
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
従
属
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
読
み
」
に
共
通
す
る
文
章
を
一
人
の
学
生
が
記
述
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
こ
の
番
組
を
「
ず
っ
と
好
き
で

視
て
い
た
け
れ
ど
、
最
後
の
結
末
は
『
い
や
だ
ね
ぇ
』」
と
み
ん
な
で
言
い
合
っ
て
い
た
と
い
う
。「
瀬
名
の
後
を
つ
い
て

い
か
な
い
で
、
南
も
し
っ
か
り
な
に
か
仕
事
し
て
、
何
年
か
し
た
後
に
ま
た
出
会
い
、
そ
し
て
結
ば
れ
る
み
た
い
な
展
開

が
あ
っ
て
も
い
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
リ
ア

リ
テ
ィ
の
第
二
水
準
」
の
見
方
に
近
く
、
あ
る
程
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
こ
の
ド
ラ
マ
に
感
じ
、
楽
し
み
な
が
ら
視
聴
し
て

い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
送
り
手
側
が
受
け
手
の
期
待
を
満
足
さ
せ
、
受
け
手
の
共
感
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予

測
し
て
構
成
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
や
主
人
公
の
役
柄
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
逸
脱
し
、
ド
ラ
マ

の
テ
ク
ス
ト
内
部
に
編
制
さ
れ
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
文
化
的
構
成
に
対
し
て
別
の
解
釈
、
別
の
読
み
を
積
極
的
に
展
開
し

て
い
る
の
だ
。
前
節
の
テ
ク
ス
ト
分
析
で
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
多
様
な
言
説
、
矛
盾
し
錯
綜
し
た
言
説
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
の
多
様
な
言
説
を
媒
介
に
し
て
、
彼
女
／
彼
な
り
の
意
味
を
紡
ぎ
出
そ
う
と
し
て
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い
る
の
だ
。
こ
の
水
準
を
、
と
り
あ
え
ず
「
非
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
二
水
準
」
と
位
置
づ
け
よ
う
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
対
す
る
四
つ
の
見
方
・
解
読
と
は
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
見
方
が

存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
積
極
的
な
「
拒
否
」
と
で
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
独
自
の

水
準
を
な
し
て
い
る
。
次
の
学
生
の
発
言
は
そ
の
例
証
と
な
っ
て
い
る
。「
終
始
、
見
え
見
え
の
展
開
。
ど
こ
か
で
聞
い

た
こ
と
の
あ
る
安
っ
ぽ
い
セ
リ
フ
の
数
々
。
今
の
若
者
が
欲
し
が
っ
て
い
る
適
度
に
オ
シ
ャ
レ
で
、
適
度
に
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
な
記
号
を
編
集
し
た
だ
け
の
製
品
。
あ
ま
り
の
中
身
の
な
さ
に
呆
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
番
組
は
見
ま
せ
ん
」。
こ

の
よ
う
に
指
摘
し
た
者
は
彼
一
人
で
は
な
い
。
少
な
か
ら
ず
、
彼
と
同
じ
よ
う
な
意
見
を
述
べ
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
存

在
す
る
。
第
一
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
水
準
で
ド
ラ
マ
を
視
聴
す
る
人
た
ち
の
対
極
に
い
る
彼
ら
は
、
こ
う
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
完
璧
に
拒
否
し
、
拒
否
す
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
ド
ラ
マ
と
の
関
わ
り
を
創
り
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
彼
ら
自
身
、
テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
が
創
り
出
す
テ
ク
ス
ト

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
拒
否
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
は
一
切
切
り
離
さ
れ
た
「
現
実
」
の
中
に
み
ず
か
ら
の

現
実
感
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
考
え
る
上
で
、
以
下
の
記
述
は

私
た
ち
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。「
高
校
か
ら
こ
の
よ
う
な
番
組
は
ま
っ
た
く
関
心
が
な
い
。
こ
ん
な
ド
ラ
マ
よ
り
、

格
闘
技
の
ゲ
ー
ム
の
ほ
う
が
ず
っ
と
集
中
で
き
た
し
、
達
成
感
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
較
べ
た
ら
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ん
て
つ

ま
ら
な
い
」。

　

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ド
ラ
マ
解
釈
を
行
な
う
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
は
、
現
在
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
飽
き
た
ら
な

い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
全
体
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
、
コ
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ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
な
ど
、
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
と
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
作

用
が
創
り
出
す
メ
デ
ィ
ア
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
に
魅
惑
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
で
も
あ
る
の
だ
。

リ
ア
リ
テ
ィ
の
多
層
性
と
政
治
性

　

わ
れ
わ
れ
は
、
若
者
の
間
で
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
す
ほ
ど
の
番
組
な
ら
ば
、
多
く
の
若
者
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
、
画

一
的
に
視
聴
さ
れ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
示
し
た
よ
う
に
、
同
一
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に

対
す
る
視
聴
者
の
解
釈
や
見
方
は
け
っ
し
て
画
一
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
多
様
な
解
釈
、
多
様

な
見
方
が
存
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
述
べ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
／
非
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
た
五
つ

の
解
釈
の
タ
イ
プ
は
、
大
学
生
と
い
う
限
定
さ
れ
た
事
例
か
ら
の
分
析
で
あ
り
、
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
は
、
性
別
や
世
代
そ
し
て
有
職
か
無
職
か
に
よ
る
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
現
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
対
す
る
人
々

の
感
覚
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
指
摘
し
た
上
で
さ
ら
に
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
章
の
目
的
が
こ
の
よ
う
な
類
型
を
提
示
す

る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
次
の
二
つ
の
点
だ
。

　

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
解
釈
が
視
聴
者
に
よ
る
「
自
由
な
」
解
釈
を
直
接
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
送
り
手
側
は
、
現
代
社
会
の
多
様
な
価
値
観
や
規
範
の
対
立
や

葛
藤
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
対
立
や
闘
争
を
め
ぐ
る
多
様
な
「
声
」
を
視
聴
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
れ
に
ど
う

対
応
し
て
い
く
か
を
リ
ア
ル
に
認
識
し
な
が
ら
、
番
組
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
達
成
す
る
た
め
に
、
複
雑
な
エ
ン
コ
ー
デ
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ィ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
践
す
る
言
説
の
主
体
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
受
け
手
の
「
能
動
的
な
」
解
釈
や
心
情
的
な

同
一
化
を
事
前
に
想
定
す
る
な
か
で
、
へ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
を
遂
行
す
る
言
説
実
践
の
主

体
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。
と
す
る
な
ら
、
人
々
が
「
能
動
的
」
に
番
組
を
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
・
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
記
号
論
的
な
力
に
よ
っ
て
逆
に
視
聴
者
の
「
主
体
性
」
や
「
能
動
性
」
が
構
築
さ
れ
て
し

ま
う
、
と
い
う
事
態
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
事
実
、
わ
れ
わ
れ
が
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
第
一
水
準
」「
第
二
水
準
」

と
位
置
づ
け
た
ド
ラ
マ
解
釈
は
、
こ
う
し
た
送
り
手
側
の
テ
ク
ス
ト
構
成
の
戦
略
に
従
う
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
視
聴
者
の
多
様
な
解
釈
を
「
能
動

的
」
で
「
自
由
な
」
解
釈
実
践
で
あ
る
と
素
朴
に
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
視
聴
の
多
様
な
パ
タ
ー
ン
を
析
出
す
る

こ
と
な
ど
で
も
な
く
、
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
言
説
の
コ
ー
ド
を
積
極
的
に
「
読
解
」
す
る
こ
と
を
通
じ
て
編
制
さ
れ
る

視
聴
者
の
主
体
化
／
従
属
化
の
複
雑
な
絡
ま
り
あ
い
を
き
め
細
か
く
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
だ
。

　

第
二
は
、
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
現
在
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
拒
否
し
、
そ
の
虚
構
性
を
批
判

す
る
視
聴
者
も
ま
た
単
純
に
「
能
動
的
な
」「
批
判
的
な
」
主
体
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
ら
の
発
言
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
が
、
現
在
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
一
つ

の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
リ
ア
リ
テ
ィ
に
対
す

る
拒
絶
の
感
覚
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
へ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
言
説
実
践
に
対
す
る
抵
抗
を
強
化
す
る
方
向
で
作
用
す
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
む
し
ろ
、
最
後
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
機
能
を
付
加
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
重
層
化

の
な
か
で
、
彼
ら
も
ま
た
別
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
「
能
動
的
な
」
参
与
者
と
し
て
構
築
さ
れ
る
主
体
な
の
か
も
し
れ
な
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い
の
で
あ
る
。四　

テ
レ
ビ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
┠
┨
む
す
び
に
か
え
て

　

本
章
で
は
、
九
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
一
つ
の
流
れ
を
確
実
に
創
り
出
し
た
二
つ
の
番
組
が
、
関
係
の
不
確
実
性

と
い
う
時
代
の
変
化
の
な
か
で
、「
女
性
性
」「
男
性
性
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
ど
う
表
象
し
た
の
か
、
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク

な
文
化
的
実
践
の
あ
り
よ
う
を
中
心
的
に
問
題
化
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
い
か
に
受
容
し

消
費
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
視
聴
者
が
テ
ク
ス
ト
と
出
会
う
「
空
間
」
が
多
様
な
解
釈
や
テ
ク
ス
ト

の
拒
否
を
も
生
み
出
す
「
政
治
的
な
場
」「
介
入
の
場
」「
交
渉
の
場
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
単
一
の
、
一
面
的
な
、
言
説
実
践
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
関
わ
る
新
し
い
価
値
意
識
や
伝
統
的
な
考
え
方
の
対
立
や

葛
藤
を
巧
み
に
節
合
し
た
複
雑
な
テ
ク
ス
ト
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
多
面
的
な
構
成
が
け
っ
し

て
従
来
の
男
性
主
導
社
会
の
論
理
や
感
覚
に
対
立
し
た
り
、
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
を
論
究
し
た
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
J
・
フ
ィ
ス
ク
は
、
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
も
つ
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
が
、
そ
の
内
部
に
対
立
や
矛
盾
を
含

ん
だ
テ
ク
ス
ト
を
前
に
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
能
動
的
に
意
味
を
付
与
し
、
み
ず
か
ら
の
「
快
楽
」
を
生
成
し
て
い
く
過
程
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の
な
か
に
あ
る
と
指
摘
し
、
テ
レ
ビ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
肯
定
的
に
把
握
す
べ
き
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
し
た
。
し
か

し
、
本
章
で
の
分
析
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
視
聴
者
の
能
動
的
な
「
解
釈
」
を
事
前
に
予
期
し
た
テ
ク
ス

ト
構
成
に
よ
っ
て
現
在
の
テ
レ
ビ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
受
け
手
の
能
動
性

そ
れ
自
体
が
ど
の
よ
う
な
権
力
の
布
置
の
な
か
で
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
構
造
的
な
編
制
の
場
の
分
析
へ
と
議

論
を
推
し
進
め
て
い
く
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
（
挨
）。

衛
星
放
送
や
C 

A 

T 

V
の
浸
透
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
既

存
の
テ
レ
ビ
が
根
本
的
な
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
場
と
し
て
テ
レ
ビ
が
再
編
さ

れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
私
た
ち
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
つ
い
て
の
文
化
社
会
学
的
な
、
文
化
政
治
学
的
な
研
究

を
こ
れ
ま
で
以
上
に
推
し
進
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
姶
）。
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第
四
章　

抗
争
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス

┠
┨
公
共
の
記
憶
を
め
ぐ
る
対
抗
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

一　

公
共
の
記
憶
と
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　

戦
前
の
ラ
ジ
オ
放
送
が
果
た
し
た
機
能
を
丹
念
に
検
証
し
た
竹
山
昭
子
の
研
究
は
、
私
た
ち
に
多
く
の
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。
一
九
二
五
年
、
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋
で
個
別
に
開
局
し
、
翌
年
二
六
年
八
月
に
こ
れ
ら
三
局
を
合
同
し
て
設

立
さ
れ
た
日
本
放
送
協
会
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
は
、
そ
の
わ
ず
か
四
カ
月
後
の
同
年
一
二
月
、
大
正
天
皇
の
死
去
に
直
面

す
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
ラ
ジ
オ
が
「
天
皇
の
死
去
と
い
う
重
大
事
に
遭
遇
し
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
竹
山
は
、

ラ
ジ
オ
が
こ
の
天
皇
の
死
去
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
の
「
御
大
葬
、
昭
和
天
皇
の
御
大
礼
と
、
打
ち
続
く
国
家
的
行

事
を
、
時
間
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
機
能
を
生
か
し
、
音
だ
け
の
世
界
で
相
当
な
成
果
を
上
げ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
（
唖
）。

一
二
月
一
六
日
の
容
態
悪
化
が
伝
え
ら
れ
る
や
「
直
ち
に
当
日
よ
り
子
供
の
時
間
娯
楽
演
芸
放
送
を
中

止
し
、
講
演
の
み
を
放
送
す
る
こ
と
」
と
な
る
ラ
ジ
オ
は
、
か
ね
て
の
番
組
時
間
編
成
の
枠
を
取
り
払
い
、
天
皇
の
容
態

放
送
を
徹
底
し
て
行
な
い
、
そ
の
回
数
は
一
二
月
一
四
日
か
ら
二
五
日
ま
で
の
期
間
に
、
東
京
放
送
局
が
一
五
七
回
、
大
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阪
放
送
局
が
八
七
回
、
名
古
屋
放
送
局
が
一
八
九
回
に
も
上
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
二
五
日
天
皇
死
去
の
後
は
、「
廃
朝

中
の
十
二
月
三
〇
日
ま
で
『
謹
慎
の
意
を
表
し
』
て
、
天
気
予
報
と
ニ
ュ
ー
ス
だ
け
と
し
、
三
一
日
か
ら
は
ニ
ュ
ー
ス
、

天
気
予
報
の
他
、
大
喪
関
連
の
講
演
」
を
放
送
し
続
け
た
。

　

天
皇
死
去
の
放
送
を
聞
い
た
聴
取
者
は
そ
の
時
ど
の
よ
う
な
感
慨
を
抱
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
聴
取
者
の
声
を
東
京
中
央

放
送
局
の
報
告
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
只
今
の
放
送
を
聴
取
い
た
し
家
内
一
同
は
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
の
前
に

座
し
遥
か
に
葉
山
の
方
を
遙
拝
し
、
御
弔
詞
申
上
げ
た
り
、
正
確
に
し
て
迅
速
な
る
報
道
は
誠
に
感
謝
に
堪
え
ず
（
娃
）」

と
。

同
報
告
書
は
こ
う
し
た
聴
取
者
の
反
応
を
前
に
し
て
「
最
早
や
ラ
ジ
オ
は
た
ん
な
る
娯
楽
慰
安
修
養
の
機
関
の
み
で
な

く
」、「
其
の
能
力
を
完
全
に
発
揮
し
て
『
国
家
的
報
道
機
関
』
と
し
て
偉
力
を
現
は
す
こ
と
を
誰
し
も
が
知
っ
た
で
あ
ろ

う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
ラ
ジ
オ
の
有
す
る
大
衆
徹
底
力
は
、
こ
こ
で
も
亦
、
爾
余
の
報
道
機
能
と

同
視
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
が
あ
る
。
と
同
時
に
、
社
会
心
理
に
及
ぼ
す
影
響
が
、
ラ
ジ
オ
に
お
い
て
一
層
深
刻
な
る

べ
き
こ
と
も
首
肯
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
阿
）」
と
の
認
識
を
示
し
、「
政
府
管
掌
」
に
固
執
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
放
送

事
業
の
監
督
官
庁
た
る
逓
信
省
で
あ
っ
た
。「
重
大
事
」
に
直
面
し
た
ラ
ジ
オ
が
み
ず
か
ら
「
国
家
的
報
道
機
関
」
と
し

て
の
役
割
を
自
覚
し
た
と
き
、
少
な
か
ら
ぬ
国
民
が
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
、
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
る
「
声
」
を
通
じ
て
、
国
家

的
出
来
事
を
体
験
し
、
自
己
の
記
憶
の
一
部
と
す
る
時
代
が
幕
を
開
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
共
の
記
憶
が
「
ラ
ジ

オ
の
声
」
を
通
じ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
記
憶
と
し
て
編
制
さ
れ
る
時
代
を
迎
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
章
で
は
、
以
下
、
二
〇
世
紀
の
映
像
文
化
の
中
心
を
占
め
て
き
た
テ
レ
ビ
文
化
を
、
記
憶
の
創
造
の
た
め
の
技
術

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
、
そ
れ
と
は
一
見
無
関
係
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
初
期
ラ
ジ
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オ
放
送
の
問
題
に
ふ
れ
て
き
た
の
は
、
過
去
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
と
イ
メ
ー
ジ
を
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
規
模

で
、
し
か
も
日
常
生
活
に
密
着
し
た
か
た
ち
で
流
通
さ
せ
て
い
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
機
能
を
、
公
共
の
記
憶
の
創
造
の
た

め
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
よ
り
深
く
問
題
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
記
念
碑
、
記
念
建
造
物
、
教
科
書
の
編

纂
、
そ
し
て
映
画
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
開
始
と
い
う
、
近
代
の
国
民
国
家
の
成
立
と
一
体
と
な
っ
た
記
憶
シ
ス
テ
ム
の
公
的

な
編
制
と
い
う
長
期
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
を
位
置
づ
け
、
関
連
づ
け
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
（
哀
）。

　

と
り
わ
け
日
本
に
お
け
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
社
会
的
な
浸
透
と
定
着
を
考
え
る
場
合
、
公
共
の
記
憶
の
編
制
と
テ
レ
ビ

と
い
う
問
題
系
は
、
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
五
三
年
の
テ
レ
ビ
放
送
開

局
当
時
、
ラ
ジ
オ
契
約
件
数
が
一
〇
〇
〇
万
件
を
超
え
、
新
聞
の
総
発
行
部
数
も
二
〇
〇
〇
万
部
を
上
回
っ
て
い
る
な
か
、

N 

H 

K
テ
レ
ビ
受
信
契
約
は
わ
ず
か
八
六
六
件
（
受
信
機
所
有
世
帯
）
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
テ
レ
ビ
受
信
契
約
が
一
〇
〇
万

件
を
超
え
る
に
は
そ
の
後
五
年
の
歳
月
を
要
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
年
後
の
五
九
年
四
月
一
〇
日
の
「
皇
太
子
殿
下
・

美
智
子
様
の
御
成
婚
パ
レ
ー
ド
」
の
中
継
放
送
直
前
に
、
テ
レ
ビ
受
信
契
約
は
二
〇
〇
万
件
を
越
え
て
、
急
速
に
普
及
し

て
い
く
。
そ
し
て
「
御
成
婚
」
か
ら
五
年
後
の
六
四
年
一
〇
月
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
時
に
は
契
約
件
数
は
一
七
〇
〇
万

件
を
超
え
る
。
こ
の
経
緯
が
示
す
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ベ
ン
ト
の
放
送
が
契
機
と
な
っ
て
、
テ
レ
ビ
の
日
常
世
界
へ

の
浸
透
が
加
速
し
、
ラ
ジ
オ
に
代
わ
っ
て
テ
レ
ビ
が
集
合
的
記
憶
を
編
制
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
へ
と
成
長
し

て
い
っ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ラ
ジ
オ
に
よ
る
国
家
的
事
業
や
式
典
の
放
送
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
政
治
的
な
力
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
公
的
な
記
憶
の
編
制
に
深
く
か
か
わ
り
、
戦
前
の
天
皇
・
国
家
へ
の
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統
合
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
が
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
も
こ
う
し
た
一
連
の
系
譜
に
正
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

べ
き
も
の
な
の
だ
。

　

と
は
い
え
、
そ
れ
以
前
の
ラ
ジ
オ
放
送
や
「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
」「
記
録
映
画
」
と
は
異
な
り
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ク
な
空
間

に
配
置
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
ほ
ど
、
過
去
の
歴
史
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
脱
領
域
化
し
、「
い
ま
」
を
歴
史
化
す
る

こ
と
に
寄
与
し
た
メ
デ
ィ
ア
は
他
に
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
情
報
や
娯
楽
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア

に
特
有
の
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
や
表
現
形
式
を
次
々
に
つ
く
り
出
す
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
歴
史
に
か
ん
し
て
も
独
自
の
「
語

り
」
と
イ
メ
ー
ジ
を
産
出
し
、
公
共
の
記
憶
を
か
つ
て
な
い
規
模
で
共
有
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
強
い
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。

　

さ
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
公
共
的
な
記
憶
と
の
か
か
わ
り
、
と
り
わ
け
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
と
公
共
的
な
記
憶
と
の
現
代
的
関
係

と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
次
の
事
柄
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

公
共
の
記
憶
の
造
形
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
公
共
圏
に
か
ん
す
る
議
論
で
描
き
出
し
た
よ
う
な
、
公
共

的
な
討
論
と
い
う
開
か
れ
た
空
間
を
通
じ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
権
力
や
利
害
関
心
に
基
づ
く
特
定

の
記
憶
や
歴
史
像
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
調
達
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
外
部
の
政
治
的
組
織
や

種
々
の
団
体
の
圧
力
、
さ
ら
に
は
「
国
民
感
情
」（
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
）
と
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
社
会
的
圧
力
な
ど
、

メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
複
雑
な
関
係
、
さ
ら
に
は
テ
レ
ビ
局
内
部
の
い
く
つ
か
の
部
局
の
対
抗
関
係
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
間
の
動
的
な
闘
争
と
交
渉
の
過
程
を
通
じ
て
、
と
き
に
は
個
々
の
記
憶
の
あ
か
ら
さ
ま
な
排
除
や
隠

蔽
さ
え
も
が
行
な
わ
れ
る
権
力
行
使
の
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
こ
に
対
抗
的
な
記
憶
も
ま
た
生
成
す
る
、
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複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
歴
史
番
組
も
、
歴
史
と
記
憶
を
め
ぐ
る
「
政
治
的
」
過
程
と
無
縁
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
メ
デ

ィ
ア
こ
そ
、
今
日
、
公
的
に
記
憶
さ
れ
る
べ
き
事
柄
を
編
集
す
る
政
治
的
な
、
支
配
的
な
場
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

二　

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
集
合
的
記
憶
の
編
制

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
な
か
の
歴
史

　

さ
ま
ざ
ま
な
テ
レ
ビ
番
組
の
な
か
で
、
歴
史
番
組
が
多
い
と
は
必
ず
し
も
い
え
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
判
断
も
、

歴
史
番
組
を
ど
の
範
囲
で
考
え
る
か
で
、
お
の
ず
か
ら
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。『
人
間
講
座
』
に
代
表
さ
れ
る
教
育
教
養
チ

ャ
ン
ネ
ル
の
な
か
の
正
統
的
な
歴
史
番
組
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た
』
な
ど
の
教
養
娯
楽
番
組
や
、

民
放
の
『
世
界
不
思
議
発
見
』『
知
っ
て
る
つ
も
り
』
な
ど
各
国
の
文
化
や
歴
史
を
題
材
に
し
た
番
組
、
さ
ら
に
『
北
条

時
宗
』『
大
岡
越
前
』
な
ど
の
時
代
劇
、
そ
し
て
八
月
六
日
、
九
日
、
一
五
日
に
過
去
の
映
像
を
編
集
し
て
放
送
さ
れ
る

特
別
番
組
な
ど
も
歴
史
番
組
に
含
め
る
な
ら
、
テ
レ
ビ
番
組
全
体
に
占
め
る
割
合
は
か
な
り
の
数
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ

何
年
か
、『
映
像
の
世
紀
』『
N 

H 

K
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
』
な
ど
こ
れ
ま
で
保
存
蓄
積
さ
れ
て
き
た
映
像
資
料
を
新
た
な
視

点
か
ら
編
集
し
た
番
組
が
相
次
い
で
放
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
予
想
す
る
以
上
に
、
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歴
史
番
組
が
テ
レ
ビ
に
占
め
る
割
合
は
高
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
を
提

示
し
な
が
ら
、
特
定
の
歴
史
と
過
去
の
記
憶
を
繰
り
返
し
再
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
二
つ
の
番
組
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
番
組
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
両
者
が
と
も
に
、

現
在
の
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
の
中
に
表
象
さ
れ
る
典
型
的
な
「
歴
史
」
像
を
提
出
し
て
お
り
、
ま
た
な
に
よ
り
も
第
二

次
大
戦
以
降
の
日
本
社
会
の
戦
後
史
に
か
か
わ
る
「
公
共
の
記
憶
」
の
編
制
が
も
つ
政
治
的
意
味
を
先
鋭
に
指
し
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
N 

H 

K
が
二
〇
〇
〇
年
三
月
か
ら
放
送
を
開
始
し
た
『
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
X
』
で
あ
る
。
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
と
形
式
か
ら
み
て
、
一
九
九
一
年
に
放
送
さ
れ
戦
後
の
日
本
社

会
の
発
展
の
核
心
を
高
度
な
科
学
技
術
の
開
発
力
か
ら
描
い
て
人
気
を
博
し
た
『
電
子
立
国　

日
本
の
自
叙
伝
』
に
つ
な

が
る
こ
の
番
組
は
、
中
高
年
の
視
聴
者
の
み
な
ら
ず
学
生
や
若
者
に
も
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
、
視
聴
率
が
一
六
〜
一
八
％
に

ま
で
上
昇
、
主
題
歌
の
ヒ
ッ
ト
や
関
連
本
の
刊
行
な
ど
一
種
の
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
し
、
人
気
番
組
と
し
て
現
在
ま
で
一

〇
〇
回
を
超
え
る
放
送
回
数
を
記
録
し
て
い
る
（
愛
）。
大
学
の
講
義
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
テ
レ
ビ
に
持
ち
込
ん
だ
教
育
テ
レ

ビ
の
番
組
『
人
間
講
座
』
や
、
専
門
家
と
司
会
者
と
の
ト
ー
ク
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
『
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た
』

と
い
っ
た
教
養
娯
楽
系
の
番
組
と
は
異
な
り
、
関
係
者
の
証
言
と
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
映
像
表
現
、
そ
し
て
独
特
の
ナ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
新
た
な
歴
史
番
組
の
手
法
を
開
拓
し
た
か
に
み
え
る
こ
の
番
組
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
を
ど
の
よ

う
な
時
代
と
し
て
描
き
、
表
象
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
の
分
析
対
象
は
、
二
〇
〇
一
年
一
月
に
N 

H 

K
のET

V
2001

シ
リ
ー
ズ
「
特
集
・
戦
争
を
ど
う
裁
く
か
」
の
第

二
回
目
と
し
て
放
送
さ
れ
た
番
組
『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
』
で
あ
る
。
こ
の
番
組
を
め
ぐ
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
メ



81　　第四章　抗争するオーディエンス

デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
、
政
治
的
論
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
軍
に
よ
る
性
暴
力
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、

日
本
政
府
の
責
任
を
糺
し
た
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」（
日
本
と
ア
ジ
ア
諸
国
の
N 

G 

O
に
よ
っ
て
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
東

京
で
開
催
）
を
題
材
に
制
作
さ
れ
た
番
組
が
、
放
送
直
前
に
改
編
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
直
前
の
改
編
で
、
な
に
が

消
さ
れ
、
い
か
な
る
表
象
が
削
除
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
が
「
公

共
の
記
憶
」
と
し
て
、
な
に
を
選
択
し
、
な
に
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
鮮
明
に
示
さ

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
（
挨
）。
番
組
の
テ
ク
ス
ト
論
的
分
析
と
と
も
に
、
視
聴
者
の
声
が
伝
え
る
テ
ク
ス
ト
受
容
の
諸
相
を
検
証
し

な
が
ら
、
放
送
開
始
五
〇
年
を
経
た
日
本
の
テ
レ
ビ
の
問
題
を
横
断
的
に
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
』
に
み
ら
れ
る
戦
後
史
の
表
象

　

こ
の
番
組
の
公
式
サ
イ
ト
に
記
さ
れ
た
紹
介
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
』
は
、
熱
い
情
熱
を
抱
き
、
使
命
感
に
燃
え
て
、
戦
後
の
画
期
的
な
事
業
を
実
現
さ
せ
て
き
た
「
無
名
の

日
本
人
」
を
主
人
公
と
す
る
「
組
織
と
群
像
の
知
ら
れ
ざ
る
物
語
」
で
あ
る
。
今
も
記
憶
に
新
し
い
あ
の
社
会
現
象
、
人
々

の
暮
ら
し
を
劇
的
に
変
え
た
新
製
品
の
開
発
、
日
本
人
の
底
力
を
見
せ
付
け
た
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
戦
後
、
日
本
人
は
英

知
を
駆
使
し
、
個
人
の
力
量
を
〝
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
〞
と
い
う
形
で
開
花
さ
せ
て
き
た
。
戦
後
日
本
の
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ

な
出
来
事
の
舞
台
裏
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
々
が
い
た
の
か
。
成
功
の
裏
に
は
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
が
あ
り
、
数
々

の
障
害
は
い
か
な
る
秘
策
で
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
番
組
で
は
、
先
達
者
た
ち
の
「
挑
戦
と
変
革
の
物
語
」
を
描

く
こ
と
で
、
今
、
再
び
、
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
迫
ら
れ
て
い
る
二
一
世
紀
の
日
本
人
に
向
け
「
挑
戦
へ
の
勇
気
」
を
伝
え
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た
い
と
考
え
て
い
る
（
姶
）。

　

こ
の
番
組
の
狙
い
が
は
っ
き
り
と
謳
わ
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
敗
戦
の
後
、
復
興
に
立
ち
上
が
り
、
高
度
経
済
成
長

に
向
け
て
離
陸
し
て
い
っ
た
日
本
社
会
の
歴
史
を
、
戦
後
の
画
期
的
な
事
業
を
実
現
さ
せ
て
き
た
「
無
名
の
日
本
人
」
の

営
み
か
ら
描
き
出
す
こ
と
に
番
組
の
編
成
方
針
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
番
組
を
制
作
す
る
基

本
的
な
目
的
が
、
二
一
世
紀
の
日
本
人
に
向
け
「
挑
戦
へ
の
勇
気
」
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
数
々

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
践
し
た
無
名
の
「
日
本
人
」
が
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
が
、
そ
し
て
同
僚
だ
っ
た
者
た
ち
が
証
言

す
る
内
容
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
の
番
組
は
、
一
見
す
る
と
、
確
実
で
、
批
判
の
余
地
の
な
い
よ
う
な
、
歴
史
の
真
実

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
う
単
純
に
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
放
送
さ
れ
た
内
容
が
、
こ
の
紹
介
記
事
の
狙
い
に
沿
う
か
た
ち
で
ど
う
編
集
さ
れ
制
作
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
特
徴
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　

二
〇
〇
三
年
七
月
ま
で
に
放
送
さ
れ
た
番
組
の
特
色
を
形
式
的
な
側
面
か
ら
捉
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
は
、
テ
ー
マ

化
さ
れ
た
題
材
の
多
く
が
一
九
五
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
ま
で
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
番
組
総
本
数
の
約
三
分

の
二
が
こ
の
時
期
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
光
を
当
て
て
い
る
。
現
在
の
年
齢
が
七
〇
歳
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
時
期

は
も
っ
と
も
仕
事
に
集
中
し
精
力
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
た
三
〇
か
ら
五
〇
歳
代
に
あ
た
る
。
高
年
齢
の
視
聴
者
に
と
っ

て
は
自
分
の
生
き
た
時
代
を
振
り
返
る
ま
た
と
な
い
番
組
と
し
て
視
聴
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
他
方

で
、
一
九
七
五
年
以
降
に
生
ま
れ
た
二
〇
代
の
若
者
に
と
っ
て
、
こ
の
番
組
は
、
直
接
の
体
験
と
し
て
は
知
る
由
も
な
い
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こ
の
時
代
の
、
し
か
も
「
無
名
の
日
本
人
」
の
苦
難
と
勇
気
の
歴
史
を
知
る
数
少
な
い
機
会
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
。

後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
出
来
事
を
、「
無
名
の
」「
一
般
の
」
人
々
の
挑
戦
の
物
語
を
通
じ
て
知
る
こ
と
は
、
彼

ら
に
少
な
か
ら
ぬ
感
慨
を
与
え
て
い
る
。

　

第
二
の
特
徴
は
、
そ
の
内
容
の
多
く
が
、
新
し
い
技
術
の
開
発
に
か
か
わ
っ
た
技
術
者
の
挑
戦
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
番
組
を
明
確
な
基
準
で
分
類
分
け
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
高
度
な
技
能
の
発
揮
を
含
め
た
広
義

の
意
味
で
の
技
術
に
関
連
し
た
内
容
、
事
故
や
事
件
や
災
害
時
に
関
連
し
た
内
容
、
医
療
や
自
然
保
護
な
ど
市
民
活
動
に

関
連
し
た
内
容
、
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
に
関
連
し
た
内
容
、
と
い
う
四
つ
の
領
域
に
分
け
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
五

三
本
、
一
四
本
、
二
八
本
、
一
三
本
と
な
る
。
伝
統
的
な
技
能
を
も
つ
人
々
を
主
人
公
と
し
た
番
組
も
存
在
す
る
と
は
い

え
、
新
制
大
学
を
卒
業
し
た
若
手
中
堅
の
技
術
者
が
国
内
外
の
競
争
に
果
敢
に
挑
戦
す
る
姿
を
物
語
る
こ
と
に
、
こ
の
番

組
の
大
き
な
柱
が
あ
る
。

　

第
三
の
特
徴
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
単
純
さ
、
明
快
さ
、
で
あ
る
。
新
た
な
課
題
へ
の
挑
戦
と
失
敗
、
困
難
の
克
服
、

再
度
の
挫
折
、
そ
し
て
最
終
的
に
困
難
を
克
服
し
て
成
功
に
至
る
歩
み
が
、
当
時
の
写
真
、
再
現
ビ
デ
オ
、
関
係
者
の
証

言
を
つ
う
じ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
手
法
と
ド
ラ
マ
の
手
法
を
結
合
し
た
独
特
の
単
純
明
快
な
構

成
が
、
視
聴
者
を
引
き
付
け
る
魅
力
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
注
意
し
て
み
る
と
、

こ
の
単
純
な
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
の
な
か
に
、
毎
回
共
通
す
る
か
た
ち
で
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
プ
ロ
ッ
ト
が
組
み
込
ま

れ
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。「
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
単
純
明
快
さ
」
と
で

も
い
え
る
送
り
手
側
の
戦
略
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
点
の
み
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
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一
つ
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
技
術
者
と
こ
の
主
人
公
を
信
頼
し
見
守
る
上
司
と
の
関
係
、
さ
ら
に
主

人
公
と
彼
に
従
う
部
下
と
の
関
係
の
描
写
で
あ
る
。
ま
ず
主
人
公
と
上
司
の
関
係
で
は
、
つ
ね
に
上
司
が
部
下
の
独
走
で

あ
れ
、
独
創
で
あ
れ
、
彼
の
行
動
を
承
認
し
、
見
守
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
次
に
主
人
公
と
部
下
の
関
係
で
も
画
一

的
な
描
か
れ
方
に
終
始
し
て
い
る
と
い
え
る
。
過
酷
な
困
難
に
直
面
す
る
な
か
、
部
下
は
仕
事
に
対
す
る
責
任
感
か
ら
、

誰
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
か
ら
徹
夜
で
作
業
に
取
り
組
む
。
こ
の
自
由
闊
達
な
職
場
環
境
を
提
供
す
る
の
は
、

主
人
公
で
あ
る
中
堅
の
技
術
者
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
番
組
で
は
、
日
本
人
の
集
団
的
特
性
と
し
て
た
び
た
び
語
ら

れ
て
き
た
「
タ
テ
社
会
の
論
理
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
集
団
的
規
律
の
強
さ
、
そ
の
価
値
意
識
や
行
動
原
理
に
組
み
込
ま
れ

た
個
人
、
と
い
う
従
来
の
見
解
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
論
理
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
か
た
ち
で
、
個
人
と
集
団
の
関

係
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
十
分
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
個
人
の
自
発
性
や
独
創
性
、
そ
し
て
自

己
責
任
重
視
と
い
う
価
値
が
、
実
は
「
現
在
の
」「
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
迫
ら
れ
て
い
る
二
一
世
紀
の
日
本
人
」
に
必

要
な
資
質
で
あ
り
、
新
た
な
組
織
運
営
の
核
心
で
あ
る
と
し
て
、
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
喧
伝
さ
れ
て
い
る
新
自
由

主
義
的
な
価
値
観
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
い
わ
ば
、
現
在
の
視
点
か
ら
の
、
歴
史
の
再
構
成
が
行
な
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
（
逢
）。

　

も
う
一
つ
、
送
り
手
側
の
戦
略
は
、
番
組
の
な
か
で
ほ
ん
の
一
瞬
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト

こ
そ
、
こ
の
番
組
の
全
体
の
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
、

欧
米
と
日
本
と
い
う
対
抗
・
対
立
の
図
式
で
あ
る
。
こ
の
構
図
の
描
写
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ほ
ん
の
一
瞬
触

れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
多
く
の
物
語
に
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
、
こ
の
物
語
が
個
人
の
ド
ラ
マ
で
は
な
く
、
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日
本
人
の
努
力
と
栄
光
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
こ
と
を
視
聴
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
背
景
を
な
し
て
い
る
の
だ
。

　

第
四
八
回
目
に
放
送
さ
れ
た
「
液
晶　

執
念
の
対
決
」
で
は
、
電
気
を
通
す
と
色
が
つ
く
液
晶
の
存
在
が
ア
メ
リ
カ
で

知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
商
品
化
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
描
か
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
で
き

な
い
こ
と
に
日
本
が
果
敢
に
取
り
組
み
、
最
終
的
に
は
そ
れ
が
成
功
す
る
、
と
い
う
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
が
形
作
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
で
先
行
す
る
ア
メ
リ
カ
、
そ
れ
に
追
い
つ
き
追
い
こ
す
日
本
、
開
発
を
断
念
す
る

ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
日
本
、
こ
の
よ
う
な
構
図
は
他
の
物
語
で
も
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
第

六
四
回
の
「
逆
転　

田
舎
工
場
世
界
を
制
す　

ク
オ
ー
ク
革
命
の
腕
時
計
」
で
は
、
一
九
六
九
年
に
発
売
さ
れ
た
ク
オ
ー

ク
腕
時
計
の
開
発
に
さ
い
し
て
、
当
初
ア
メ
リ
カ
の
電
子
時
計
が
先
行
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
世
界
の
時
計
王
国
ス
イ

ス
が
こ
ぞ
っ
て
ク
オ
ー
ク
時
計
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
こ
と
、
が
語
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
や
欧
州
に
対
す
る
日
本
と
い
う

対
抗
図
式
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
物
語
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
補
助
線
は
、「
起
死
回
生　

ア
ラ
ビ
ア
の
友
よ
」、「
男
た
ち
の
H

－

II
ロ
ケ
ッ
ト
」、「
ル
マ
ン
を
制
覇
せ
よ
」、

「
翼
は
よ
み
が
え
っ
た
」、「
執
念
が
生
ん
だ
新
幹
線
」
や
二
〇
〇
三
年
に
放
送
さ
れ
た
「
家
電
革
命　

ト
ロ
ン
の
衝
撃
」

な
ど
、
番
組
の
開
始
当
初
か
ら
現
在
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
構
図
を
戦
略
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
、「
無
名

の
技
術
者
」
の
努
力
や
研
鑽
を
、
欧
米
諸
国
で
は
不
可
能
な
事
柄
で
あ
る
と
し
て
追
求
さ
れ
ず
に
き
た
課
題
や
困
難
を
解

決
し
、
成
功
に
導
い
た
「
日
本
人
」
の
物
語
に
仕
立
て
て
い
く
の
で
あ
る
。
欧
米
と
肩
を
並
べ
る
か
そ
れ
を
凌
ぐ
ほ
ど
の

底
力
を
発
揮
し
た
「
日
本
人
」
の
「
優
秀
さ
」「
勤
勉
さ
」
を
、
視
聴
者
が
自
然
に
、
無
理
な
く
、
想
像
す
る
（
想
像
可
能
な
）

物
語
と
し
て
、
こ
の
番
組
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
番
組
が
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
煽
る
よ
う
な
番
組
と
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
わ
け
で
は
絶
対
に
な
い
。
し
か
し
、
政
治
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
位
相
を
異
に
し
つ
つ
、
個
々
人
の
過

去
の
記
憶
を
、
わ
れ
わ
れ
「
日
本
人
」
全
体
の
記
憶
と
し
て
、
つ
な
ぎ
止
め
て
い
く
よ
う
な
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
感
覚
が
こ
の
番
組
に
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
番
組
は
明
ら
か
に
、
す
で
に

紹
介
し
た
、
日
本
の
電
子
技
術
者
た
ち
が
世
界
に
認
め
ら
れ
る
技
術
の
開
発
に
成
功
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
「
日
本
人
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
」「
日
本
人
の
誇
り
」
と
し
て
描
い
た
『
電
子
立
国　

日
本
の
自
叙
伝
』
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
葵
）。

し
か
も
日
常
生
活
に
必
須
の
製
品
の
開
発
に
か
か
わ
っ
た
「
無
名
の
技
術
者
」

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
で
、
よ
り
心
情
的
な
誇
り
や
感
動
を
視
聴
者
に
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
。

筆
者
の
質
問
に
答
え
て
く
れ
た
若
者
の
声
は
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
（
茜
）。

日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
て
く
れ
る
。

日
本
人
も
す
ご
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

日
本
人
技
術
者
の
頑
張
り
が
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
。

す
ご
い
日
本
人
が
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
勇
気
づ
け
ら
れ
ま
す
。

　

番
組
は
、
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
構
成
か
ら
い
え
ば
、
日
本
、
あ
る
い
は
日
本
人
と
い
う
事
柄
を
前
面
に
出
し
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
自
然
に
、「
無
名
の
技
術
者
」
の
活
躍
を
、「
日
本
人
の
活
躍
」、「
日
本

人
も
す
ご
い
こ
と
」
と
受
け
止
め
、
日
本
人
の
物
語
と
し
て
こ
の
番
組
を
視
聴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、

視
聴
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
も
ま
た
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
強
く
再
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く

の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
複
数
の
学
生
た
ち
が
い
た
こ
と
も
同
時
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

誰
も
が
こ
の
番
組
で
取
り
上
げ
た
人
々
の
よ
う
に
成
功
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
、
こ
の
番
組
は

人
々
を
上
昇
気
分
に
さ
せ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
実
認
識
を
誤
ら
せ
る
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た

日
本
人
の
成
功
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
い
悪
い
は
別
に
し
て
、
あ
る
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
発
生
さ
せ
て
い
る
気
が

す
る
。（
二
〇
代
男
性
）

　

こ
の
発
言
は
、
番
組
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
誇
張
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の

個
人
の
活
躍
が
大
文
字
の
日
本
人
の
活
躍
と
し
て
意
図
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
成
功
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
者
の
視

線
か
ら
す
る
歴
史
も
ま
た
あ
る
こ
と
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
歴
史
に
こ
そ
よ
り
十
全
な
現
実
認
識
を
わ
れ
わ
れ
に
迫
る
契

機
が
孕
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
の
だ
。

公
共
の
記
憶
を
産
出
す
る
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

　
『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
』
の
な
か
で
何
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
特
徴
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
と
多
く
の
物
語
に



Ⅱ　メディア・スタディーズにおける「階級」概念の構築　　88

共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
析
出
し
て
き
た
が
、
そ
の
上
で
確
認
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
第
一
は
、
無
名
の
人
々
の
記
憶
を
た

ど
り
、
彼
ら
の
行
為
を
記
録
し
表
現
し
た
歴
史
番
組
が
、
ド
ラ
マ
の
手
法
を
用
い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
内

容
が
ど
の
程
度
確
か
な
の
か
（
不
確
か
な
の
か
）
わ
か
ら
な
い
、
と
単
純
に
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

彼
ら
が
熱
い
情
熱
を
抱
き
困
難
に
挑
戦
し
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
記
憶
が
確
か
か
、
不

確
か
か
、
詮
索
す
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
第
二
に
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
彼
ら
の

記
憶
を
手
が
か
り
に
し
て
表
象
代
表
さ
れ
た
番
組
の
テ
ク
ス
ト
が
、
個
人
的
な
意
味
で
も
、
公
共
的
な
意
味
で
も
、
過
去

の
出
来
事
に
関
し
て
の
、
よ
り
十
全
な
、
真
実
の
表
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
け
っ
し
て
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
も
明
記
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
過
去
は
、
あ
る
い
は
過
去
に
か
ん
す
る
記
憶
は
、
も
と
も
と
の
形
で
は
復

元
不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
も
の
で
あ
れ
、
公
共
的
な
も
の
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
過
去
に
か
ん
す
る
記

憶
と
は
、
現
在
の
社
会
的
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
当
事
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
媒
介
さ
れ
、
そ
の
媒

介
の
過
程
の
な
か
に
生
成
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
共
通
の
出
来
事
を
体
験
し
た
者
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
も
、
彼
ら
が

そ
の
当
時
置
か
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
違
い
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
現
在
置
か
れ
た
立
場
の
違
い
に
応
じ
て
、
過
去
に
関
す
る

記
憶
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
相
貌
を
呈
す
る
だ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
記
憶
を
語
り
出
す
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
こ
う

し
た
過
去
が
存
在
し
た
こ
と
す
ら
記
憶
の
彼
方
に
封
印
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
る
、
そ
う
し
た
政
治
的
・
社
会
的
な

文
脈
に
布
置
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
し
か
も
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
番
組
と
は
、
証
言
す
る
人
物

を
選
択
し
、
登
場
さ
せ
、
語
ら
せ
、
さ
ら
に
番
組
制
作
上
の
意
図
に
沿
う
か
た
ち
で
証
言
者
の
声
を
編
集
す
る
装
置
で
も

あ
る
。
問
題
は
、
そ
こ
で
、
個
人
の
具
体
的
な
経
験
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
た
「
国
民
の
歴
史
」
が
構
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成
さ
れ
、
あ
る
特
定
の
経
験
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
「
記
憶
」「
歴
史
」
が
隠
蔽
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
記
憶
の
産
出
に
関
与
し
、
個
人
的
な
記
憶
を
公
共
的
な
記
憶
と
し
て
再
編
す
る
、

現
在
の
社
会
的
政
治
的
な
文
脈
と
そ
こ
に
作
動
す
る
パ
ワ
ー
を
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
テ
ク
ス
ト
の
構
成
に
即
し
な
が
ら
精

緻
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
問
題
を
よ
り
深
く
考
究
す
る
に
さ
い
し
て
重
要
な
視
点
を
提
示
す
る
、
も
う
一
つ
の
番
組
の
考
察
に

移
ろ
う
。
す
で
に
紹
介
し
た
N 

H 

K
の
番
組
『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
』
で
あ
る
。

三　

排
除
さ
れ
る
記
憶
と
歴
史

社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
暴
力
性

　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
番
組
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」
を

取
材
し
た
番
組
で
あ
る
。
こ
の
法
廷
は
、
日
本
と
ア
ジ
ア
各
国
の
N 

G 

O
が
主
催
し
、
日
本
軍
の
女
性
に
対
す
る
性
暴

力
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
戦
後
、
そ
の
謝
罪
と
賠
償
の
責
任
を
果
た
し
て
こ
な
か
っ
た
日
本
政
府
の
姿
勢
を
あ
ら
た
め

て
問
い
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
他
方
で
、ET

V
2001

シ
リ
ー
ズ
「
特
集
・
戦
争
を
ど
う
裁
く
か
」
の
狙
い
は
、

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
顕
在
化
し
、
国
際
法
上
も
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
き
た
「
人
道
に
対
す
る

罪
」（C

rim
es against hum

anity

）
を
大
き
な
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
ナ
チ
ス
政
権
下
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
や
フ
ラ
ン
ス
の
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ヴ
ィ
シ
ー
政
権
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
強
制
連
行
な
ど
、
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
「
暗
部
」
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と

で
は
じ
め
て
、
二
一
世
紀
の
社
会
が
人
種
、
性
、
宗
教
な
ど
の
違
い
に
よ
る
差
別
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
訴

え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
差
別
と
抑
圧
を
克
服
す
る
た
め
に
、
国
家
、
政
府
、
そ
し
て
市
民
が
い
か
な
る
責
任
を
果
た
す
べ

き
な
の
か
、
い
か
な
る
制
度
が
新
た
に
つ
く
り
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
方
途
を
示
す
こ
と
を
意
図

し
て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
作
者
側
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
の
判
断
の
下
に
、『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴

力
』
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
回
と
し
て
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」
を
取
り
上
げ
、
東
／
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る

戦
時
期
の
日
本
人
に
よ
る
「
性
暴
力
」
の
問
題
を
放
送
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
係
者
と
協
議
さ
れ
合
意
を
み
た
最

終
の
内
容
が
放
送
直
前
に
改
竄
さ
れ
た
。
な
に
が
改
竄
さ
れ
た
の
か
。

　
「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
、
日
本
軍
に
よ
る
元
「
従
軍

慰
安
婦
」
に
対
す
る
性
暴
力
は
突
発
的
な
事
例
で
は
な
く
、
軍
に
よ
る
組
織
的
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
元
「
従

軍
慰
安
婦
」
に
対
す
る
性
暴
力
が
レ
イ
シ
ズ
ム
を
伴
っ
た
複
合
的
な
差
別
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
こ
の
犯
罪
が
組
織
的

な
も
の
で
あ
る
限
り
、
日
本
軍
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
天
皇
の
責
任
は
明
白
で
あ
っ
て
、
天
皇
は
有
罪
で
あ
る
と
の
判
決

を
下
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
廷
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
長
年
に
わ
た
り
放
置
し
つ
づ
け
て
き
た
責
任
が
、
日

本
政
府
の
み
な
ら
ず
国
際
機
関
に
も
あ
る
こ
と
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
。

　

番
組
『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
』
は
、
取
材
に
協
力
し
番
組
の
解
説
者
を
務
め
た
高
橋
哲
哉
に
よ
れ
ば
、
以
下
で
指
摘

す
る
よ
う
な
、
重
要
な
修
正
が
な
さ
れ
た
と
い
う
（
穐
）。

も
っ
と
も
重
要
な
修
正
は
、「
戦
時
下
の
性
暴
力
、
性
奴
隷
制
が
人

道
に
対
す
る
罪
に
あ
た
る
」
と
判
断
し
、「
日
本
国
家
と
昭
和
天
皇
の
責
任
を
認
定
」
し
た
法
廷
の
判
断
を
す
べ
て
削
除
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し
た
こ
と
だ
。
番
組
は
、
日
本
軍
と
い
う
言
葉
す
ら
、
天
皇
と
い
う
言
葉
す
ら
、
一
度
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
終

わ
り
、
法
廷
の
判
断
内
容
は
お
ろ
か
、
判
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
す
ら
も
一
切
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
が
施
さ
れ
た
。
当
初
は
収
録
さ
れ
放
送
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
加
害
兵
士
の
証
言
」
が
す
べ
て

削
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
的
な
実
行
力
は
持
た
な
い
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
か
た
ち
で
は
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
な

い
日
本
軍
の
元
「
従
軍
慰
安
婦
」
の
「
声
」
を
、
国
際
法
の
専
門
家
に
届
け
て
、
あ
ら
た
め
て
判
断
を
示
し
て
も
ら
う

と
い
う
、
法
廷
を
開
催
し
た
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
高
橋
の
発
言
も
削
ら
れ
た
。
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
で
、

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
も
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
で
自
国
の
責
任
者
を
裁
い
て
き
た
こ
と
を
肯
定
的
に
紹
介
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
日
本
軍
の
犯
罪
に
か
か
わ
る
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
語
る
こ
と
な
く
終
始
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
放
送
直
前
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
被
告
が
不
在
（
日
本
政
府
は
法
廷
へ
の
出
席
を
求
め
る
書
簡
を

無
視
し
た
）
の
民
間
法
廷
に
は
裁
く
権
利
は
な
い
こ
と
、
一
事
不
再
理
の
原
則
に
従
え
ば
こ
の
法
廷
を
開
催
す
る
こ
と
自

体
に
意
味
が
な
い
（
実
際
に
は
、
東
京
国
際
裁
判
で
も
裁
か
れ
ず
に
す
ま
さ
れ
た
日
本
の
植
民
地
地
域
の
性
暴
力
が
訴
追
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
と
主
張
し
、
さ
ら
に
「
慰
安
婦
」
の
問
題
に
は
親
が
娘
を
売
っ
た
ケ
ー
ス
や

同
国
人
が
斡
旋
し
た
ケ
ー
ス
が
多
い
と
指
摘
し
た
、
法
学
者
の
「
解
説
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
改
竄
問
題
か
ら
、
私
た
ち
は
な
に
を
読
み
取
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
天
皇
の
戦
争
責
任
」、
そ
し
て

日
本
軍
「
慰
安
婦
」
と
い
っ
た
事
柄
を
、
私
た
ち
が
想
起
す
べ
き
過
去
の
記
憶
、
公
共
の
記
憶
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
も
の
と
し
て
構
造
的
に
排
除
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
暴
力
性
で
あ
る
。

　

元
「
慰
安
婦
」
の
勇
気
あ
る
証
言
の
背
後
に
は
、
こ
れ
ま
で
、
悲
惨
な
記
憶
を
語
り
出
す
こ
と
を
禁
じ
、
こ
う
し
た
過
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去
が
存
在
し
た
こ
と
す
ら
記
憶
の
彼
方
に
封
印
し
て
き
た
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
下
に
お
け
る
構
造
的
な
暴
力
が

存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
の
暴
力
に
よ
っ
て
、
今
日
な
お
、
み
ず
か
ら
の
記
憶
を
語
り
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
数
多
く
の
犠

牲
者
が
存
在
す
る
。
今
回
の
事
態
が
知
ら
し
め
た
の
は
、
こ
う
し
た
な
か
で
、
よ
う
や
く
「
語
る
」
こ
と
を
決
意
し
た
彼

女
た
ち
の
「
声
」
に
聞
き
入
り
、
公
的
な
歴
史
の
陰
に
隠
さ
れ
た
歴
史
の
「
襞
」
を
た
ど
る
こ
と
を
ふ
た
た
び
拒
否
す
る
、

政
治
的
・
社
会
的
な
文
脈
に
メ
デ
ィ
ア
が
布
置
化
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
自
身
が
そ
う
し
た
構
造
的
暴
力
を
行
使
し
た
と
い
う

事
実
だ
（
悪
）。

抗
争
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス

　

し
か
し
、
こ
の
事
態
を
め
ぐ
っ
て
、
私
た
ち
が
注
視
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
改
竄
を
、
む
し
ろ
正
当
な
処
置
で
あ
っ
た

と
受
け
止
め
る
視
聴
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
改
竄
が
、
正
当
な
、
妥
当
な
、
処
置
で
あ
っ
た

と
彼
ら
が
述
べ
る
理
由
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
（
握
）。

国
家
の
争
い
に
派
生
し
て
出
て
き
た
の
が
慰
安
婦
問
題
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
女
性

の
人
権
と
し
て
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
死
の
恐
怖
に
晒
さ
れ
、
戦
死
す
る
兵
士
の
人
権
は
ど
う
な
る
の
か
。（
七
〇
代
男
性
）

太
平
洋
戦
争
の
記
憶
を
持
ち
続
け
て
い
る
人
も
多
い
。
ま
た
、
天
皇
絶
対
の
時
代
に
教
育
を
受
け
た
層
も
ま
だ
多
い
。
い
か

に
日
本
の
番
組
が
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
て
も
、
日
本
国
民
の
感
情
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
局
側
の
意
図
は

十
分
評
価
で
き
る
。（
七
〇
代
男
性
）
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放
送
直
前
に
消
さ
れ
た
部
分
が
相
当
に
有
っ
て
、
当
た
り
障
り
の
な
い
深
み
の
な
い
内
容
に
な
っ
た
と
感
じ
た
。
し
か
し
、

一
般
の
放
送
メ
デ
ィ
ア
で
伝
え
る
に
は
致
し
方
な
か
っ
た
事
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
よ

し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。（
六
〇
代
女
性
）

日
本
軍
に
よ
る
組
織
的
な
性
暴
力
は
存
在
し
て
い
な
い
。
民
間
法
廷
の
判
決
は
絶
対
に
誤
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
N 

H 

K
が
、

民
間
法
廷
の
主
催
者
側
の
主
張
通
り
に
流
さ
な
か
っ
た
事
は
正
し
い
判
断
だ
と
思
い
ま
す
。（
六
〇
代
男
性
）

　

こ
れ
ら
い
く
つ
か
の
意
見
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
慰
安
婦
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
自
体
に
不
快
な
感
情
を
示

す
人
た
ち
、
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
共
感
を
示
し
つ
つ
「
国
民
の
感
情
に
配
慮
す
る
」
な
ら
ば
「
N 

H 

K
の
対
応
は
致

し
方
な
か
っ
た
」
と
考
え
る
人
た
ち
、
さ
ら
に
民
間
法
廷
の
判
決
に
異
議
を
呈
し
て
N 

H 

K
の
改
編
を
積
極
的
に
支
持

す
る
人
た
ち
な
ど
、
一
人
ひ
と
り
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
多
様
な
解
釈
の

位
相
、
多
様
な
解
釈
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
、
み
ず
か
ら
の
位
置
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
こ

う
し
た
多
様
な
反
応
は
高
年
層
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
二
〇
代
の
若
者
に
も
局
の
対
応
を
評
価
す
る
声
が
あ
る
。

天
皇
を
批
判
す
る
内
容
を
テ
レ
ビ
で
放
送
し
な
い
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
思
う
。
日
本
国
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
に
対
し

て
有
罪
の
判
決
を
下
し
た
内
容
を
許
せ
な
い
と
思
う
メ
デ
ィ
ア
の
考
え
方
が
放
送
の
変
更
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
う
。
自

分
も
日
本
国
の
一
国
民
で
あ
り
、
天
皇
を
批
判
す
る
こ
と
は
許
せ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。（
二
〇
代
男
性
）

許
し
が
た
い
が
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
圧
力
に
屈
し
な
い
で
欲
し
い
と
の
想
い
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
争
い
や
対
立
の
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き
っ
か
け
に
な
れ
ば
問
題
だ
し
、
今
の
日
本
の
あ
り
方
で
は
と
て
も
逆
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。（
二
〇
代
男
性
）

テ
レ
ビ
っ
て
家
で
家
族
と
見
る
も
の
だ
か
ら
、
あ
ま
り
に
生
々
し
く
て
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
よ
う
な
内
容
を
変
更
す
る
の

は
仕
方
が
な
い
し
、
今
回
変
更
し
た
の
は
良
か
っ
た
と
思
う
。（
二
〇
代
女
性
）

　

こ
れ
ら
の
発
言
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
こ
こ
で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
多
く
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
「
国
家
間

の
争
い
だ
か
ら
致
し
方
な
い
」「
兵
士
の
人
権
は
ど
う
な
る
」「
国
民
の
感
情
も
配
慮
す
る
べ
き
だ
」「
天
皇
批
判
は
許
せ

な
い
」「
今
の
日
本
の
あ
り
方
で
は
逆
ら
え
な
い
」
そ
し
て
「
テ
レ
ビ
は
家
で
家
族
と
見
る
も
の
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
発

話
行
為
で
な
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
慰
安
婦
の
問
題
を
起
点
と
し
て
、
被
害
者
と

し
て
の
「
戦
争
の
記
憶
」
を
今
一
度
問
い
直
し
、
加
害
者
と
し
て
の
「
戦
争
の
記
憶
」
を
想
起
す
る
回
路
を
つ
く
り
だ
す

こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
回
路
を
ふ
た
た
び
抹
消
す
る
こ
と
が
無
意
識
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
改
竄
が
「
致
し
方
な
か
っ
た
」「
許
容
で
き
る
」「
支
持
で
き
る
」
と
指
摘
し
た
人

た
ち
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
従
軍
慰
安
婦
と
い
う
「
日
本
」「
日
本
軍
」
に
よ
る
被
害
者
の
存
在
を
直
視
す
る
こ
と
へ

の
忌
避
の
感
情
で
あ
り
、
加
害
者
と
し
て
自
己
規
定
す
る
こ
と
へ
の
強
い
拒
否
の
感
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
感
情
の
も

と
で
は
、
被
害
者
は
つ
ね
に
不
可
視
化
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
被
害
者
が
無
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
加
害
の
主
体
は
存

在
し
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
コ
ー
ド
に
照
ら
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
改
竄
問
題
が
示
し
た
「
日
本
の
歴
史
」「
戦
争
の
記
憶
」

に
か
か
わ
る
メ
デ
ィ
ア
表
象
を
、
テ
レ
ビ
局
が
外
部
の
圧
力
団
体
に
屈
し
て
制
作
し
た
、
恣
意
的
な
歪
曲
の
問
題
と
し
て
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捉
え
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
ア
ジ
ア
の
人
々
、
日
本
植
民
地
化

の
被
害
者
で
あ
る
「
他
者
」
の
排
除
の
う
え
に
立
つ
、「
日
本
人
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
記
憶
へ
の
無
批
判
的
な
同
調
と
い

う
意
味
で
「
捏
造
」
で
あ
り
「
歪
曲
」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
時
的
な
突
発
的
な
「
歪
曲
」
な
ど
で
は
け
っ
し
て
な

く
、
戦
後
「
日
本
人
」
の
多
く
が
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
言
説
の
受
容
を
通
じ
て
抱
き
続
け
て
き
た
「
戦
争
の

記
憶
」
に
沿
っ
た
「
歪
曲
」
な
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
元
慰
安
婦
の
存
在
を
排
除
し
、
彼
女
た
ち
を
不
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と

こ
ろ
の
、
メ
デ
ィ
ア
が
造
形
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
公
共
の
記
憶
は
、
彼
ら
「
無
名
の
」
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
感
覚
と
心
情

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
も
し
、
ま
た
彼
ら
の
心
情
と
思
考
の
あ
り
方
を
再
創
造
し
、
再
強
化
し
て
も
い
る
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
意
見
と
は
対
立
す
る
見
解
を
表
明
す
る
高
齢
の
視
聴
者
も
若
年
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
も
い
る
。

放
送
番
組
の
改
編
内
容
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
削
除
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
天
皇
の
責
任
、
日
本
軍
の
責
任

の
論
議
を
回
避
す
る
こ
と
自
体
、
日
本
の
戦
争
に
対
す
る
反
省
を
不
透
明
な
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
思
い

ま
す
。（
六
〇
代
男
性
）

日
本
の
戦
前
、
戦
中
の
隣
国
に
対
す
る
人
道
に
対
す
る
罪
は
欧
米
程
問
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
の
か
。
わ
た
し
は
、
い

つ
も
そ
こ
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
過
去
を
清
算
す
る
に
は
過
去
の
罪
を
背
負
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
N 

H 

K
は
率
直
に
「
歴

史
の
暗
部
」
も
流
す
べ
き
で
す
。（
五
〇
代
女
性
）

自
国
に
不
利
な
歴
史
だ
か
ら
と
い
っ
て
隠
蔽
す
れ
ば
問
題
は
永
遠
に
解
決
し
な
い
。
事
実
を
し
っ
か
り
伝
え
て
ほ
し
い
。（
二
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〇
代
男
性
）

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
声
を
発
す
る
こ
と
す
ら
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
な
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
取
り
巻
く
社
会
的
・

文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
番
組
の
感
想
を
述
べ
て
く
れ
た
あ
る
女
性
は
、
男
性
に

感
想
を
訊
い
た
と
こ
ろ
「
あ
ん
な
の
は
見
た
く
な
い
ね
」
と
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
女
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
も
「
あ
ん
な
の
は
見
た
く
な
い
ね
」
と
い
う
言
葉
に
同
感
で
す
。
で
も
、
わ
た
し
は
、「
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け
て
は

い
け
な
い
で
す
よ
ね
、
苦
し
い
け
れ
ど
」
と
答
え
ま
し
た
。
こ
の
気
持
ち
を
日
本
人
は
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
そ
う
す
か
ん
、
に
あ
い
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。（
六
〇
代
女

性
）

　

こ
こ
に
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
の
「
政
治
性
」、
テ
ク
ス
ト
を
解
読
し
、
語
り
出
す
こ
と
の
「
政
治
性
」
が
浮
か
び
上
が
る
。

潜
在
化
す
る
「
見
る
」
こ
と
の
「
政
治
性
」

　

改
竄
を
支
持
す
る
声
、
批
判
す
る
声
、
こ
れ
ら
多
様
な
発
言
か
ら
と
り
あ
え
ず
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
八
〇
年
代
の
メ
デ

ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
強
調
し
た
よ
う
に
（
渥
）、

彼
ら
が
テ
レ
ビ
番
組
を
受
動
的
に
受
容
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
な
ど
で
は

な
く
、「
能
動
的
な
解
読
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
声
の
主
体
は
、
彼
ら
自
身
の
生
身
の
身
体
が
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置
か
れ
、
彼
ら
一
人
ひ
と
り
の
経
験
が
編
ま
れ
る
具
体
的
な
社
会
的
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
た
ん
な
る
研
究
の
「
対

象
」
で
は
な
い
し
、
ま
た
視
聴
率
と
い
う
数
値
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
抽
象
的
な
存
在
で
も
な
い
。
彼
ら
は
二
つ
の
番
組
を

見
比
べ
、
批
評
し
、
と
き
に
は
テ
レ
ビ
と
対
抗
も
す
る
「
主
体
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
日
常
性
に
深
く
つ
な
ぎ

と
め
ら
れ
た
テ
レ
ビ
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
彼
ら
自
身
が
相
互
に
、
せ
め
ぎ
あ
い
、
葛
藤
す
る
関
係
性
の
中
で
生
を
営
ん

で
い
る
主
体
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
上
記
の
発
言
は
は
っ
き
り
と
指
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
や
対
立
、
発
言
す
る
こ
と
さ
え
た
め
ら
っ
た
り
、
言
い
よ
ど
ん
で
し
ま
う

ほ
ど
の
葛
藤
が
、
筆
者
が
い
わ
ば
暴
力
的
に
彼
ら
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
調
査
を
行
な
う
過
程
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
点
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
テ
レ
ビ
視
聴
に
お
い
て
は
、
意
見
の
相
違
や
対
立
、
批
評
す

る
こ
と
が
引
き
起
こ
す
葛
藤
は
つ
ね
に
潜
在
し
て
い
る
。
回
答
し
て
く
れ
た
多
く
の
人
た
ち
が
、「
主
催
者
の
製
作
し
た

ビ
デ
オ
を
見
な
け
れ
ば
、
番
組
の
問
題
に
気
が
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
」（
二
〇
代
男
性
）、「
ビ
デ
オ
を
見
て
は
じ
め
て
問

題
の
深
刻
さ
、
被
害
を
受
け
た
女
性
の
痛
み
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
見
比
べ
て
、
番
組
は
問
題
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
普
段
だ
っ
た
ら
ま
っ
た
く
気
に
と
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」（
二
〇
代
女
性
）、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
そ
れ
は
十
分
理
解
で
き
る
。

　

オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
概
念
図
式
の
な
か
の
「
対
象
」
と
み
な
し
て
き
た
従
来
の
マ
ス
コ
ミ
研
究
を
批
判
し
、
メ
デ
ィ
ア

を
み
ず
か
ら
が
置
か
れ
た
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
批
判
的
に
読
み
換
え
て
い
く
「
能
動
的
な
オ
ー
デ
ィ
エ
ン

ス
」
を
提
起
し
た
八
〇
年
代
の
研
究
の
重
要
性
は
疑
い
え
な
い
。
し
か
し
、
番
組
を
検
証
す
る
と
い
う
非
日
常
の
出
来
事

が
逆
説
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
複
数
の
対
立
す
る
解
釈
や
矛
盾
す
る
意
見
を
そ
の
内
部
に
潜
在
化
さ
せ
な
が
ら
、
さ
ま



Ⅱ　メディア・スタディーズにおける「階級」概念の構築　　98

ざ
ま
な
番
組
が
「
流
れ
」、
何
気
な
く
見
る
日
常
の
大
き
な
枠
組
み
の
な
か
で
、
政
治
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
調
達
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
記
憶
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
記
憶
に
変
換
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
無
理
な
く
構
造
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
圧
倒
的
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
日
常
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
真
剣

に
意
識
さ
れ
て
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
テ
レ
ビ
を
見
る
行
為
と
、
公
平
と
客
観
性
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
本
質
的
な

対
立
点
や
論
争
点
を
曖
昧
化
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
特
有
の
テ
ク
ス
ト
構
成
、
と
い
う
二
つ
の
相
補
的
な
関
係
性
か
ら
成
立

す
る
「
テ
レ
ビ
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
で
も
い
う
し
か
な
い
皮
膜
の
存
在
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
と
テ
レ
ビ
視
聴
の
五
〇
年
が

つ
く
り
だ
し
た
対
立
や
葛
藤
を
隠
す
分
厚
い
皮
膜
を
私
た
ち
は
い
か
に
切
り
裂
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

四　

記
憶
の
エ
コ
ノ
ミ
ー

　

二
つ
の
番
組
の
検
討
を
通
じ
て
、
現
在
の
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
で
、
戦
時
期
そ
し
て
戦
後
の
歴
史
が
い
か
に
表
象
さ
れ
て

い
る
か
、
そ
こ
で
な
に
が
押
し
出
さ
れ
、
な
に
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
、
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
』

で
は
、
諸
外
国
の
技
術
開
発
に
先
行
さ
れ
つ
つ
も
、
個
々
の
技
術
者
の
実
践
に
よ
っ
て
追
い
つ
き
追
い
こ
し
た
こ
と
を
描

く
こ
と
で
、
日
本
人
の
「
優
秀
さ
」
や
、
変
革
に
立
ち
向
か
う
日
本
人
の
「
底
力
」
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
こ
に
出
て
く
る

の
は
、
い
わ
ば
模
範
的
な
日
本
人
の
「
優
秀
な
技
術
者
」
や
「
叩
き
上
げ
の
社
長
」
の
話
で
あ
り
、
そ
こ
で
「
よ
き
国
民
」

「
よ
き
日
本
人
」
が
表
象
代
表
さ
れ
、
日
本
の
戦
後
が
辛
く
厳
し
い
時
代
で
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、「
よ
き
時
代
で
あ
っ
た
」
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と
位
置
づ
け
直
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。『
電
子
立
国　

日
本
の
自
叙
伝
』
が
放
送
さ
れ
た
一
九
九
一
年
を
起
点
と

す
る
な
ら
、
九
〇
年
代
を
通
じ
て
一
貫
し
て
、「
日
本
人
の
誇
り
」
を
回
復
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
歴
史
の
解
読
が
試

み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
単
行
本
『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X　

リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
言
葉
』
で
は
、
こ
の
こ

と
が
番
組
以
上
に
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
思
い
は
、
か
な
う
。
こ
れ
が
日
本
人
の
底
力
だ
」
と
。

　

同
時
期
に
放
送
さ
れ
た
『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
』
は
、
公
的
な
記
憶
を
編
制
す
る
技
術
の
権
力
性
を
、
記
憶
の
エ
コ

ノ
ミ
ー
に
お
け
る
暴
力
的
な
ま
で
の
不
均
衡
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
指
し
示
し
て
い
る
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
問
題
系
が

提
起
さ
れ
、
植
民
地
化
し
た
側
の
歴
史
認
識
と
記
憶
の
あ
り
よ
う
が
根
本
的
に
問
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ

で
は
、「
弱
者
」
の
歴
史
、「
犠
牲
者
」
の
歴
史
を
、
私
た
ち
が
想
起
す
べ
き
記
憶
、
想
起
す
べ
き
出
来
事
で
は
な
い
も
の

と
し
て
、
私
た
ち
に
は
関
係
の
な
い
事
柄
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
の
埒
外
へ
と
排
除
す
る
、
組
織
的
暴
力
が
渦
巻
い

て
い
る
。

　

繰
り
返
し
強
調
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
問
題
は
、
一
方
で
は
『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
X
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

戦
後
日
本
社
会
の
歴
史
を
肯
定
的
に
記
憶
す
る
こ
と
を
強
い
る
表
象
や
言
説
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
肥
大
化
す
る
こ

と
と
平
行
し
て
、
他
方
で
は
私
た
ち
が
想
起
す
べ
き
過
去
の
記
憶
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
（
一
体
誰

が
判
断
し
た
の
か
）
も
の
の
選
別
と
排
除
を
不
可
視
の
う
ち
に
強
化
す
る
力
が
メ
デ
ィ
ア
空
間
の
内
部
で
顕
在
化
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
現
在
の
日
本
社
会
が
抱
え
る
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
暴
力
性
と
深
く

関
わ
り
、
現
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
、
感
情
的
・
感
覚
的
な
貯
水
地
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し

は
じ
め
て
い
る
の
だ
。
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一
九
五
八
年
の
『
思
想
』
一
一
月
号
の
特
集
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
な
か
で
「
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
と
娯
楽
」
と
い
う
論
考
を
書
い
た
加
藤
秀
俊
は
、
日
常
性
に
立
脚
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
問
題
性
と

可
能
性
の
両
面
を
次
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
。
つ
ま
り
一
方
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
疑
似
パ
ー

ソ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
作
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
が
、
強
制
で
は
な
く
同
意
と
同
調
に
よ
る
全
体
主
義

を
、「
天
下
泰
平
」
の
状
況
の
ま
ま
、
帰
結
す
る
方
向
で
あ
る
。
他
方
で
、
彼
は
そ
れ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
方
向
に
発
展

し
て
い
く
可
能
性
も
示
唆
す
る
。
そ
れ
を
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
へ
の
関
心
」
と
彼
は
呼
ん
で
い
る
（
旭
）。

こ
の
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

へ
の
関
心
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
、
彼
は
、「
日
常
性
」
の
原
理
に
深
く
か
か
わ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

テ
レ
ビ
は
理
路
整
然
と
し
た
秩
序
か
ら
は
み
出
て
し
ま
う
リ
ア
ル
な
生
や
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
イ
ズ
を
捉
え
る
こ
と
を

通
じ
て
、
新
た
な
文
化
の
生
産
の
回
路
を
創
造
す
る
営
み
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
彼
は
、
ラ
ジ

オ
と
も
、
映
画
と
も
違
う
、
テ
レ
ビ
の
未
来
を
展
望
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
展
望
を
も
う
一
度
取
り
戻
す
た

め
に
は
、
テ
レ
ビ
自
身
が
つ
く
り
あ
げ
た
分
厚
い
人
工
の
皮
膜
を
切
り
裂
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
、

視
聴
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
研
究
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
（
補
記
）

　

二
〇
〇
五
年
一
月
一
三
日
、
N 

H 

K
番
組
制
作
局
教
育
番
組
セ
ン
タ
ー
の
チ
ー
フ
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
、
本
章
で

取
り
上
げ
た
番
組
「
特
集
・
戦
争
を
ど
う
裁
く
か
」
の
第
二
回
目
放
送
分
『
問
わ
れ
る
戦
時
性
暴
力
』
の
放
送
に
つ
い
て
、

「
放
送
現
場
へ
の
政
治
介
入
が
あ
っ
た
」
こ
と
を
告
発
し
た
。
こ
の
会
見
以
降
、
N 

H 

K
側
と
朝
日
新
聞
と
の
間
で
、
政
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治
介
入
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
続
い
て
い
る
。
N 

H 

K
側
は
、
朝
日
新
聞
の
報
道
に
対
し
て
「
捏
造
」

と
批
判
、
朝
日
新
聞
側
も
「
取
材
を
重
ね
、
報
道
内
容
に
は
自
信
が
あ
る
」
と
し
て
N 

H 

K
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

い
く
つ
か
の
週
刊
誌
で
は
、
問
題
を
、
N 

H 

K
と
朝
日
新
聞
と
の
「
泥
試
合
」
に
矮
小
化
す
る
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
N 
H 

K
側
か
ら
の
事
前
の
説
明
に
対
し
て
元
官
房
副
長
官
が
「
公
平
中
立
な
報
道
を
求
め
た
」
と
発
言
し

た
こ
と
自
体
が
、「
放
送
現
場
へ
の
政
治
介
入
」
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
す
る
言
論
が
一
部
の
論
評
を
除
い
て
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
い
。
N 
H 
K
の
報
道
機
関
と
し
て
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
全
体
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
機
能
が
問
わ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
（
二
〇
〇
五
年
一
月
記
）　　
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第
五
章　

規
律
化
し
た
身
体
の
誘
惑

┠
┨
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
を
め
ぐ
る
人
種
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
系

規
律
・
訓
練
的
な
権
力
体
制
の
な
か
で
は
、
処
罰
の
技
法
は
、
罪
の
償
い
を
も
、
さ
ら
に
は
、
正
確
に
は
抑
圧
を
も
目
ざ
す

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
技
法
で
は
、
以
下
の
は
っ
き
り
異
な
る
五
つ
の
操
作
が
用
い
ら
れ
る
。
人
々
の
個
別
的
な
行
動
・
成

績
・
行
状
を
或
る
総
体
へ
、
つ
ま
り
比
較
の
領
域
で
も
あ
り
区
分
の
空
間
で
も
あ
り
拠
る
べ
き
規
則
原
理
で
も
あ
る
或
る
総

体
へ
指
示
関
連
さ
せ
る
こ
と
。
個
々
人
を
相
互
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
全
般
的
な
規
則
と
の
関
連
に
お
い
て
差
異
化

す
る
こ
と
┠
┨
そ
の
規
則
を
、
最
小
限
の
出
発
点
と
し
て
、
も
し
く
は
尊
重
す
べ
き
平
均
と
し
て
、
ま
た
は
接
近
が
必
要
な

最
適
条
件
と
し
て
機
能
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
人
の
能
力
・
水
準
・《
性
質
》
を
量
と
し
て
測
定
し
価
値
と
し
て
階

層
秩
序
化
す
る
こ
と
。
そ
の
《
価
値
中
心
の
》
尺
度
を
と
お
し
て
、
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
適
合
性
に
ふ
く
ま
れ
る
束
縛

が
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。
最
後
に
、
す
べ
て
の
差
異
と
の
関
連
で
の
差
異
を
、
規
格
外
の
も
の
…
…
に
つ
い
て
の
外
的
な

境
界
を
定
め
る
限
界
を
描
き
出
す
こ
と
。（
M
・
フ
ー
コ
ー
／
田
村
俶
訳
『
監
獄
の
誕
生
』
新
潮
社
、
一
八
六
頁
）

　

二
〇
〇
三
年
九
月
八
日
、
レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
が
死
去
し
た
。
前
の
月
に
一
〇
一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た

ば
か
り
の
突
然
の
死
去
だ
っ
た
。
日
本
の
主
要
各
紙
も
「
レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
が
死
去
、『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
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の
監
督
」
と
い
っ
た
見
出
し
で
彼
女
の
死
を
伝
え
、
二
〇
世
紀
の
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
、
と
り
わ
け
二
〇
世
紀

の
映
画
を
語
る
場
合
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
と
し
て
彼
女
の
死
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
中
に
は
、
一
九
二
〇
年

代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
期
の
文
化
研
究
を
精
力
的
に
進
め
て
き
た
平
井
正
の
記
事
を
掲
載
し
、

リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
映
画
の
今
日
的
な
意
味
、
芸
術
と
政
治
と
の
関
係
を
問
い
か
け
る
内
容
の
も
の
も
み
ら
れ
た
。

し
か
し
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
芸
術
や
美
の
造
形
そ
の
も
の
に
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
平
井
の
文
章
は
例

外
と
し
て
、
そ
の
他
多
く
の
関
連
記
事
は
、
ナ
チ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
貢
献
し
た
監
督
で
あ
る
と
は
い
え
、
彼
女
の
映
画

が
構
成
し
た
映
像
美
は
賞
賛
に
値
す
る
、
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
彼
女
の
映
画
に
は
抗
し
が

た
い
魅
力
が
溢
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ナ
チ
ズ
ム
期
の
彼
女
の
判
断
は
誤
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
品
は
正
当
に
評
価
さ

れ
る
べ
き
だ
、
と
い
っ
た
単
純
な
評
価
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
私
た
ち
が
布
置
さ
れ
て
い
る
現
代
の
文
化
空
間
を
批

判
的
に
捉
え
直
す
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
典
型
的
な
言
説
の
あ
り
よ
う
を
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
な
い
か
。

一　

ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』

は
じ
め
て
の
メ
デ
ィ
ア
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

　

一
九
三
六
年
に
行
な
わ
れ
た
第
一
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
夏
季
大
会
の
ベ
ル
リ
ン
開
催
が
決
定
し
た
の
は
一
九
三
一
年
で

あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
大
会
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
は
、
二
八
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
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ク
で
よ
う
や
く
復
帰
を
果
た
し
、
三
〇
年
に
公
式
の
誘
致
の
意
志
を
表
明
、
三
一
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
開
催
さ
れ
た
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
で
開
催
権
を
獲
得
し
た
。
三
三
年
一
月
に
政
権
を
獲
得
し
た
首
相
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
政
権
を
奪
取
す
る
前

に
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
「
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
汚
れ
た
芝
居
で
あ
り
、
国
家
社
会
主
義
の
支
配
す
る
ド
イ
ツ
で
は
上
演
で
き

な
い
だ
ろ
う
」
と
批
判
し
、
開
催
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宣
伝
大
臣
の
ゲ
ッ
ぺ
ル
ス
、
ナ
チ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
指

導
者
オ
ス
テ
ン
ら
の
強
力
な
は
た
ら
き
か
け
で
、
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
政
治
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
こ
の
国

際
的
な
イ
ベ
ン
ト
全
体
を
「
平
和
を
愛
す
る
ド
イ
ツ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
」
絶
好
の
機
会
と

と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
一
〇
万
人
収
容
の
大
ス
タ
ジ
ア
ム
、
一
万
六
〇
〇
〇
人
収
容
の
水
泳
競
技
場
が
建
設
さ
れ
、
ギ
リ

シ
ア
か
ら
ベ
ル
リ
ン
ま
で
聖
火
を
運
ぶ
聖
火
リ
レ
ー
の
計
画
も
立
案
さ
れ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
＝

人
種
差
別
国
家
と
の
批
判
を
や
わ
ら
げ
る
べ
く
、
ド
イ
ツ
選
手
団
の
な
か
に
あ
え
て
ユ
ダ
ヤ
人
選
手
を
入
れ
、
こ
の
大
会

の
開
催
期
間
中
は
人
種
差
別
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
街
頭
か
ら
消
し
去
る
こ
と
も
行
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
諸
外
国
か
ら

も
共
感
を
得
ら
れ
る
こ
の
国
際
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
映
画
化
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
監
督
を
委
嘱
さ
れ
た
の
は
、
ダ
ン

サ
ー
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
後
、
当
時
の
ド
イ
ツ
映
画
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
山
岳
映
画
で
女
優
を
つ
と
め
、
そ

の
後
監
督
と
な
り
、
三
三
年
秋
の
ナ
チ
党
第
五
回
全
国
大
会
の
記
録
映
画
『
信
念
の
勝
利
』、
三
四
年
の
同
じ
く
第
六
回

大
会
を
描
い
た
『
意
志
の
勝
利
』
の
監
督
を
任
さ
れ
た
レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
で
あ
る
。

　

レ
ニ
・
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
を
行
な
っ
た
ラ
イ
ナ
・
ロ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
フ
ェ
ン

シ
ュ
タ
ー
ル
自
身
、
こ
の
映
画
が
「
I 

O 

C
に
委
嘱
さ
れ
た
仕
事
で
あ
っ
て
、
彼
女
自
身
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
、
芸
術

的
責
任
も
自
分
一
人
が
負
っ
て
お
り
、
党
か
ら
は
い
っ
さ
い
財
政
支
援
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
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機
能
な
ど
何
も
な
い
と
飽
く
こ
と
な
く
強
調
し
て
き
た
（
唖
）」。

だ
が
、
各
種
の
資
料
か
ら
い
え
る
の
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
当
時

I 
O 
C
の
第
一
一
回
大
会
組
織
委
員
会
事
務
局
長
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ム
の
両
者
か
ら
説
得
を
う
け
て
監
督
を

引
き
受
け
た
、
と
い
う
の
が
真
実
の
よ
う
で
あ
る
。
監
督
就
任
後
、
三
五
年
一
二
月
に
帝
国
国
民
啓
蒙
宣
伝
省
の
偽
装
会

社
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
「
オ
リ
ン
ピ
ア
映
画
有
限
会
社
」
が
設
立
さ
れ
る
。
国
策
映
画
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
た
め
に
設
立

さ
れ
た
こ
の
会
社
は
、
帝
国
の
資
金
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
映
画
制
作
の
た
め
の
資
金
も
す
べ
て
帝
国
か
ら
配
分
さ
れ
た
。

す
べ
て
の
資
金
は
宣
伝
省
か
ら
出
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
豪
華
な
劇
映
画
を
製
作
で
き
る
一
五
〇
万
帝
国
マ
ル

ク
と
い
う
潤
沢
な
資
金
の
も
と
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は
、
ハ
ン
ス
・
エ
ル
ト
ル
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
レ
ン
ツ
ら
選

り
す
ぐ
り
の
カ
メ
ラ
マ
ン
四
〇
人
あ
ま
り
を
召
集
、
三
六
年
春
に
は
撮
影
技
術
を
試
す
た
め
に
会
場
を
訪
れ
撮
影
準
備
に

入
っ
た
。

　

採
火
式
と
聖
火
リ
レ
ー
の
ス
タ
ー
ト
を
撮
影
す
る
た
め
の
ギ
リ
シ
ア
へ
の
旅
に
始
ま
り
、
八
月
一
日
の
開
会
式
、
翌
日

か
ら
十
六
日
ま
で
二
週
間
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
競
技
、
そ
し
て
プ
ロ
ロ
ー
グ
用
の
た
め
に
九
月
に
バ
ル
ト
海
沿
岸
で

行
な
っ
た
撮
影
、
そ
し
て
そ
の
後
の
編
集
作
業
と
追
加
撮
影
や
音
楽
効
果
を
入
れ
る
作
業
ま
で
、
ほ
ぼ
三
年
半
に
わ
た
り

リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は
こ
の
映
画
の
制
作
に
没
頭
し
た
。
三
八
年
三
月
に
よ
う
や
く
完
成
し
、
封
切
が
迫
る
な
か
、

ド
イ
ツ
軍
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
進
駐
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
の
宣
言
と
い
う
混
乱
し
た
状

況
の
な
か
で
上
映
は
延
期
さ
れ
、
最
終
的
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
誕
生
日
四
月
二
〇
日
、
も
っ
と
も
格
式
の
あ
る
劇
場
ウ
ー
フ

ァ
・
パ
ラ
ス
ト
・
ア
ム
・
ツ
ォ
ー
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
臨
席
の
も
と
に
上
映
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
そ
れ
は
史
上
も
っ
と
も
豪

華
な
プ
レ
ミ
ア
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
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こ
の
映
画
に
は
ド
イ
ツ
映
画
最
高
の
栄
誉
と
し
て
、「
一
九
三
八
年
度
ド
イ
ツ
国
家
賞
」
が
与
え
ら
れ
る
。
リ
ー
フ
ェ

ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は
、
い
ま
や
ド
イ
ツ
で
も
っ
と
も
著
名
な
監
督
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
た
。
彼
女
は
そ
の
後
、

合
計
五
つ
の
外
国
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
つ
く
り
、
ア
テ
ネ
か
ら
パ
リ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部
分
を
回
り
、「
ド
イ
ツ
映
画

の
も
っ
と
も
効
果
的
な
大
使
と
し
て
営
業
ツ
ア
ー
を
行
な
っ
た
」。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ

そ
し
て
日
本
（
一
九
四
〇
年
に
上
映
）
で
も
上
映
さ
れ
た
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
は
、
ア
メ
リ
カ
を
の
ぞ
い
て
、
各
国
で
人
気

を
博
し
、
最
大
の
賛
辞
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
映
画
祭
で
も
そ
の
年
の
最
高
賞
を
授
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

ヒ
ル
マ
ー
・
ホ
フ
マ
ン
は
「
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
オ
リ
ン
ピ
ア
┠
┨
政
治
的
演
出
の
美
へ
の
示
唆
」
の
な
か
で
、

ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
、
ラ
ジ
オ
中
継
放
送
、
写
真
、
そ
し
て
映
画
を
通
じ
て
大
会
の
様
子
を
世
界
中
の
人
々
が

聴
き
、
見
る
こ
と
が
で
き
た
最
初
の
メ
デ
ィ
ア
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
娃
）。
四
年
前
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

大
会
で
も
ラ
ジ
オ
に
よ
る
中
継
放
送
が
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
な
に
よ
り
も
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
映

画
こ
そ
、
全
世
界
的
な
規
模
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
回
想
的
に
再
現
す
る
機
会
を
提
供
し
、
ベ
ル
リ
ン
大
会
の
神
話
化
・

伝
説
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
だ
。
ま
た
そ
れ
以
上
に
、「
単
純
に
ナ
チ
的
で
あ
る
と
は
形
容
し
が
た
い
特
質
が
備
わ
っ

て
い
た
が
ゆ
え
に
、
ほ
か
に
例
が
な
い
ほ
ど
、
ナ
チ
ズ
ム
の
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
国
際
的
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
（
阿
）」

に
成

功
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ス
リ
ー
ト
の
身
体
と
そ
の
映
像
美
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「
過
去
に
撮
ら
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
映
画
の
い
か
な
る
作
品
と
比
較
し
て
も
、
最
高
の
一
本
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

最
高
の
映
画
の
一
つ
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
、「
映
画
美
学
的
に
は
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
編
集
テ
ク
ニ
ッ

ク
に
お
い
て
構
造
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
ス
ポ
ー
ツ
報
道
の
み
な
ら
ず
、
劇
映
画
お
よ
び
政
治

的
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
も
、
映
画
の
つ
く
り
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
（
哀
）」
と
指
摘
さ
れ
る
こ
の
映
画
は
、
い
か
な
る
映
像

美
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
円
盤
投
げ
、
槍
投
げ
、
三
段
跳
び
、
棒
高
跳
び
、
そ
し
て
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
競
走
、

四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
競
走
な
ど
、
陸
上
競
技
を
中
心
に
編
集
さ
れ
た
第
一
部
「
民
族
の
祭
典
」、
体
操
、
ヨ
ッ
ト
競
技
、
ホ

ッ
ケ
ー
、
サ
ッ
カ
ー
、
自
転
車
、
馬
術
、
水
泳
競
技
、
飛
び
込
み
な
ど
を
編
集
し
た
第
二
部
「
美
の
祭
典
」、
こ
の
二
巻

か
ら
構
成
さ
れ
た
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
は
、
高
速
度
撮
影
、
光
量
の
少
な
い
夜
景
を
と
ら
え
る
レ
ン
ズ
と
高
感
度
フ
ィ
ル
ム
、

極
端
な
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
を
可
能
に
す
る
望
遠
や
倍
率
の
高
い
ズ
ー
ム
・
レ
ン
ズ
な
ど
、
ド
イ
ツ
の
写
真
光
学
や
映
画

技
術
の
粋
を
結
集
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
瀬
川
裕
司
が
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
、

大
会
中
に
実
際
に
行
な
わ
れ
た
競
技
の
み
な
ら
ず
、
事
前
の
練
習
中
の
映
像
や
事
後
の
再
現
シ
ー
ン
の
映
像
、
観
客
の
応

援
や
歓
声
の
映
像
の
使
い
回
し
、
さ
ら
に
は
サ
ッ
カ
ー
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
イ
タ
リ
ア
戦
の
二
度
の
ゴ
ー
ル
・
シ
ー
ン
を

同
一
の
ゴ
ー
ル
映
像
で
処
理
す
る
な
ど
の
大
胆
な
編
集
、
さ
ら
に
美
的
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
と
リ
ズ

ミ
カ
ル
に
切
り
替
わ
る
映
像
シ
ー
ン
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
ア
ス
リ
ー
ト
を
直
接
映
像
に
登
場
さ
せ
ず
、
選
手
の
影
に
よ
っ
て

表
現
す
る
技
法
、
あ
え
て
逆
光
で
ア
ス
リ
ー
ト
を
と
ら
え
る
こ
と
で
身
体
の
フ
ォ
ル
ム
を
際
立
た
せ
る
技
術
な
ど
、
リ
ー

フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
美
的
才
能
と
映
画
技
術
を
駆
使
し
て
、「
身
体
の
完
璧
性
の
美
学
」「
身
体
の
リ
ズ
ム
か
ら
な
る

美
」
が
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
愛
）。
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冒
頭
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
、「
場
合
に
よ
っ
て
は
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
の
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
場
面
は
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
だ
、

と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
挨
）」、
こ
の
映
画
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
。
雲
の
シ
ョ
ッ
ト
が
現
わ
れ
、
巨
大

な
岩
石
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
幻
想
的
な
シ
ー
ン
に
続
い
て
、
オ
リ
ン
ピ
ア
の
廃
墟
の
神
殿
の
映
像
が
な
が
れ
、
次
に
天
に

む
か
っ
て
聳
え
立
つ
よ
う
に
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
の
内
部
の
列
柱
が
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
か
ら
撮
ら
れ
て
い
る
。「
野
蛮
」
か
ら

「
文
明
」
へ
、
そ
の
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
が
荘
厳
な
雰
囲
気
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が
映
さ
れ
、

円
盤
投
げ
の
石
像
が
現
わ
れ
、
そ
の
石
像
が
生
身
の
男
の
裸
像
の
姿
に
変
わ
り
、
円
盤
を
投
げ
る
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
が
ス

ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
撮
ら
れ
る
。
冒
頭
部
を
か
ざ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
い
場
面
で
あ
る
。
一
転
し
て
ふ
た
た
び
雲
が
映

し
出
さ
れ
、
輪
に
な
っ
て
球
を
投
げ
あ
う
女
性
の
手
か
ら
輪
に
な
っ
て
踊
る
裸
体
の
女
性
の
姿
へ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
女
性

の
影
絵
に
移
行
し
、
聖
火
が
登
場
す
る
。
こ
こ
ま
で
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
表
現
さ
れ
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
明
と
そ
こ

で
花
開
い
た
身
体
の
造
形
美
と
、
円
盤
を
投
げ
る
裸
体
の
男
性
の
身
体
そ
し
て
舞
踊
す
る
裸
体
の
女
性
の
身
体
と
を
、
そ

れ
ぞ
れ
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
で
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
身
体
の
美
と
ス
ポ
ー
ツ
す
る
鍛
錬
さ
れ
た
肉
体
の
美

を
同
一
の
も
の
と
み
な
す
視
線
だ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
復
興
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
偉
大
な
文
明
の
再
興
で
あ
る
。

　

次
の
シ
ー
ン
は
、
裸
の
男
が
ト
ー
チ
に
聖
火
を
点
じ
て
ク
ロ
ノ
ス
の
丘
を
下
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
の
バ

ト
ン
タ
ッ
チ
の
映
像
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
図
に
か
わ
り
、
七
カ
国
約
三
〇
〇
〇
キ
ロ
の
コ
ー
ス
を
聖
火
が
通
過
す
る
様
子

を
地
図
で
表
示
す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
ド
イ
ツ
に
達
す
る
と
映
像
は
曇
り
空
を
、
つ
い
で
一
〇
万
人
収
容
の
主
競
技
場
、

競
技
場
で
熱
狂
す
る
観
衆
、
ナ
チ
式
敬
礼
を
す
る
観
衆
を
映
し
出
し
、
観
衆
を
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
で
と
ら
え
た
映
像
で
終

わ
る
。
こ
の
映
像
の
意
味
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
の
通
過
を
た
ど
る
こ
と
で
は
な
い
。
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ギ
リ
シ
ア
文
明
の
聖
火
が
ド
イ
ツ
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
偉
大
な
文
明
の
再
興
の
担
い
手
が
第
三

帝
国
ド
イ
ツ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
ギ
リ
シ
ア
と
ド
イ

ツ
を
結
ぶ
地
政
学
的
な
構
図
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
映
画
の
特
徴
が
現
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
競
技
シ
ー
ン
を
み
て
お
こ
う
。

　

最
初
の
競
技
は
円
盤
投
げ
で
あ
る
。
冒
頭
の
ギ
リ
シ
ア
の
円
盤
を
投
げ
る
石
像
の
シ
ー
ン
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
。
ま
ず

ア
メ
リ
カ
の
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
が
、
つ
づ
い
て
優
勝
最
有
力
候
補
の
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
、
つ
い
で
ギ
リ
シ
ア
の
シ

ラ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ベ
ル
ク
が
つ
づ
く
。
そ
の
映
像
は
ア
ス
リ
ー
ト
を
至
近
距
離
か
ら
撮
る
こ

と
で
、
彼
ら
の
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
肉
体
、
強
靭
な
筋
肉
、
回
転
し
な
が
ら
円
盤
を
投
げ
る
身
体
の
フ
ォ
ル
ム
の
美
し
さ
、

そ
し
て
ア
ス
リ
ー
ト
の
緊
張
感
が
、
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
を
ま
じ
え
た
映
像
処
理
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
印
象
深
く
映
像
化

さ
れ
る
。

　

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
走
り
幅
跳
び
、
そ
し
て
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
・
リ
レ
ー
で
優
勝
し
た
ベ
ル
リ
ン

・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
最
大
の
ス
タ
ー
、
黒
人
ア
ス
リ
ー
ト
、
ジ
ェ
シ
ー
・
オ
ー
エ
ン
ス
（
ア
メ
リ
カ
）
を
と
ら
え
た
映
像
は
、

こ
の
映
画
の
な
か
で
も
最
も
優
れ
た
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
。
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
準
決
勝
の
シ
ー
ン
で
は
、
ス
タ
ー
ト
前

の
彼
の
緊
張
し
た
顔
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ト
。
他
の
選
手
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
彼
の
並
外
れ
た
脚
力
、
そ
の
美
し
い
フ
ォ
ー
ム
は
感
動
的
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
彼
を
と
ら
え
た
映
像
の
な
か
で
は

走
り
幅
跳
び
の
シ
ー
ン
が
よ
り
優
れ
て
い
る
。

　

こ
の
競
技
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ロ
ン
グ
と
オ
ー
エ
ン
ス
の
ふ
た
り
の
闘
い
だ
っ
た
。
オ
ー
エ
ン
ス
の
跳
躍
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
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な
助
走
と
力
強
い
踏
み
切
り
、
空
中
を
舞
う
美
し
い
フ
ォ
ー
ム
、
躍
動
感
に
溢
れ
た
映
像
。
オ
ー
エ
ン
ス
の
最
初
の
跳
躍

は
七
メ
ー
ト
ル
八
七
。
つ
ぎ
の
ロ
ン
グ
も
見
事
な
跳
躍
で
七
メ
ー
ト
ル
八
四
、
二
回
目
の
試
技
で
は
オ
ー
エ
ン
ス
に
並
ぶ

七
メ
ー
ト
ル
八
七
、
ス
タ
ン
ド
の
大
観
衆
の
歓
声
と
拍
手
の
映
像
に
切
り
替
わ
る
。
最
後
の
跳
躍
を
ロ
ン
グ
が
失
敗
。
そ

の
後
の
オ
ー
エ
ン
ス
の
跳
躍
で
決
ま
る
。
助
走
路
に
入
っ
て
か
ら
上
半
身
を
前
屈
み
に
し
て
頭
を
垂
れ
、
な
か
な
か
助
走

し
な
い
オ
ー
エ
ン
ス
の
姿
を
カ
メ
ラ
は
と
ら
え
る
。
ア
ス
リ
ー
ト
の
緊
張
感
、
い
ま
に
も
俊
敏
な
動
き
に
は
い
ろ
う
と
す

る
し
な
や
か
な
身
体
、
そ
の
「
静
」
が
「
動
」
へ
と
切
り
替
わ
り
、
一
転
し
て
走
り
出
し
舞
い
上
が
る
オ
ー
エ
ン
ス
。
記

録
は
八
メ
ー
ト
ル
〇
六
。
身
体
の
躍
動
・
リ
ズ
ム
・
力
が
、
映
像
の
力
を
つ
う
じ
て
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
の
も
う
一
つ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、
第
二
部
「
美
の
祭
典
」
の
最
後
に
お
か
れ
た
男
女
飛
び
込
み
競
技
の
シ
ー

ク
エ
ン
ス
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
マ
ン
は
半
年
前
に
開
催
さ
れ
た
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ジ
ャ
ン
プ
競
技
を
撮
影
し
た
ハ
ン
ス

・
エ
ル
ト
ル
。
ロ
ー
ア
ン
グ
ル
か
ら
空
を
背
景
に
し
て
、
逆
光
の
な
か
で
空
中
に
舞
う
ア
ス
リ
ー
ト
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、

と
き
に
は
し
な
や
か
に
曲
線
を
描
く
身
体
、
と
き
に
は
美
し
い
フ
ォ
ル
ム
を
描
い
て
回
転
す
る
身
体
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
際

立
つ
よ
う
に
撮
影
さ
れ
た
シ
ー
ン
、
逆
に
大
型
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
飛
び
板
よ
り
高
い
位
置
か
ら
ア
ス
リ
ー
ト
が
プ
ー
ル

に
水
し
ぶ
き
を
上
げ
て
着
水
す
る
瞬
間
を
と
ら
え
た
シ
ー
ン
、
こ
れ
ら
が
交
互
に
繰
り
返
し
映
し
出
さ
れ
、
リ
ズ
ミ
カ
ル

に
編
集
さ
れ
る
。
最
終
の
シ
ー
ン
で
は
さ
な
が
ら
「
人
間
飛
行
機
」
の
よ
う
に
、
飛
び
板
を
離
れ
て
選
手
た
ち
が
自
在
に

空
に
舞
う
姿
が
次
々
に
登
場
す
る
。
そ
の
美
し
い
身
体
の
フ
ォ
ル
ム
を
と
ら
え
た
映
像
は
「
美
の
祭
典
」
を
締
め
く
く
る

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
。

　

そ
し
て
最
後
の
場
面
は
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ス
タ
ジ
ア
ム
の
全
景
で
あ
る
。
ス
タ
ジ
ア
ム
か
ら
は
何
本
も
の
光
線
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が
垂
直
に
夜
空
に
向
か
っ
て
放
た
れ
て
い
る
。
崇
高
、
厳
粛
な
雰
囲
気
が
か
も
し
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
れ
ら
何

本
も
の
光
線
は
天
空
で
一
点
に
交
わ
り
、
太
陽
の
光
に
も
似
た
強
い
光
の
束
と
な
る
。

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
？　

優
れ
た
芸
術
作
品
？

　

こ
の
映
画
を
私
た
ち
は
今
ど
う
位
置
づ
け
う
る
だ
ろ
う
。
典
型
的
な
批
評
の
ス
タ
イ
ル
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　

一
つ
は
、
第
一
部
「
民
族
の
祭
典
」、
第
二
部
「
美
の
祭
典
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
映
画
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
下
で
行

な
わ
れ
た
大
会
の
、
し
か
も
国
家
か
ら
全
面
的
な
支
援
を
う
け
て
制
作
さ
れ
た
映
画
で
あ
り
、
ナ
チ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と

し
て
利
用
さ
れ
た
と
の
理
由
か
ら
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
美
学
の
典
型
と
し
て
批
判
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
第
二
は
、
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
さ
れ
た
事
実
は
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
鍛
錬
さ
れ
た
身
体
と
力
強
い
動
き
を
こ
れ
ま
で
に

は
な
い
ア
ン
グ
ル
で
と
ら
え
た
優
れ
た
作
品
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
映
像
の
美
的
価
値
を
賞
賛
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

こ
の
映
画
は
ス
ポ
ー
ツ
を
芸
術
の
領
域
に
ま
で
高
め
、
身
体
と
そ
の
動
き
を
美
と
し
て
描
き
切
っ
た
映
画
で
あ
り
、
リ
ー

フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
と
は
天
才
的
監
督
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
批
評
の
身
振
り
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
た
し
か
に
、
こ
の
映
画
は
、
ド
イ
ツ
選
手
の
活
躍
の
映
像
に

片
寄
る
こ
と
な
く
、
各
国
の
選
手
の
姿
を
映
し
出
す
こ
と
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
の
ド
イ
ツ
が
人
種
差
別
な
ど
な
い
平
和

国
家
で
あ
る
か
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
当
時
「
褐
色
の
カ
モ
シ
カ
」
と
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ
た
オ
ー
エ
ン
ス
の
傑
出
し
た
活
躍
と
そ
の
映

像
は
、
こ
の
映
画
の
政
治
的
位
置
を
考
え
る
場
合
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
ナ
チ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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に
と
っ
て
「
ア
ー
リ
ア
的
な
る
も
の
」
の
対
極
に
あ
る
「
黒
の
身
体
」
の
活
躍
に
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
の
幹
部
は
嫌
悪
感
を

隠
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
自
身
の
美
的
感
覚
は
、
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
彼
が
生
み
出
す
身
体
運

動
の
卓
越
性
と
そ
の
美
を
排
除
で
き
な
か
っ
た
し
、「
黒
の
身
体
」
だ
け
で
な
く
、
ナ
チ
に
と
っ
て
は
劣
等
人
種
で
し
か

な
か
っ
た
「
黄
色
い
身
体
」
を
映
像
化
す
る
こ
と
に
も
躊
躇
し
な
か
っ
た
。
三
段
跳
び
で
活
躍
し
た
大
島
・
田
島
・
原
田

の
日
本
人
三
選
手
、
棒
高
跳
び
で
活
躍
し
た
西
田
選
手
を
と
ら
え
た
映
像
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
規
律
・
訓
練
的
な
身

体
文
化
と
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
身
体
性
が
折
り
重
な
っ
た
地
点
に
生
成
す
る
「
美
」、
そ
こ
に
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は

こ
だ
わ
り
続
け
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
映
画
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
を
飾
る
シ
ー
ン
に
「
黒
の
身
体
」
も
「
黄
色
い
身

体
」
も
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
確
か
な
の
だ
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
身
体
が
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
「
人

種
」
の
階
層
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
て
描
か
れ
て
し
ま
う
人
種
的
構
図
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
オ
ー
エ
ン
ス
の
映
像

を
単
純
に
「
美
し
い
身
体
」
と
と
ら
え
る
だ
け
で
は
す
ま
な
い
の
だ
。

　

だ
が
、
一
見
す
る
と
ナ
チ
の
民
族
主
義
を
超
え
た
映
像
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
卓
越
し
た
効
果
を

も
ち
え
た
と
批
判
す
る
一
方
で
、
芸
術
的
価
値
を
も
つ
第
一
級
の
作
品
と
評
価
す
る
、
ね
じ
れ
た
関
係
が
生
ま
れ
、
現
在

に
至
る
ま
で
そ
う
し
た
評
価
が
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
い
ま
示
唆
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
単
純
な
切
り
分
け
で
、
こ
の
作
品
の
複
雑
な
、
そ
し
て
よ
り
深
い
問
題
を

把
握
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
作
品
の
映
像
に
は
、
作
品
自
身
を
生
み
出
し
た
ド
イ
ツ
の
政
治
的
・
文
化
的
な
文
脈
が
複
雑
に
折
り
重
な
り
、
そ

の
重
層
的
な
歴
史
的
文
脈
の
政
治
性
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ
た
位
相
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
を
通
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じ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
作
品
の
根
源
的
な
問
題
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
、
そ
う
し
た
性
格
の
作
品
な
の
だ
。
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
い
ま
必
要
な
の
は
、
折
り
重
な
っ
た
位
相
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
自
体
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。

　

で
は
、
根
源
的
な
問
題
と
は
な
に
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
身
体
の
規
律
化
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の

身
体
を
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」「
人
種
」
と
節
合
す
る
「
美
」
の
政
治
空
間
の
問
題
、
文
化
権
力
の
問
題
で
あ
る
、
と
と
り
あ

え
ず
述
べ
て
お
こ
う
。

二　

権
力
作
用
の
焦
点
と
し
て
の
身
体
／
身
体
文
化

ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ギ
リ
シ
ア

　

こ
の
映
画
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
映
画
自
体
の
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
映
画
が
製
作
さ
れ
た
当
時
の
複
雑
な
文

化
政
治
的
な
文
脈
に
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
身
体
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
す
る
身
体
、
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
考
察
を
加

え
よ
う
。

　

映
画
の
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
や
聖
火
リ
レ
ー
の
映
像
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
を
記
念
す
る
映
画
で
あ

る
か
ぎ
り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
発
祥
の
地
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
を
表
象
す
る
こ
と
に
な
ん
ら
不
自
然
さ
を
感
じ
ず
に
鑑
賞
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
当
時
の
ド
イ
ツ
が
置
か
れ
た
状
況
に
眼
を
転
じ
る
な
ら
異
な
る
姿
が
垣
間
み
え
て
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く
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
、
ド
イ
ツ
国
内
で
は
文
化
的
偉
人
や
王
侯
た
ち
の
記
念
碑
や
像
が
次
々
に
建
設
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
驚
異

的
な
増
加
を
み
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
記
念
碑
の
増
加
に
と
ど
ま
ら
ず
、
記
念
博
物
館
や
美
術
館
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
と

い
う
か
た
ち
で
も
顕
在
化
し
た
。
当
時
、
記
念
建
造
物
の
多
く
は
ギ
リ
シ
ア
の
陶
器
や
彫
刻
と
い
っ
た
古
典
古
代
の
美
術

品
を
収
容
す
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
建
物
自
体
が
ギ
リ
シ
ア
の
建
築
様
式
を
模
倣
し
た
擬
古
典
主
義
様
式

を
採
用
し
た
も
の
だ
っ
た
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
で
、
歴
史
を
記
憶
し
、
記
念
す
る
た
め
の
施
設
や
記
念
碑
が
造
形
さ

れ
た
の
か
。
三
島
憲
一
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
近
代
国
家
の
形
成
が
後
れ
た
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
、
記
念
碑
、
ギ
リ
シ
ア
風

の
擬
古
典
主
義
様
式
を
模
し
た
建
築
物
の
造
形
は
、
共
通
の
起
源
、
共
通
の
記
憶
を
作
為
的
に
設
定
し
、「
国
民
」
の
創

出
と
そ
の
社
会
的
統
合
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
各
種
の
記
念
建
造
物
は
、
生
活
空
間
全
体

の
歴
史
化
を
進
め
る
強
力
な
文
化
装
置
と
し
て
卓
越
し
た
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
建
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
の
歴
史
を
記
念
す
る
に
際
し
て
ギ
リ
シ
ア
文
明
が
参
照
さ
れ
た
の
か
。
な
ぜ
ギ
リ
シ
ア
で
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

H
・
プ
レ
ス
ナ
ー
は
、
こ
う
し
た
生
活
空
間
の
歴
史
化
を
、「
遅
れ
て
き
た
国
民
」
た
る
ド
イ
ツ
が
急
速
な
富
と
権
力

の
増
大
の
な
か
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
い
求
め
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
富
と
貧
困
の
格
差
の
拡

大
、
都
市
的
生
活
の
不
安
な
ど
近
代
化
が
抱
え
る
矛
盾
を
前
に
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
へ
の
憧
憬
が
ロ
マ
ン
主
義
的
心
情
の

高
揚
を
伴
い
な
が
ら
膨
ら
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
起
源
が
は
る
か
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で
追
い
求

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
プ
レ
ス
ナ
ー
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
る
フ
ラ
ン
ス
と
の
政
治
的
対
抗
関
係
の
中
に
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あ
っ
て
、
ラ
テ
ン
世
界
と
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
こ
と
さ
ら
に
区
別
し
、
ラ
テ
ン
世
界
た
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
ギ
リ
シ
ア
世

界
の
嫡
子
た
る
ア
ー
リ
ア
人
の
ド
イ
ツ
、
と
い
う
自
己
認
識
の
帰
結
で
あ
っ
た
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
帝
国
旗
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
色
の
黒
白
と
ハ
ン
ザ
都
市
の
色
の

赤
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
中
心
の
「
小
ド
イ
ツ
的
」
な
連
邦
国
家
を
象
徴
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
で
は
社
会
民
主
主
義
者
が
黒
赤
金
の
共
和
国
旗
を
、
左
翼
急
進
主
義
者
は
赤
旗
を
、
市
民
／
保
守

主
義
者
は
黒
白
赤
の
帝
国
旗
を
、
ナ
チ
ス
は
鉤
十
字
を
掲
げ
た
よ
う
に
、
国
民
国
家
の
分
裂
状
況
が
進
行
す
る
。
そ
の
一

方
で
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
化
さ
れ
た
国
外
ド
イ
ツ
民
族
と
の
連
帯
感
が
強
化
さ
れ
、
二
二
年

に
は
「
大
ド
イ
ツ
的
」
な
『
ド
イ
ツ
の
歌
』
が
社
会
民
主
党
大
統
領
の
エ
ー
ベ
ル
ト
に
よ
っ
て
国
歌
に
定
め
ら
れ
、
国
民

の
表
象
を
「
民
族
」、
つ
ま
り
ア
ー
リ
ア
民
族
に
求
め
る
動
き
が
強
ま
っ
て
い
く
（
姶
）。

こ
の
状
況
で
ナ
チ
ス
は
分
裂
し
た
国

民
の
強
制
的
同
質
化
と
「
大
ド
イ
ツ
主
義
的
」
な
「
民
族
国
家
」
の
建
設
を
み
ず
か
ら
の
歴
史
的
使
命
と
し
た
の
だ
。
こ

う
し
た
「
小
ド
イ
ツ
化
」「
大
ド
イ
ツ
化
」
と
い
っ
た
歴
史
的
な
ゆ
ら
ぎ
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
、「
民
族
国
家
」
と
し

て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
た
の
が
ギ
リ
シ
ア
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
み
れ
ば
、「
民
族
の
祭
典
」
の
冒
頭
の
シ
ー
ン
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
発
祥
の
地
ギ
リ
シ
ア
が

表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
単
純
な
か
た
ち
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
シ
ー
ン
は
、
ギ
リ
シ

ア
文
明
を
継
承
す
る
ド
イ
ツ
、「
世
界
に
冠
た
る
ド
イ
ツ
」
で
あ
る
こ
と
を
世
界
に
知
ら
し
め
る
上
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
映
像
で
あ
っ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
人
自
身
に
向
け
て
も
ア
ー
リ
ア
人
の
ド
イ
ツ
の
優
秀
さ
を
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
も
の

と
し
て
自
己
表
象
す
る
ま
た
と
な
い
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
表
象
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
と
は
、
身
体
の
鍛
錬
と
節
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制
、
そ
の
帰
結
と
し
て
の
民
族
の
健
康
と
身
体
の
美
、
そ
れ
ら
一
切
を
体
現
す
る
文
化
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
。

政
治
的
身
体
の
構
築

　

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
、
一
九
世
中
頃
以
降
か
ら
二
〇
世
紀
の
三
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
で
は
┠
┨
む
し

ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
で
も
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
┠
┨
身
体
が
政
治
の
焦
点
と
し
て
浮
上
し
、
身
体
の
鍛

錬
と
節
制
が
社
会
的
そ
し
て
政
治
的
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル

か
ら
「
自
由
ド
イ
ツ
青
年
」
へ
つ
な
が
る
青
年
運
動
の
身
体
文
化
、
ト
ゥ
ル
ネ
ン
協
会
を
中
心
と
し
た
身
体
の
訓
練
、
そ

し
て
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
自
身
が
行
な
っ
て
い
た
新
舞
踊
な
ど
、
身
体
を
め
ぐ
る
錯
綜
し
た
複
数
の
文
化
活
動
が
す

さ
ま
じ
い
勢
い
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　

村
々
を
歩
き
回
り
、
貧
し
い
食
事
を
煮
炊
き
し
て
、
夜
は
輪
に
な
っ
て
民
謡
を
歌
う
、
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
運
動
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
組
織
者
ホ
フ
マ
ン
は
「
大
都
市
が
青
年
を
去
勢
し
て
し
ま
い
、
成
長
を
歪
め
、
自
然
と
の
調

和
の
と
れ
た
生
活
様
式
を
失
わ
せ
た
」
と
い
う
反
都
市
／
反
近
代
の
思
想
を
も
ち
、
そ
の
後
を
つ
い
だ
カ
ー
ル
・
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
も
同
様
の
思
想
を
も
っ
て
い
た
。
都
市
を
避
け
、
城
跡
や
歴
史
的
な
遺
跡
、
中
世
文
化
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ュ
な
霊

気
の
漂
う
深
い
森
林
地
帯
を
旅
し
た
の
は
、
大
都
市
の
カ
フ
ェ
、
売
春
宿
へ
の
反
抗
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の

文
化
に
浸
っ
て
い
る
大
人
が
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
古
い
民
族
の
文
化
や
自
然
の
発
掘
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
「
郷
土
作

家
」
と
し
て
知
ら
れ
る
キ
ル
ヒ
バ
ッ
ハ
の
影
響
や
、
魂
の
形
成
過
程
で
陶
酔
と
熱
中
を
享
受
す
る
こ
と
、
眼
と
耳
と
身
体

の
陶
酔
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
「
郷
土
民
俗
学
」
を
提
唱
し
た
グ
ル
リ
ッ
ト
の
影
響
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
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る
。
彼
ら
に
と
っ
て
新
ロ
マ
ン
主
義
と
ゲ
ル
マ
ン
精
神
と
信
仰
こ
そ
青
年
が
享
受
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
祖
国
愛
は
形
式

的
な
教
育
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
自
然
と
郷
土
を
旅
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
感
覚
に
よ
っ
て
体
得
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
（
逢
）。
こ
の
運
動
が
一
九
〇
〇
年
に
入
る
と
全
国
的
な
規
模
に
広
が
り
、
若
者
の
心
を
捕
ら
え
る
。
そ
し
て
一
九

一
〇
年
代
に
至
る
と
、
節
制
に
よ
る
肉
体
の
鍛
錬
と
民
族
性
の
強
調
、
さ
ら
に
は
軍
事
的
民
族
性
の
鍛
錬
を
主
張
す
る
グ

ル
ー
プ
ま
で
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
が
独
自
の
身
体
文
化
を
標
榜
し

た
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
一
三
年
ホ
ー
ア
・
マ
イ
ス
ナ
ー
山
で
「
自
由
ド
イ
ツ
青
年
」
が
開
催
さ
れ
て
か
ら
、
青
年
運
動
の
崇
拝
画
と
な
っ

た
フ
ー
ゴ
ー
・
ヘ
ッ
ペ
ナ
ー
の
「
リ
ヒ
ト
ゲ
ペ
ー
ト
」
と
い
う
絵
画
が
あ
る
。
こ
の
大
会
で
は
、
一
方
で
は
政
府
や
軍
主

導
の
内
実
の
な
い
愛
国
主
義
の
祭
典
や
、
教
会
・
政
党
・
政
府
・
軍
の
青
年
組
織
に
反
対
し
て
、「
解
放
闘
争
の
真
の
愛

国
心
と
祖
国
的
任
務
」「
青
年
の
自
立
」
を
強
調
し
、
他
方
で
ア
ル
コ
ー
ル
と
煙
草
、
そ
し
て
性
に
対
す
る
最
も
良
い
信

頼
す
べ
き
武
器
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
と
訓
練
に
よ
る
身
体
と
精
神
の
鍛
錬
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
「
マ
イ
ス
ナ
ー
宣
言
」

が
出
さ
れ
た
。
裸
体
の
若
者
が
天
に
両
手
を
差
し
出
す
ヘ
ッ
ペ
ナ
ー
の
「
リ
ヒ
ト
ゲ
ペ
ー
ト
」
は
、「
生
命
の
根
源
と
し

て
の
光
の
希
求
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
う
ち
に
あ
る
人
間
の
調
和
、
鍛
錬
さ
れ
た
裸
体
の
美
、
そ
し
て
民
族

の
健
康
と
い
う
「
マ
イ
ス
ナ
ー
宣
言
」
を
絵
画
の
か
た
ち
を
つ
う
じ
て
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
裸
体
の
若
者
と
い

う
主
題
、
そ
し
て
絵
画
の
構
図
は
、「
民
族
の
祭
典
」
の
冒
頭
を
飾
る
裸
の
女
性
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
両
者
に
は
同

じ
思
想
が
貫
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
光
で
終
わ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
ほ
し
い
。

「
生
命
の
根
源
と
し
て
の
光
の
希
求
」
は
、
禁
欲
的
な
節
制
と
身
体
の
鍛
錬
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
民
族
の
健
康
と
美
を
主
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題
と
し
た
ド
イ
ツ
の
半
世
紀
に
わ
た
る
身
体
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
映
画
の
最
後
に
ぜ
ひ
と
も
お
か
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
の
だ
。

ト
ゥ
ル
ネ
ン
協
会
と
男
性
の
身
体

　

禁
欲
的
な
節
制
と
身
体
の
鍛
錬
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
民
族
の
健
康
、
そ
し
て
身
体
の
美
、
と
い
う
観
念
・
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
運
動
は
、
こ
の
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
か
ら
「
自
由
ド
イ
ツ
青
年
」
へ
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
現
象
で

は
な
い
。
よ
り
広
範
な
文
脈
で
実
践
さ
れ
た
「
出
来
事
」
で
も
あ
っ
た
。「
体
操
」
の
制
度
化
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
社
会
史
家
の
J
・
R
・
ギ
リ
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
八
七
〇
〜
一
九
〇
〇
年
の
社
会
の
特
徴
を
「
青
年

期
の
発
見
」
と
名
づ
け
た
が
、
そ
れ
は
中
産
階
級
の
拡
大
の
も
と
で
子
供
の
通
学
期
間
が
延
び
、
子
供
で
も
大
人
で
も
な

い
人
生
の
一
期
間
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
労
働
者
階
級
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
国
家
に
よ
る
青
少
年
の
「
規
律
化
」
と
い
う
側
面
を
伴
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
「
問
題
児
」

の
保
護
・
監
督
・
教
育
を
内
容
と
す
る
青
少
年
保
護
政
策
や
す
べ
て
の
青
少
年
を
対
象
に
し
た
青
少
年
育
成
事
業
は
一
九

七
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
九
〇
〇
年
に
は
保
護
育
成
法
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
一
一
年
に
発
布
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン

政
府
の
青
少
年
育
成
令
は
「
強
靭
な
肉
体
、
倫
理
的
な
共
同
精
神
、
祖
国
愛
を
も
っ
た
反
社
会
民
主
主
義
的
青
少
年
を
育

成
す
る
」
こ
と
を
明
確
に
め
ざ
し
て
い
た
（
葵
）。

こ
う
し
た
動
向
の
一
翼
を
担
っ
た
の
が
、
す
で
に
一
九
世
紀
中
頃
に
成
立
し

た
ト
ゥ
ル
ネ
ン
運
動
で
あ
る
。

　

一
般
に
近
代
体
操
の
父
と
呼
ば
れ
る
ヤ
ー
ン
の
提
唱
し
た
体
操
運
動
が
、
ト
ゥ
ル
ネ
ン
協
会
の
結
成
を
つ
う
じ
て
ベ
ル
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リ
ン
か
ら
ド
イ
ツ
全
土
へ
と
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
代
で
あ
る
。
自
然
の
中
で
の
運
動
を
提
唱
し
た
彼
の

「
ト
ゥ
ル
ネ
ン
」
は
、「
共
同
体
内
の
男
性
同
盟
的
性
格
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
お
り
」、「
強
靭
な
身
体
」「
真
の
健
康
」
を

め
ざ
す
と
さ
れ
、
ト
ゥ
ル
ネ
ン
協
会
の
使
命
と
し
て
「
男
性
で
あ
る
べ
き
徳
目
、
す
な
わ
ち
義
務
と
規
律
、
秩
序
と
服
従
、

勇
気
そ
し
て
力
、
不
屈
、
精
錬
そ
し
て
と
り
わ
け
軍
事
的
有
能
性
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

　

有
賀
郁
敏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
各
都
市
の
ト
ゥ
ル
ネ
ン
協
会
の
上
部
組
織
と
し
て
四
八
年
に
設
立
さ
れ
た
S 

T 

B
が

四
九
年
に
発
表
し
た
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
ト
ゥ
ル
ネ
ン
規
則
」
で
は
、
学
校
体
育
に
関
す
る
諸
規
則
、
そ
れ
と
は
別
に
一

四
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
男
子
は
ト
ゥ
ル
ネ
ン
教
師
と
当
該
地
の
ト
ゥ
ル
ネ
ン
協
会
か
ら
許
可
を
得
た
フ
ォ
ア
ト
ゥ
ル
ナ

ー
の
も
と
で
毎
日
二
時
間
ト
ゥ
ル
ネ
ン
を
実
施
す
る
こ
と
、
ト
ゥ
ル
ネ
ン
は
音
楽
、
歌
、
ダ
ン
ス
、
遊
戯
、
教
練
、
剣
術
、

武
器
、
消
防
、
救
援
活
動
と
結
び
つ
く
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
軍
事
能
力
の
育
成
は
一
八
歳
ま
で
に
終
了
し
て
お

く
こ
と
と
し
、
こ
の
段
階
で
す
べ
て
の
男
子
が
市
民
軍
に
入
隊
し
、
二
五
歳
ま
で
に
召
集
に
備
え
、
同
時
に
消
防
団
を
結

成
す
る
こ
と
、
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
は
、
懸
賞
競
技
種
目
と
し
て
は
、
短
距
離
走
、
高
跳
び
、
レ
ス
リ
ン

グ
、
円
盤
投
げ
、
な
ど
の
ト
ゥ
ル
ネ
ン
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
集
団
・
徒
手
・
軍
事
運
動
は
そ
れ
ら
の
基
礎
を
養
う
べ
き
も

の
と
さ
れ
た
（
茜
）。

　

各
地
域
の
協
会
に
お
け
る
ト
ゥ
ル
ネ
ン
の
制
度
化
と
同
時
に
、
ア
ド
ル
フ
・
シ
ュ
ピ
ー
ス
に
主
導
さ
れ
て
学
校
教
育
の

一
環
と
し
て
ド
イ
ツ
体
操
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
ヤ
ー
ン
の
屋
外
活
動
を
軍
事
訓
練
に
酷
似
し
た
屋
内
で
の
器
械
的
訓
練
へ

と
変
化
す
る
。「
こ
れ
は
ま
さ
に
規
律
や
権
威
へ
の
無
条
件
的
服
従
と
い
っ
た
政
治
的
美
徳
を
教
化
す
る
た
め
の
当
局
側

の
手
段
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
（
穐
）。
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三　

新
し
い
身
体
の
自
由
と
排
除
さ
れ
る
生

ノ
イ
エ
・
タ
ン
ツ
（N

eue-Tanz

）
に
お
け
る
女
性
の
身
体

　

こ
う
し
た
身
体
、
身
体
運
動
へ
の
注
目
は
、
ス
ポ
ー
ツ
や
体
操
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
九
二
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
で
発
生

し
た
新
し
い
身
体
表
現
を
め
ざ
す
ノ
イ
エ
・
タ
ン
ツ
も
、
身
体
へ
の
注
目
と
い
う
当
時
の
一
連
の
動
き
に
連
動
す
る
も
の

だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
唯
一
の
芸
術
舞
踊
で
あ
っ
た
バ
レ
エ
に
反
対
し
て
ト
ゥ
シ
ュ
ー
ズ
を
身
に
着
け
ず
に
裸
足
で
、
身
体

の
動
き
の
自
由
が
き
く
ゆ
っ
た
り
し
た
透
明
な
衣
装
を
ま
と
い
、
バ
レ
エ
の
決
ま
っ
た
ス
テ
ッ
プ
で
は
な
い
自
由
な
動
き
、

そ
の
な
か
に
古
典
バ
レ
エ
と
は
違
う
感
情
や
魂
の
新
し
い
表
現
可
能
性
を
模
索
し
た
の
で
あ
る
。
イ
サ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン

に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
の
運
動
は
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
で
広
く
受
容
さ
れ
、
多
く
の
舞
踊
学
校
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
な

か
で
も
ダ
ン
カ
ン
と
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
バ
ン
の
直
系
の
弟
子
マ
リ
ー
・
ウ
ィ
グ
マ
ン
の
舞
踊
は
注
目
を
浴
び
て

い
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
は
、
こ
の
マ
リ
ー
・
ウ
ィ
グ
マ
ン
の
舞
踊
学
校
に
入
学
し

て
、
本
格
的
に
舞
踊
を
学
び
、
舞
踊
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
だ
っ
た
。
二
三
年
、
彼
女
が
二
一
歳
の
時
で
あ
る
。
し

か
し
禁
欲
的
で
フ
ォ
ー
マ
ル
な
様
式
に
こ
だ
わ
る
ウ
ィ
グ
マ
ン
の
舞
踊
に
は
馴
染
め
な
か
っ
た
よ
う
で
、
一
年
後
に
は
ベ

ル
リ
ン
に
戻
り
、
と
き
に
は
ゆ
る
や
か
で
な
め
ら
か
な
動
き
、
そ
し
て
一
転
し
て
激
し
く
力
強
い
動
き
へ
の
変
化
、
こ
の

対
照
的
な
動
き
と
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
内
的
衝
動
や
魂
の
表
現
と
し
て
自
在
に
身
体
を
律
動
さ
せ
る
舞
踊
を
身
に
つ
け
て
い

っ
た
。
リ
ズ
ム
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
重
視
す
る
彼
女
の
舞
踊
は
、
人
気
を
博
し
て
「
当
代
最
高
の
ダ
ン
サ
ー
の
ひ
と
り
」
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と
目
さ
れ
た
。

　

彼
女
の
舞
踊
は
、
最
初
の
映
画
出
演
作
品
と
な
っ
た
『
聖
山
』
の
冒
頭
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
荒
れ
狂
う
大
海
の
波
が
岸
壁
に
打
ち
寄
せ
、
そ
の
波
が
曲
線
を
描
い
て
飛
び
散
る
映
像
と
透
き
通
っ
た
衣
装
を
身

に
着
け
て
彼
女
が
激
し
く
舞
踊
す
る
映
像
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
、
彼
女
が
抱
く
新
舞
踊
へ
の
理
念

と
と
も
に
、
ノ
イ
エ
・
タ
ン
ツ
の
理
念
も
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
の
舞
踊
家
の
多
く
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
既
存
の
細
部
ま
で
完
成
さ
れ
た
バ
レ
エ
を
拒
否
し
、「
自
然
の

リ
ズ
ム
」
か
ら
啓
示
を
受
け
た
自
己
の
内
面
か
ら
湧
き
出
る
創
造
的
な
力
を
重
要
視
し
て
い
た
。
荒
々
し
い
力
、
そ
し
て

と
き
に
は
穏
や
か
な
表
情
を
見
せ
る
自
然
、
こ
の
自
然
の
リ
ズ
ム
と
共
鳴
し
、
呼
応
す
る
身
体
の
動
き
こ
そ
が
彼
ら
の
め

ざ
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
自
然
へ
の
回
帰
、
崇
高
さ
、
崇
高
な
も
の
へ
の
敬
愛
┠
┨
そ
れ
は
都
市
文
明
へ
の
批
判
、

世
俗
的
世
界
へ
の
蔑
視
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
┠
┨
、
と
い
っ
た
当
時
の
ド
イ
ツ
の
文
化
の
潮
流
が
は
っ
き
り
と
流
れ
込

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ノ
イ
エ
・
タ
ン
ツ
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
る
ラ
バ
ン
は
、『
体
操
と
舞
踊
』
の
な
か
で
こ
う
述
べ

て
い
る
。

生
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
完
璧
な
調
和
と
美
の
幻
想
は
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
仕
方
な
し
に
行
う
行
為
同
様
、
味
気
な
く
、
虚
弱

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
内
部
か
ら
湧
き
出
す
命
の
力
の
整
然
と
し
た
規
則
性
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の

場
合
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
太
古
か
ら
続
く
記
憶
の
宝
庫
の
中
か
ら
新
し
い
力
の
波
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
思
考
の
力
が

形
を
と
っ
て
現
れ
、
そ
の
血
と
肉
体
に
形
を
与
え
る
の
だ
。
つ
ね
に
成
長
を
続
け
る
フ
ォ
ル
ム
の
海
か
ら
、
生
命
の
源
か
ら
、



Ⅱ　メディア・スタディーズにおける「階級」概念の構築　　122

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
か
ら
、
ど
ん
な
に
豊
か
な
宝
が
姿
を
現
す
こ
と
か
。
人
が
自
然
と
の
協
和
的
リ
ズ
ムeurhythm

isch

に
生
き

て
い
た
時
代
に
は
ま
だ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
は
も
う
過
去
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
代
は
私
た

ち
の
憧
れ
の
中
に
生
き
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
、
こ
の
身
体
的
鍛
錬
に
よ
っ
て
、
新
た
に
覚
醒
す
る
た
め
の
一
歩
を

印
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
覚
醒
は
、
わ
れ
わ
れ
民
族
の
運
命
の
転
変
と
時
を
同
じ
く
し
て
実
現
し
た
。
…
…
ド
イ
ツ

民
族
は
初
め
、
古
代
の
若
々
し
い
豊
か
さ
に
お
い
て
、
凶
暴
な
人
間
性
と
原
始
的
な
感
覚
の
喜
び
に
興
奮
を
味
わ
っ
た
。
徹

底
し
て
容
赦
の
な
い
傾
向
を
持
つ
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
民
族
は
、
そ
の
後
、
理
想
に
熱
狂
的
に
傾
倒
し
、
魂
の
苦
悩
と
無
関
心

の
世
界
を
体
験
し
た
。
苦
悩
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
、
白
い
人
間
た
ち
は

0

0

0

0

0

0

0

、
今
や
個
人
を
超
越
し
て
通
用
す
る
共
同
体
の
理
念

を
求
め
て
い
る
（
悪
）。（

傍
点
は
引
用
者
）

　

因
習
に
縛
ら
れ
た
身
体
を
解
放
す
る
こ
と
、
身
体
の
鍛
錬
を
つ
う
じ
て
人
間
の
内
部
か
ら
湧
き
出
る
力
に
一
つ
の
フ
ォ

ル
ム
を
与
え
る
こ
と
、
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
「
革
新
」
の
運
動
は
、
こ
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

き
わ
め
て
保
守
的
で
、
民
族
主
義
的
な
、
共
同
体
思
想
を
重
視
す
る
も
の
な
の
だ
。

　

波
が
砕
け
散
る
リ
ズ
ム
と
ダ
ン
ス
の
リ
ズ
ム
の
一
致
を
試
み
た
『
聖
山
』
の
冒
頭
の
シ
ー
ン
は
、
上
記
し
た
ノ
イ
エ
・

タ
ン
ツ
の
理
念
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
、
そ
の
理
念
を
、
映
像
を
つ
う
じ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
通
俗
的
な
男
女
の
三
角
関
係
を
描
い
た
『
聖
山
』
の
二
つ
の
要
素
、
聖
な
る
山
と
荒
れ
狂
う
海
、

山
を
極
め
る
男
と
海
の
リ
ズ
ム
と
共
鳴
す
る
女
、
そ
し
て
こ
の
男
と
女
の
出
合
い
、
と
い
う
構
図
は
、
と
も
に
世
俗
世
界

を
離
れ
て
、
一
方
は
山
岳
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
肉
体
を
鍛
錬
す
る
こ
と
で
、
他
方
は
舞
踊
と
い
う
厳
し
い
練
習
を
通
じ
て

肉
体
を
鍛
錬
す
る
こ
と
で
、
大
い
な
る
自
然
と
向
き
合
い
、
自
然
の
荒
々
し
さ
に
打
ち
勝
ち
、
自
然
を
征
服
す
る
、
と
い
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う
当
時
の
身
体
文
化
を
め
ぐ
る
基
本
的
構
図
を
踏
襲
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
身
体
と
自
然
と
い
う
構
図
と
と
も
に
、
バ
ッ
ク
ス
マ
ン
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ラ
バ
ン
の
「
合
唱
舞
踊
」
と
い
う
舞

踊
様
式
、
つ
ま
り
全
員
が
一
つ
と
な
っ
て
同
じ
動
き
を
す
る
集
団
舞
踊
の
様
式
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
新
し
い

舞
踊
運
動
の
理
念
に
は
、
共
同
体
的
な
そ
し
て
集
団
的
身
体
の
創
造
を
つ
う
じ
て
、
近
代
の
「
孤
立
」「
ア
ト
ム
化
」
し

た
個
人
と
抽
象
的
思
考
や
客
観
性
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、
独
自
の
思
想
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
資
本
主
義

や
官
僚
制
そ
し
て
都
市
的
文
化
に
対
し
て
、
聖
な
る
自
然
、
そ
の
自
然
の
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
自
然
と
大
地
に
根
ざ
し
た
共

同
的
な
る
も
の
が
復
権
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
伝
統
的
な
バ
レ
エ
の
技
法
に
反
対
し
、
革
新
を
め
ざ
し
た
ノ
イ
エ
・
タ
ン

ツ
の
一
側
面
に
は
、
こ
う
し
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
、
民
族
主
義
的
な
、
バ
ッ
ク
ス
マ
ン
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、「
神
話
」「
共

同
性
」「
集
合
的
意
識
」
の
再
生
と
い
う
契
機
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
（
握
）。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
や
体
操
、
そ
し
て
舞
踊
と
い
っ
た
異
な
る
分
野
で
み
ら
れ
た
、
身
体
の
鍛

錬
、
身
体
の
規
律
化
を
め
ざ
す
一
連
の
動
向
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
の
が
国
民
の
啓
蒙
化
を
目
的
に
制
作
さ
れ
た
「
文
化

映
画
」
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
の
一
つ
『
美
と
力
へ
の
道
』
で
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
プ
ラ
ー
ガ
ー
の
監
督
し
た
『
美
と
力
へ
の
道
』（
一
九
二
五
年
）
の
プ
レ
ス
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

健
全
な
る
身
体
に
健
全
な
る
精
神
が
宿
る
、
と
い
う
古
き
ギ
リ
シ
ア
の
こ
と
わ
ざ
は
、
今
日
で
も
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

…
…
第
一
次
大
戦
前
、
わ
が
国
の
少
年
た
ち
は
軍
隊
で
の
教
練
以
外
に
肉
体
的
に
鍛
錬
さ
れ
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
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た
。
少
女
に
関
し
て
は
、
残
念
な
こ
と
に
そ
の
よ
う
な
鍛
錬
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
…
…
合
理
的
に
身
体
を
育
成
し
、

訓
練
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
の
価
値
は
ま
す
ま
す
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
私
た
ち
の
映
画
は
、
こ
の
目
的
に
到
達
す
る
道

を
提
示
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
。

　

こ
の
映
画
の
詳
細
は
、
瀬
川
の
分
析
に
ゆ
ず
る
が
、
前
半
部
分
で
は
、
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
歪
み
を
矯
正
す
る
運
動
と

し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
体
操
、
ヘ
レ
ラ
ウ
の
体
操
舞
踊
学
校
で
の
リ
ズ
ム
感
を
養
成
す
る
教
育
、
ア
ン
ナ
・
ヘ
ル
マ
ン
演

出
の
舞
踊
、
全
裸
の
女
性
が
ポ
ー
ズ
を
と
る
ハ
ー
ゲ
マ
ン
指
導
に
よ
る
ダ
ン
ス
が
紹
介
さ
れ
、
後
半
で
は
走
り
高
跳
び
、

短
距
離
走
、
テ
ニ
ス
、
飛
び
込
み
な
ど
各
種
現
代
ス
ポ
ー
ツ
の
模
範
的
な
動
き
が
描
写
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
は
、「
新

時
代
で
は
、
屋
外
生
活
へ
の
理
想
的
な
愛
が
、
健
康
お
よ
び
肉
体
の
美
し
さ
に
通
じ
る
黄
金
の
道
を
切
り
拓
く
」
と
い
う

字
幕
と
と
も
に
、
近
代
体
操
の
父
ヤ
ー
ン
の
肖
像
が
提
示
さ
れ
、
数
千
人
規
模
の
集
団
体
操
の
遠
景
で
終
わ
る
（
渥
）。

　

こ
の
映
画
の
目
的
は
、
健
康
増
進
運
動
の
宣
伝
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
、
体
操
・
ス
ポ
ー
ツ
、

そ
し
て
舞
踊
が
奨
励
さ
れ
る
。
都
市
生
活
の
弊
害
が
強
調
さ
れ
、
自
然
と
ふ
れ
あ
い
、
身
体
を
動
か
し
鍛
え
、
健
康
な
肉

体
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
、
美
し
く
あ
る
こ
と
、
が
無
前
提
に
肯
定
さ
れ
る
。
そ
の
主
題
、
そ
し
て
映
像
の
素
材
、
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、『
美
と
力
へ
の
道
』
は
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
の
先
駆
的
作
品
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

映
画
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
は
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
続
く
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
、
国
民
の
教
化
と
体
操
教
育
、
健
康
な
身
体
と
民
族
の
再
生
、
神
話
や
集
合
的
意
識
の
強
化
と
親
和
性
を
も
っ
た

新
舞
踊
の
成
立
と
受
容
と
い
っ
た
諸
要
素
の
関
係
を
背
景
に
構
成
さ
れ
た
身
体
文
化
を
基
盤
と
し
て
は
じ
め
て
制
作
さ
れ
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た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
独
創
性
な
ど
問
題
で
は
な
い
と
い
え
る
。
た

し
か
に
彼
女
は
以
前
の
山
岳
映
画
や
『
美
と
力
へ
の
道
』
の
映
画
技
術
を
高
度
な
映
像
処
理
や
編
集
作
業
を
つ
う
じ
て
よ

り
先
に
推
し
進
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
映
像
美
は
、
バ
ッ
ク
ス
マ
ン
が
「
国
家
の
身
体
的
具
現
」（die Verkorperung der 

N
ation

）
と
概
念
化
し
た
、
身
体
の
規
律
化
と
国
民
化
、
集
合
的
身
体
へ
の
神
話
的
憧
憬
と
い
っ
た
身
体
を
め
ぐ
る
ド
イ

ツ
の
複
雑
な
文
化
と
政
治
の
磁
場
か
ら
生
産
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
女
の
個
人
的
才
能
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
ど
で

は
な
い
。
身
体
の
政
治
性
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
の
集
合
体
と
し
て
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し

て
身
体
の
規
律
化
と
国
民
化
、
集
合
的
身
体
へ
の
神
話
的
憧
憬
と
い
う
こ
れ
ら
複
数
の
動
向
は
、
い
ま
一
つ
の
出
来
事
を

帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
身
体
を
焦
点
と
す
る
人
種
差
別
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

破
棄
さ
れ
る
身
体

　
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
が
製
作
さ
れ
る
三
年
前
、
第
三
帝
国
は
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
（
一
九
三
三
年
七
月
公
布
、
翌
年
三
四
年

一
月
一
日
に
施
行
）
を
制
定
し
た
。
一
般
に
「
断
種
法
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、「
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
に

健
全
か
つ
立
派
で
な
い
も
の
は
、
み
ず
か
ら
の
痛
苦
を
子
供
の
身
体
の
な
か
で
永
続
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
ヒ
ト

ラ
ー
の
原
理
、
そ
し
て
こ
の
原
理
に
そ
っ
て
一
九
三
二
年
に
ナ
チ
党
中
央
出
版
所
の
「
国
民
社
会
主
義
叢
書
」
の
一
冊
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
H
・
S
・
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
の
『
第
三
帝
国
に
お
け
る
実
践
的
文
化
活
動
』
┠
┨
文
化
を
「
一
民
族
の
人

種
的
な
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
精
神
的
・
心
情
的
お
よ
び
道
義
的
な
価
値
す
べ
て
の
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
こ
れ
ら
価

値
か
ら
形
成
さ
れ
、
あ
る
一
民
族
に
た
い
し
て
そ
れ
に
属
す
る
創
造
的
な
個
性
に
よ
っ
て
贈
ら
れ
る
諸
作
品
す
べ
て
の
総
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括
概
念
」
と
規
定
し
、「
文
化
の
生
存
と
繁
栄
の
た
め
の
前
提
は
、
人
種
に
ふ
さ
わ
し
い
健
全
さ
を
そ
な
え
た
身
体
（
旭
）」
で

あ
る
と
明
言
す
る
┠
┨
に
従
っ
て
、
遺
伝
病
者
と
み
な
さ
れ
る
人
間
を
選
別
し
て
強
制
的
に
断
種
手
術
す
る
こ
と
が
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
数
は
、
ナ
チ
の
崩
壊
ま
で
に
四
〇
万
人
に
も
上
る
。

　

さ
ら
に
一
九
三
五
年
九
月
に
は
、「
ド
イ
ツ
国
公
民
法
」
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
人
の
血
と
名
誉
を
防
護
す
る
法
」
か
ら
成

る
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
」
法
が
制
定
さ
れ
る
。
前
者
は
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
ド
イ
ツ
人
た
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
な
い
し
ナ
チ

ス
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
み
な
し
た
人
々
を
新
法
の
「
ド
イ
ツ
国
公
民
」
か
ら
除
外
し
差
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
ナ

チ
の
主
張
し
た
「
ド
イ
ツ
民
族
存
続
の
前
提
」
た
る
「
ド
イ
ツ
的
血
の
純
潔
性
」
を
守
る
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
「
ア
ー
リ

ア
人
」
と
の
結
婚
を
禁
止
し
、
婚
外
関
係
も
処
罰
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
も
つ
人
々
、
劣

等
人
種
と
み
な
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
、
黒
人
は
、「
規
格
外
の
も
の
」「
破
棄
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
「
剥
き
出
し
の
生
」
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
鍛
錬
さ
れ
た
肉
体
の
強
さ
と
美
、
し
な
や
か
で
し
か
も
強
靭
な
身
体
の
動
き
、
そ
こ
に
民
族
の
美
と

健
康
を
み
る
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
の
背
後
に
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
陰
惨
な
現
実
が
あ
る
。

　
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
続
く
身
体
へ
の
関
心
、
身
体
に
対
す
る
選
抜
と
選
択
、
そ
し
て
訓
練
の
結

果
を
「
美
化
」
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
健
康
な
、
健
全
な
身
体
と
い
う
特
定
の
「
区
分
の
空
間
」
へ
入
る
こ
と
を
拒
否
さ

れ
、「
規
格
外
の
も
の
」
と
さ
れ
た
人
々
の
存
在
を
完
全
に
抹
消
し
た
上
で
、
そ
の
空
間
に
立
ち
現
わ
れ
た
フ
ォ
ル
ム
を

美
と
み
な
す
選
別
と
差
別
の
日
常
性
を
再
生
産
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
そ
れ
で
も
、
彼
女
の
映
画
を
美
的
な
る
も
の
、
映
画
芸
術
の
最
高
の
成
果
の
一
つ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
章
の
冒
頭
で
引
用
し
た
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
に
あ
ら
た
め
て
立
ち
返
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
近
代
の
規
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律
的
権
力
と
は
、
第
一
に
、
雑
然
と
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
性
を
も
っ
た
人
々
の
個
別
的
な
行
動
・
成
績
・
行
状
を
、
特

定
の
「
区
分
の
空
間
」
に
関
連
づ
け
る
力
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
フ
ー
コ
ー
は
「
秩
序
づ
け
ら
れ
た
多
様
性
へ
と
変
え
る
生

け
る
絵
画
」
と
言
い
換
え
た
。
第
二
は
、
こ
の
特
定
の
空
間
の
内
部
で
、
個
々
人
の
行
動
・
成
績
・
行
状
を
差
異
化
し
、

階
層
秩
序
化
す
る
力
で
あ
る
。
誰
が
優
れ
て
い
る
か
、
誰
が
劣
っ
て
い
る
か
、
選
別
し
、
序
列
化
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て

第
三
は
、
特
定
の
「
区
分
の
空
間
」
を
つ
く
る
規
則
原
理
に
照
ら
し
て
、
空
間
に
包
摂
し
う
る
も
の
と
、
そ
れ
以
外
の
「
規

格
外
の
も
の
」
と
の
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
階
層
秩
序
の
内
部
に
さ
え
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
、
文
字
ど
お

り
「
規
格
外
の
も
の
」「
破
棄
す
べ
き
も
の
」
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
比
較
し
、
差
異
化
し
、
階
層
秩
序
化
し
、
同
質
化
し
、
排
除
す
る
、
要
す
る
に
規
格
化
す
る
」
規
律
・
訓
練
的
な
権

力
を
、
フ
ー
コ
ー
は
「
一
刻
一
刻
を
取
り
締
ま
る
常
設
的
な
刑
罰
制
度
」
を
対
象
に
描
き
出
し
た
。
だ
が
、
規
律
化
す
る

権
力
が
発
動
す
る
範
域
を
刑
罰
の
制
度
に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
は
な
い
。
規
律
・
訓
練
を
、
文
字
ど
お
り
身
体
の
鍛
錬

と
訓
練
と
言
い
換
え
よ
う
。「
区
分
の
空
間
」
を
「
刑
罰
制
度
」
か
ら
、「
身
体
制
度
」
と
読
み
替
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、
個
別
的
な
身
体
的
な
行
動
・
成
績

・
行
状
を
「
体
力
」「
俊
敏
性
」「
腕
力
」
と
い
っ
た
計
測
可
能
な
「
身
体
能
力
」
と
い
う
規
則
原
理
に
お
い
て
関
連
づ
け
、

個
々
の
身
体
を
「
体
育
」「
鍛
錬
」
の
空
間
に
包
摂
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
身
体
が
特
定
の
政
治
的
な
文
脈
に
布
置
化
さ
れ
、

身
体
文
化
が
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
秩
序
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
六
年
の
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
記
録
し
た
映
画
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
が
リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
に
よ
っ

て
制
作
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
「
ス
ポ
ー
ツ
す
る
健
全
な
る
身
体
」
が
賞
賛
さ
れ
、「
身
体
の
美
」
が
執
拗
な
ま
で
に
求
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め
ら
れ
た
時
代
を
背
景
と
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
映
画
は
、
フ
ー
コ
ー
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、「
身
体
の
美
」
の

賞
賛
の
背
後
で
、
そ
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
「
規
格
外
の
も
の
」
が
創
出
さ
れ
、
暴
力
的
に
排
除
さ
れ
た
「
陰
惨
な
」
時

代
の
た
だ
な
か
で
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
そ
う
。
そ
れ
で
も
、
彼
女
の
映
画
を
美
的
な
る
も
の
、
映
画
芸
術
の

最
高
の
成
果
の
一
つ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
四
〇
年
、
そ
し
て
二
〇
〇
三
年

　

リ
ー
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
死
を
伝
え
る
言
説
は
、
最
初
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
相
も
変
わ
ら
ず
彼
女
の
映
画
の
美
学

的
成
果
を
好
意
的
に
紹
介
す
る
も
の
だ
っ
た
（
葦
）。
日
本
で
一
九
四
〇
年
に
『
オ
リ
ン
ピ
ア
』
が
上
映
さ
れ
た
と
き
、
上
演
を

知
ら
せ
る
ポ
ス
タ
ー
に
「
映
画
芸
術
の
絶
頂
に
人
々
は
陶
酔
す
る
！　

全
日
本
は
陶
酔
す
る
」
の
文
字
が
踊
り
、
数
多
く

の
批
評
が
雑
誌
の
紙
面
を
賑
わ
し
た
と
き
と
比
較
し
て
、
そ
の
七
〇
年
近
い
時
間
の
隔
た
り
が
こ
の
映
画
の
評
価
に
ほ
と

ん
ど
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
え
る
ほ
ど
だ
。

　

フ
ー
コ
ー
が
指
摘
し
た
近
代
の
規
律
的
権
力
と
は
、
そ
し
て
身
体
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
＝
全
体
主
義
の

権
力
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
側
に
い
ま
だ
に
潜
在
す
る
欲
望
、
つ
ま
り
規
律
化
さ
れ
る
こ
と
を
む
し
ろ
自
己
の
欲
望
と
し
、

鍛
錬
の
な
か
に
生
ま
れ
る
肉
体
の
姿
に
美
を
欲
望
す
る
わ
れ
わ
れ
の
隠
さ
れ
た
欲
望
と
実
は
相
関
す
る
も
の
な
の
で
は
な

い
か
。

　

規
律
化
さ
れ
た
身
体
が
放
つ
強
烈
な
魅
惑
と
誘
惑
。
そ
こ
に
美
を
繰
り
返
し
見
い
だ
し
て
し
ま
う
、
歴
史
的
に
造
形
さ

れ
て
き
た
私
た
ち
の
感
受
性
と
精
神
性
。
そ
れ
が
私
た
ち
を
と
ら
え
て
い
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
七
〇
年



129　　第五章　規律化した身体の誘惑

も
前
に
指
摘
し
た
「
美
の
政
治
化
」
を
繰
り
返
し
、
そ
し
て
不
断
に
実
践
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
美
と
さ
れ
る

も
の
、
美
的
な
る
も
の
と
感
ず
る
人
間
の
感
性
や
精
神
の
生
い
立
ち
を
そ
の
成
立
の
政
治
的
文
脈
に
引
き
戻
し
て
問
い
返

す
作
業
を
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
つ
う
じ
て
、「
健
康
」
が
脚
光
を
浴
び
、「
美
し
い
身
体
」
が
も
て
は
や
さ
れ
る
今
、
わ

れ
わ
れ
は
い
か
な
る
文
脈
に
包
摂
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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Ⅲ　
社
会
シ
ス
テ
ム
の
再
編
制
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第
六
章　

権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
行
為
主
体
の
再
配
備

┠
┨
情
報
化
と
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
変
容

一　

現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
社
会
シ
ス
テ
ム
の
存
立

「
情
報
社
会
と
権
力
」
と
い
う
問
い
の
可
能
性

　

こ
の
章
で
は
、
情
報
化
と
権
力
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
焦
点
に
し
な
が
ら
、
現
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
編
制
原
理
の
変

容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
情
報
化
」「
情
報
社
会
」
な
る
概
念
は
、

六
〇
年
代
後
半
に
日
本
社
会
で
造
形
さ
れ
て
以
来
、
国
際
的
に
も
通
用
し
、
こ
の
三
〇
年
足
ら
ず
の
間
に
大
い
な
る
市
民

権
を
獲
得
し
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
現
代
社
会
を
特
徴
づ
け
る
簡
便
な
用
語
と
し
て
「
情
報
社
会
」「
情
報
化
」
と

い
っ
た
言
葉
が
多
用
さ
れ
、
ま
た
現
在
で
は
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
「
I 

T
革
命
」
な
る
造
語
が
氾
濫
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
社
会
学
・
経
済
学
・
政
治
学
な
ど
の
領
域
で
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
理
解
の
一
致
が
み
ら
れ
た
と
は
と
う

て
い
い
え
な
い
状
態
に
あ
る
。「
情
報
化
」
の
成
立
時
期
を
ど
の
時
点
と
み
る
か
、
そ
の
さ
い
の
判
断
基
準
は
な
に
か
と

い
っ
た
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
さ
え
共
通
の
理
解
は
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
大
方
の
人
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
社
会
生
活
に
多
大
な
意
味
を
も
ち
は
じ
め
た
時
期
を
「
情
報
化
」「
情
報
社
会
」
の
成
立
と
み
な
す
考

え
方
が
あ
る
一
方
で
、
映
画
や
テ
レ
ビ
が
登
場
し
た
時
点
か
ら
そ
の
成
立
を
捉
え
る
考
え
方
も
あ
る
（
唖
）。
ま
た
、
佐
藤
俊
樹

が
鋭
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
情
報
社
会
」
と
い
う
言
葉
が
流
布
す
る
と
と
も
に
、「
情
報
社
会
」
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
「
論
」
が
、
情
報
技
術
の
進
歩
が
経
済
や
政
治
や
社
会
生
活
全
体
を
一
変
さ
せ
て
い
く
と
い
う
技
術
決
定
論
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
喚
起
し
た
た
め
に
、
こ
の
概
念
が
人
々
の
社
会
認
識
を
妨
げ
て
し
ま
っ
た
側
面
す
ら
あ
る
（
娃
）。

　

他
方
、「
権
力
」
概
念
は
、
社
会
科
学
の
基
本
的
な
概
念
と
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
長
い
間
、
政
治
学
、
社
会
学
、
経
済
学
、

法
学
な
ど
の
思
索
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
対
象
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
概
念
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
も
、
各
分

野
に
お
い
て
す
ら
確
定
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
各
領
域
間
で
そ
れ
な
り
の
共
通
性
を
も
っ
た
権
力
の
定
義
を
見
い
だ
す
こ

と
は
い
っ
そ
う
難
し
い
。
盛
山
和
夫
が
「
権
力
概
念
の
多
様
性
と
混
沌
と
し
た
さ
ま
」
と
指
摘
す
る
ほ
ど
、
今
日
の
社
会

科
学
の
分
野
に
お
け
る
権
力
概
念
は
ま
さ
に
「
乱
立
」
の
状
態
に
あ
る
（
阿
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
情
報
化
と
は
な
に
か
」、「
権
力
と
は
な
に
か
」
と
い
う
基
本
的
な
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
自
体
が

多
く
の
困
難
を
引
き
寄
せ
る
な
か
で
、「
情
報
社
会
と
権
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
私
た
ち
は
ど
う
論
じ
た
ら
よ
い
の
か
。

　

一
つ
の
方
向
は
、
情
報
化
と
は
な
に
か
、
権
力
と
は
な
に
か
、
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
対
す
る
定
義
づ
け
を
曖
昧
に
し

た
ま
ま
で
、
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
自
然
言
語
と
し
て
の
「
情
報
化
」
や
「
権
力
」
が
も
つ
意
味
内
容
に
即
し
な
が
ら
、

「
情
報
化
と
権
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
情
報
化
と
は
、
携
帯
電
話
や

パ
ソ
コ
ン
な
ど
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
に
浸
透
す
る
こ
と
で
あ
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
高
度
な
デ
ジ
タ
ル
通
信
技
術
の
導

入
に
よ
っ
て
生
産
や
流
通
過
程
が
よ
り
効
率
化
す
る
こ
と
で
あ
る
、
あ
る
い
は
情
報
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
経
済
・
政
治
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・
文
化
な
ど
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
と
り
あ
え
ず
規
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
電
子
メ
デ
ィ

ア
が
つ
く
り
出
す
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
上
で
、
ど
の
よ
う
な
検
閲
や
言
論
の
抑
圧
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
（
行
な
わ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
か
）、
い
か
な
る
情
報
操
作
が
意
図
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
う
し
た
検
閲
や
操
作
の
技
法
は
以
前
と
く
ら
べ
て

ど
う
異
な
る
の
か
、
こ
う
し
た
問
題
を
主
要
な
「
情
報
化
と
権
力
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
や
り
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
し
た
定
義
や
記
述
に
意
味
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
検
閲
や
情
報
操
作
と
い
っ
た
問
題
は
「
情
報
化
と
権

力
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
な
か
の
重
要
な
問
題
群
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

　

だ
が
、
そ
う
し
た
論
述
が
、「
情
報
社
会
」
あ
る
い
は
「
情
報
化
」
と
私
た
ち
が
呼
ぶ
状
態
の
あ
る
側
面
や
、「
権
力
」

と
呼
ぶ
作
用
の
あ
る
位
相
を
記
述
し
て
は
い
て
も
、「
情
報
社
会
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
現
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に

固
有
の
存
在
の
モ
ー
ド
と
、
そ
こ
に
作
動
す
る
社
会
的
し
く
み
や
変
化
を
十
分
掴
ま
え
き
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い

の
で
あ
る
。「
情
報
社
会
」
と
い
う
現
代
社
会
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
的
な
状
態
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
の
側
面
か
ら
考
え

る
だ
け
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
個
人
の
生
き
方
や
社
会
的
な
出
来
事
の
系
列
や
そ
の
意
味
づ
け
が
微
妙
に
、
し
か
し
構
造
的

に
、
変
容
し
て
い
る
、
と
い
う
現
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

私
た
ち
は
「
情
報
化
と
権
力
」
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
情
報
社
会
と
権
力
」
と
い
う
問
い
か
け
が
切
り
拓
く
べ
き
は
、
そ
う
し
た
現
象
的
な
記
述
で
は
な
く
、
携
帯
電
話
、
パ

ソ
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
そ
し
て
生
活
の
隅
々
に
ま
で
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
数
多
く
の
制
御
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
電
子
メ
デ
ィ
ア

・
シ
ス
テ
ム
群
と
間
接
に
あ
る
い
は
直
接
に
リ
ン
ク
し
な
が
ら
人
々
の
身
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
組
織
化
さ
れ
、
そ

う
し
た
行
為
や
操
作
の
集
積
と
し
て
現
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
存
立
す
る
こ
と
、
こ
の
事
態
を
可
能
な
ら
し
め
た
社
会
的
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な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
章
の
狙
い
は
、
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
電
子
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

開
発
と
産
業
化
を
推
し
進
め
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
電
子
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
接
続
さ
れ
た
身

体
的
行
為
の
編
制
を
焦
点
と
し
て
権
力
作
動
の
モ
ー
ド
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
こ

の
考
察
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の
は
、「
消
費
社
会
と
権
力
」
と
い
う
視
点
か
ら
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
代
の
権
力

の
新
た
な
様
式
が
「
情
報
化
と
権
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
設
定
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
視
化
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
で
あ
る
。

　

以
上
の
事
柄
を
念
頭
に
お
い
て
、
ま
ず
以
下
で
は
、「
情
報
化
と
権
力
」
と
い
う
問
い
か
け
を
自
明
の
も
の
と
す
る
こ

と
な
く
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
を
み
ず
か
ら
に
ど
う
問
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
問
題
化
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。
現
代
の
「
情
報
化
と
権
力
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
問
い
の
水
準
に
よ
っ

て
明
ら
か
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
説
、
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
身
体

　

先
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
と
間
接
に
あ
る
い
は
直
接
に
接
合
す
る
か
た
ち
で
人
々
の
身
体
的

行
為
が
編
制
さ
れ
、
こ
の
構
造
化
さ
れ
た
行
為
と
操
作
の
集
積
と
し
て
現
代
社
会
が
存
立
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

し
て
こ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
「
情
報
社
会
」
な
る
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
「
情
報
社
会
」
を
編
制
す
る
原
理
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
立
を
可
能
と
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
な
に
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
問
題
設
定
に
そ
っ
て
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
を
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
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と
り
わ
け
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
が
開
発
さ
れ
て
以
降
の
ほ
ぼ
半
世
紀
の
期
間
に
限
定
し
よ
う
。
ま
た
他
方
で
、
特
定
の
権

力
観
に
依
拠
し
な
が
ら
、「
情
報
化
と
権
力
」
問
題
を
考
究
す
る
こ
と
に
す
る
。
特
定
の
権
力
観
と
は
フ
ー
コ
ー
の
権
力

概
念
で
あ
る
。
彼
の
権
力
概
念
に
つ
い
て
は
別
途
詳
細
な
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
側
面
か
ら
彼
の
権

力
概
念
を
把
握
し
て
お
く
。

　

第
一
は
、「
言
わ
れ
う
る
こ
と
の
法
則
で
あ
り
、
独
自
の
出
来
事
と
し
て
の
諸
言
表
の
出
現
を
支
配
す
る
シ
ス
テ
ム
」

で
あ
る
ア
ル
シ
ー
ブ
か
ら
、「
諸
対
象
を
体
系
的
に
形
成

－

編
制
す
る
実
践
」
と
し
て
の
特
定
の
言
説
が
編
制
さ
れ
、
そ

れ
が
真
理
で
あ
る
、
あ
る
い
は
正
当
で
あ
る
、
と
し
て
人
々
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
知
と
権
力
」
の
関

係
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
哀
）。

複
数
の
言
説
が
み
ず
か
ら
の
言
説
の
真
理
性
と
正
当
性
を
主
張
し
対
立
し
あ

う
と
き
、
ど
の
言
説
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
で
き
る
か
、
そ
の
「
力
の
関
係
」
の
場
に
権
力
が
作
動
す
る
。
第
二
に
、
あ

る
言
説
の
受
容
は
そ
れ
を
受
け
止
め
た
人
々
を
し
て
特
定
の
行
為
や
振
舞
い
を
組
織
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
は
、

個
人
の
「
主
体
化
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
隷
属
化
」
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
身
体
的
行
為
を
具
体
的
に
編
制
す
る
独
自
の

社
会
的
は
た
ら
き
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
見
る
こ
と
、
分
類
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
基
本
的
な

経
験
も
含
め
、
主
体
が
も
ち
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
・
社
会
的
な
位
置
と
機
能
の
設
定
が
果
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
第
三
に
、
権
力
は
身
体
の
み
な
ら
ず
モ
ノ
／
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
具
体
的
な
配
置
／
編
制
を
行
な
う
力
で
も
あ
る
。
特
定

の
モ
ノ
／
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
配
置
が
身
体
的
行
為
を
特
定
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
逆
に
特
定
の
身
体
的
行
為
に
見
合
っ

た
モ
ノ
／
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
配
置
を
実
行
す
る
こ
と
、
こ
の
過
程
に
権
力
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
本
章
で
も
、
こ
の
社
会

的
行
為
の
あ
り
よ
う
を
構
造
化
す
る
三
つ
の
複
合
的
な
作
用
／
は
た
ら
き
を
暫
定
的
に
「
権
力
」
と
定
義
し
て
論
を
す
す
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め
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
い
ま
述
べ
た
、
記
号
あ
る
い
は
言
説
の
生
産
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
配
備
、
そ
し
て
身
体
行
為
の
組
織
、
と

い
う
基
本
的
な
三
つ
の
要
素
を
関
連
づ
け
て
、
あ
る
出
来
事
の
生
成
を
促
す
「
社
会
的
な
は
た
ら
き
」
と
は
い
か
な
る
事

態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
現
代
の
社
会
生
活
で
は
、
電
話
を
す
る
こ
と
、
写
真
を
撮
る
こ
と
、
テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
、
銀
行
口
座
か

ら
自
動
支
払
機
を
使
っ
て
現
金
を
引
き
落
と
す
こ
と
、
パ
ソ
コ
ン
で
検
索
し
必
要
な
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
、
メ
ー
ル

の
交
換
を
す
る
こ
と
、
電
子
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
自
動
制
御
機
械
で
工
場
の
生
産
ラ
イ
ン
を
管
理
す

る
こ
と
、
P 

O 

S
シ
ス
テ
ム
で
商
品
の
購
入
動
向
を
瞬
時
に
把
握
し
て
流
通
プ
ロ
セ
ス
を
管
理
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た

一
連
の
出
来
事
が
絶
え
ず
反
復
さ
れ
、
繰
り
返
し
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
電
車
や
ク
ル
マ
で
の
移
動
と
い
っ

た
も
っ
と
も
基
本
的
な
行
為
で
す
ら
、
今
日
で
は
高
度
な
運
行
制
御
シ
ス
テ
ム
や
カ
ー
ナ
ビ
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
切

り
離
せ
な
い
。
情
報
社
会
は
、
こ
う
し
た
行
為
／
出
来
事
の
成
立
を
可
能
に
す
る
、
カ
メ
ラ
や
ビ
デ
オ
と
い
っ
た
個
々
の

メ
デ
ィ
ア
、
さ
ら
に
電
話
な
ど
の
有
線
か
ら
携
帯
電
話
に
代
表
さ
れ
る
無
線
、
さ
ら
に
は
光
ケ
ー
ブ
ル
で
結
ば
れ
た
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
通
信
の
集
積
体
と
し
て
存
立
し
て
い
る
。
正
確
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
情
報
技

術
の
集
積
の
上
に
社
会
的
行
為
や
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
社
会
状
態
を
「
情
報
社
会
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
わ
け
だ
。

こ
れ
ら
の
物
的
な
諸
施
設
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
な
し
に
現
代
社
会
は
存
在
し
え
な
い
し
、
日
常
の
生
活
す
ら
営

め
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
後
は
、
遠
隔
医
療
や
遺
伝
子
治
療
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
デ
ジ
タ
ル

通
信
網
を
基
盤
と
し
、
そ
れ
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
行
為
の
領
域
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
間



139　　第六章　権力のテクノロジーと行為主体の再配備

違
い
な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
う
し
た
高
度
な
技
術
が
開
発
さ
れ
、
情
報
通
信
の
諸
施
設
が
完
備
す
れ
ば
、

情
報
社
会
が
成
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
情
報
化
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
通
信
技
術
の
配

置
と
い
っ
た
側
面
に
限
定
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
至
極
も
っ
と
も
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
情
報
化
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
変
化
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
導
入
と
い
っ
た
単
純
な
事
態
で
は
な
い
。
第
一
に
、
社
会
シ

ス
テ
ム
が
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
と
導
入
に
向
け
る
関
心
や
利
害
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
と
導
入
の
方
向
が
社
会
シ
ス
テ
ム
の
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
利
害
関
心
に
大
き
く
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
情
報
化
」
と
い
わ
れ
る
変
化
の
過
程
を
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
諸
主
体

の
欲
望
や
利
害
や
関
心
と
関
連
づ
け
る
こ
と
な
し
に
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
の
開
発
と
導
入
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
理
念
や
計
画
を
謳
い
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
国
家
的
な
投
資
や
支

援
の
必
要
性
を
訴
え
る
言
説
、
企
業
の
開
発
戦
略
の
妥
当
性
を
訴
え
る
言
説
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
対
抗
す
る
言
説

も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
言
説
の
な
か
で
、
特
定
の
あ
る
言
説
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
社
会
的

あ
り
方
や
利
用
の
仕
方
に
決
定
的
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
言
説
の
生
産
と
受
容
の
過
程
も
情
報

化
の
進
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
そ
う
し
た
政
策
や
目
標
に
か
ん
す
る
宣
伝
や

広
告
を
、
私
た
ち
自
身
が
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
受
け
入
れ
、
受
容
し
、
ま
た
自
発
的
で
あ
れ
強
制
的
で
あ

れ
、
み
ず
か
ら
そ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
使
い
方
を
習
得
し
て
新
た
な
身
体
行
為
を
組
織
し
て
い
く
こ
と
も
、
情
報
社
会
が

成
立
す
る
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
側
面
と
し
て
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
成
員
が
電
子
メ
デ
ィ
ア
へ
の
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関
心
と
そ
の
利
用
を
切
実
な
も
の
と
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
ら
の
社
会
層
か
ら
新
た
な
技
術

を
受
け
入
れ
る
幅
広
い
支
持
を
取
り
つ
け
な
が
ら
、
新
た
な
社
会
編
制
の
内
部
に
彼
ら
を
引
き
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
情
報
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
機
器
が
配
備
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
社
会
に
と
っ
て
有
効
な
も
の
、
利
便
な
も
の
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
「
未
来
社
会
を
造
形
す
る
」
も

の
と
し
て
表
象
し
、
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な
、
膨
大
な
言
説
が
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た

言
説
の
受
容
を
通
し
て
、
個
人
の
動
機
づ
け
、
合
意
の
調
達
、
行
為
の
調
整
や
再
組
織
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
い

わ
ば
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
的
開
発
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
社
会
シ
ス
テ
ム
に
不
可
欠
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
位
置
づ
け

る
言
説
を
生
産
す
る
こ
と
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
間
接
あ
る
い
は
直
接
に
身
体
的
行
為
に
接
合
す
る
こ
と
で
新
た
な
社
会

関
係
を
構
成
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
複
雑
な
社
会
・
文
化
的
プ
ロ
セ
ス
な
し
に
、「
情
報
化
」
は
進
行
し
な
い
の
で
あ
り
、

情
報
社
会
が
情
報
社
会
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
情
報
社
会
を
構
成
す
る
種
々
の
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
シ
ス
テ
ム
が
、
た
ん
に
物

的
に
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
日
々
の
行
為
連
関
を
再
編
制
し
、
出
来
事
を
継
続
的
に
生
成
す
る
ス
ペ
ー
ス
が

編
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
情
報
社
会
は
情
報
社
会
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
繰
り
返
し
強
調
す

る
な
ら
ば
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
と
導
入
と
い
っ
た
事
柄
の
み
で
は
「
情
報
化
」
は
生
成
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
開
発

と
導
入
を
推
し
進
め
、
身
体
行
為
と
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
を
結
び
付
け
る
社
会
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
／
社
会
的
な
力

が
存
在
し
て
は
じ
め
て
「
情
報
化
」
が
成
立
す
る
の
だ
。
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
情
報
社
会
と
い
わ
れ
る
現
代

社
会
に
特
有
の
行
為
連
関
を
再
編
制
し
、
出
来
事
を
継
続
的
に
生
成
す
る
構
造
を
つ
く
り
だ
し
て
き
た
パ
ワ
ー
と
は
な
に
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か
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
を
促
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
の
欲
望
や
利
害
関
心
、
そ
し
て
そ
れ
ら
利
害
関

心
が
生
ま
れ
た
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

二　

メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
開
発
の
社
会
的
文
脈

政
治
的
・
軍
事
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

　

情
報
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
を
推
し
進
め
、
さ
ら
に
開
発
さ
れ
た
技
術
と
そ
の
製
造
技
術
の
改
良
を
推
進
し
た
背

景
に
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
た
の
か
。
ま
た
こ
の
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
見
合
っ
た
社
会
的
な
行
為
や
ふ
る

ま
い
を
組
織
し
、
編
制
し
、
配
置
し
た
力
は
な
に
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
情
報

社
会
と
い
わ
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
成
立
の
物
的
基
盤
を
な
す
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
と
り
わ
け
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
開
発

と
そ
の
産
業
化
が
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
狙
い
で
行
な
わ
れ
た
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
複
数
の

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
間
の
複
雑
な
関
係
の
下
で
展
開
さ
れ
た
と
は
い
え
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
デ
ジ
タ
ル
通
信
技
術
の
開
発
を
常

に
牽
引
し
、
こ
の
開
発
と
産
業
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
特
徴
づ
け
た
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
構
造
的
要
因
が
あ
る
。

　

第
一
は
、
冷
戦
下
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
、
特
に
米
国
政
府
の
国
家
戦
略
と
深
く
結
び
つ
い
た
軍
事

技
術
の
開
発
で
あ
り
、
第
二
は
、
資
本
主
義
経
済
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
と
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
七
〇
年
代
以
降
の

新
た
な
世
界
資
本
の
動
向
、
そ
し
て
第
三
は
、
各
国
の
情
報
化
政
策
を
具
体
的
か
つ
構
造
的
に
水
路
づ
け
て
き
た
ネ
オ
・
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リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
主
張
で
あ
る
。

　

第
一
の
問
題
か
ら
検
討
し
よ
う
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
を
振
り
返
る
さ
い
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、
第
二

次
大
戦
と
そ
の
後
の
冷
戦
体
制
と
い
う
国
際
的
な
政
治
状
況
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
お
け
る
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
と
軍
事
技
術

の
開
発
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
愛
）。

　

H
・
H
・
エ
イ
ケ
ン
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
I 

B 

M
社
と
共
同
で
大
型
リ
レ
ー
式
計
算
機M

A
RK

1

を
開
発

し
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
最
中
の
一
九
四
四
年
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
敵
国
軍
隊
の
位
置
を
正
確
に
し
か
も
高
速
で

計
算
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
莫
大
な
開
発
費
は
軍
の
投
資
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア

大
学
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
弾
道
計
算
の
た
め
に
完
成
さ
せ
た
最
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
わ
れ
るEN

IA
C

は
米
国
空
軍

の
資
金
援
助
に
よ
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
挙
げ
れ
ば
キ
リ
が
な
い
。
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
A 

T 

& 

T
ベ
ル
研
究
所
で

最
初
の
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
・
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
が
開
発
さ
れ
た
が
、
固
体
物
理
学
の
研
究
か
ら
直
接
に
発
展
し
た
こ
の
研
究
に

投
資
し
た
の
も
軍
で
あ
る
。「
値
段
が
高
く
生
産
量
の
少
な
い
部
品
に
軍
が
初
期
の
投
資
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
半
導

体
を
大
量
生
産
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
製
造
技
術
を
改
善
す
る
の
に
、
何
年
も
余
計
に
か
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
挨
）」

と
ま
で

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
が
市
場
に
供
給
さ
れ
た
ば
か
り
の
最
初
の
五
年
間
に
、
こ
の
新
し
い
装

置
を
大
量
に
購
入
し
た
の
も
陸
軍
の
通
信
隊
で
あ
っ
た
。
新
し
い
技
術
開
発
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
新
し
い
産
業
分
野
を

育
成
し
た
の
も
軍
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
半
導
体
素
子
の
開
発
に
も
軍
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
上
記
の
ト
ラ

ン
ジ
ス
タ
の
開
発
を
手
が
け
、
ま
た
東
海
岸
か
ら
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
へ
の
技
術
移
転
を
図
っ
た
こ
と
で
有
名
な
の
は
、
W
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・
シ
ョ
ッ
ク
レ
ー
で
あ
る
。
彼
の
弟
子
た
ち
が
設
立
し
た
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
・
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
社
と
テ
キ
サ
ス
・

イ
ン
ス
ツ
ル
メ
ン
ツ
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
半
導
体
素
子
を
開
発
し
た
。
一
九
六
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

陸
軍
で
は
な
く
空
軍
の
助
成
金
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
狙
い
は
大
陸
間
弾
道
弾
の
弾
頭
の
な
か
に
複
雑
な
誘
導
シ
ス
テ
ム

を
搭
載
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
一
九
六
九
年
ア
メ
リ
カ
国
防
総

省
の
高
等
研
究
計
画
庁
A 

R 

P 

A
か
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
軍
事
的
な
必
要
性
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
、
軍
事

と
巨
大
な
サ
イ
エ
ン
ス
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
後
述
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
三
者
に
よ
る
「
ユ

ニ
ー
ク
な
融
合
」
に
よ
っ
て
結
実
し
た
も
の
だ
っ
た
（
姶
）。

　

情
報
化
の
条
件
の
一
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
技
術
基
礎
を
つ
く
り
だ
し
た

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
や
半
導
体
素
子
、
そ
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
技
術
の
開
発
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
技
術
が
開
発
さ
れ
る
と

と
も
に
、
製
造
技
術
が
改
良
さ
れ
、
産
業
と
し
て
成
立
し
て
、
は
じ
め
て
情
報
化
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
過
程

を
牽
引
し
た
も
っ
と
も
大
き
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
一
つ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
米
国
政
府
と
軍
で
あ
っ
た
。
今
日
、
テ
レ
ビ
ゲ

ー
ム
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
、
電
子
音
楽
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
つ
う
じ
て
日
々
私
た
ち
が
消
費
す
る
映
像
や

音
声
ば
か
り
が
前
景
化
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
通
信
技
術
の
本
質
的
な
機
能
が
社
会
シ
ス
テ
ム
と
人
間
の
行
為
の
合
理
的

な
制
御
に
あ
る
こ
と
が
押
し
隠
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
開
発
の

根
底
に
高
速
度
の
計
算
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
制
御
を
め
ざ
す
利
害
と
知
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。

「
ベ
ト
ナ
ム
以
来
、
戦
争
は
本
質
的
に
電
子
技
術
的
な
も
の
に
な
り
」、「
軍
事
科
学
複
合
体
と
軌
を
一
に
す
る
科
学
の
軍

事
化
と
、
軍
事
情
報
複
合
体
と
軌
を
一
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
軍
事
化
」
が
進
行
し
て
い
る
と
ヴ
ィ
リ
リ
オ
は
指
摘
し
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た
（
逢
）が
、
情
報
社
会
の
成
立
を
支
え
た
も
っ
と
も
大
き
な
パ
ワ
ー
の
一
つ
は
、
軍
事
的
戦
略
に
直
接
結
び
つ
い
た
、
管
理
と

制
御
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
開
発
を
め
ざ
す
企
業
・
政
府
・
軍
の
利
害
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
管
理
と
制
御
と
い
う
問
題

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
た
ん
な
る
軍
事
上
の
問
題
で
あ
る
、
あ
る
い
は
情
報
技
術
の
開
発
が
政
府
と
軍
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
た
過
去
の
時
期
の
問
題
で
あ
る
、
と
単
純
に
把
握
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
き
わ
め
て
今
日
的
な
問
題
を

提
起
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
世
界
的
規
模
で
の
情
報
収
集
／
盗
聴
と
分
析
を
行
な
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
エ
シ
ュ
ロ
ン
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
以
上
に
、
む
し
ろ
人
工
衛
星
の
半
数
以
上
が
軍
事
用
衛
星

と
し
て
活
用
さ
れ
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
世
界
中
の
情
報
を
集
中
し
て
「
情
報
戦
争
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」「
戦
争
管
理
方
式
」

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
、
現
在
の
国
際
政
治
の
技
術
的
基
盤
を
問
題
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

湾
岸
戦
争
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
、
し
か
も
米
軍
の
徹
底
し
た
情
報
管
理
の
下
に
伝
え
た
C 

N 

N
の
映
像
が
明
瞭
に
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
国
家
の
軍
事
戦
略
と
情
報
シ
ス
テ
ム
が
密
接
に
結
び
つ
く
な
か
で
、

世
界
的
な
規
模
で
人
々
が
共
有
す
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
的
映
像
が
、
諸
個
人
の
政
治
的
・
文
化
的
な
位
置
を
再
編
し
、
世
界

感
覚
を
根
底
か
ら
大
き
く
組
み
換
え
て
い
る
問
題
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
か
か

わ
る
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
な
い
し
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
問
題
と
主
体
の
新
た
な
空
間
的
・

地
政
学
的
な
布
置
の
問
題
と
関
連
づ
け
な
が
ら
考
究
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

軍
事
戦
略
、
ビ
ッ
グ
サ
イ
エ
ン
ス
、
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
交
叉

　

情
報
社
会
の
成
立
を
支
え
る
基
本
技
術
の
開
発
と
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
産
業
の
構
築
が
国
家
間
の
対
立
と
そ
の
下
で
の
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国
家
の
軍
事
戦
略
と
深
く
リ
ン
ク
し
て
い
た
と
述
べ
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
点
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
ろ

う
。
ペ
ン
タ
ゴ
ン
の
マ
イ
ク
ロ
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
産
業
へ
の
介
入
と
資
金
提
供
は
引
き
続
き
行
な
わ
れ
た
も
の
の
、

一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
技
術
開
発
の
方
向
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
は
、
ペ
ン
タ
ゴ
ン
か
ら
民
間
経

済
へ
、
東
海
岸
か
ら
西
海
岸
へ
と
移
行
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
文
化
的
・
経
済
的
環
境
の
も
と
で
技
術
開
発
が
な
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
一
九
七
一
年
の
マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
の
発
明
で
あ
る
。
発
明
し
た

の
は
、
そ
の
当
時
、
軍
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
か
っ
た
イ
ン
テ
ル
社
で
あ
っ
た
。
こ
の
マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
を
基

盤
に
マ
イ
ク
ロ
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
設
計
し
は
じ
め
た
愛
好
者
の
グ
ル
ー
プ
、H

O
M

E
 BREW

 C
O

M
PU

T
ER

 C
LU

B 

の
中
に
、
パ
ソ
コ
ン
を
は
じ
め
て
制
作
し
た
E
・
ロ
バ
ー
ツ
、
ア
ッ
プ
ル
を
立
ち
上
げ
た
S
・
ウ
ォ
ズ
ニ
ッ
ク
、
そ
し
て

ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
ら
が
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、「
自
分
自
身
を
自
由
に

表
現
す
る
メ
デ
ィ
ア
、
科
学
を
民
衆
の
も
の
に
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
代
表
さ
れ
る
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
文
化
的

ボ
ヘ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
」
の
考
え
方
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
内
外
の
反
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
デ
モ
に
象
徴
さ
れ
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
近
い
知
的
環
境
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
彼
ら
の
初
期
の
実
践
は
、
こ

れ
ま
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
と
政
府
や
軍
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
嫌
い
、「
反
中
央
」「
反
管
理
」
の
理
想
を
「
自
己
表

現
の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
の
制
作
で
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
の
こ
う
し
た
実
践
に
よ
っ
て
、
大
型
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
の
開
発
と
製
造
を
柱
と
し
た
そ
れ
ま
で
の
電
子
産
業
が
根
底
か
ら
変
容
を
迫
ら
れ
、
今
日
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
隆
盛
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
果
た
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。
だ

が
、
M
・
カ
ス
テ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
こ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
逆
説
的
に
水
平
的
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な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
め
ざ
す
軍
事
戦
略
と
同
じ
効
果
を
発
揮
し
た
」
こ
と
も
確
か
で
あ
る
（
葵
）。

　

さ
ら
に
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
を
中
心
と
し
た
巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
急
速
な
発
展
が
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
開
発
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
文
化
的
ボ
ヘ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
は
そ
の

内
実
を
大
い
に
異
に
す
る
思
想
を
醸
成
し
た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
の
西
海
岸
の
シ

リ
コ
ン
バ
レ
ー
に
は
、
認
知
科
学
者
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
者
、
ゲ
ー
ム
開
発
者
な
ど
多
数
の
知
的
な
技
術
者
が
集
ま
っ

た
。
こ
の
新
し
い
電
子
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
集
ま
っ
た
こ
の
よ
う
な
技
術
者
は
、
従
来
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
も
、
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
層
と
も
異
な
る
労
働
環
境
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
雇
用
期
間
を
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
た
契
約
、
相
対
的
に
高

い
年
収
、
さ
ら
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
勤
務
時
間
制
度
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
自
己
の
仕
事
に
対
す
る
自
律
性
の
高
さ
な
ど
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
環
境
を
背
景
と
し
て
次
第
に
「
語
り
出
さ
れ
た
」
の
が
、
カ
ス
テ
ル
が
指
摘
す
る
「
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
知
的
な
創
造
性
を
も
つ
、
高
収
入
の
、「
市
場
か
ら
自
由
な
個
人
」
が

誕
生
し
つ
つ
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
が
こ
れ
か
ら
の
経
済
的
発
展
の
原
動
力
で
あ
る
、
と
い
う
言
説
で
あ
っ
た
。
当
時
の
シ
リ

コ
ン
バ
レ
ー
に
は
、
厳
し
い
労
働
環
境
と
低
賃
金
の
数
多
く
の
移
民
労
働
者
が
存
在
し
、
極
端
な
階
層
分
化
が
進
行
し
て

い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
言
説
は
明
ら
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ

発
の
言
説
が
、
世
界
各
国
で
声
高
に
唱
え
ら
れ
た
ネ
オ
・
リ
べ
ラ
リ
ズ
ム
と
強
い
親
和
性
を
も
ち
な
が
ら
、
来
る
べ
き
情

報
社
会
を
造
形
す
る
有
力
な
言
説
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
九
七
五
年
の
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
の
設
立
、
七
六
年
の
ア
ッ
プ
ル
社
の
設
立
に
象
徴
さ

れ
る
七
〇
年
代
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
市
場
で
パ
ソ
コ
ン
市
場
が
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
の
そ
れ
を
越
え
た
九
〇
年
前
後
（
ア
メ
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リ
カ
の
市
場
で
は
八
七
年
、
日
本
で
は
九
三
年
で
あ
る
）
ま
で
の
時
期
が
、
情
報
化
の
そ
の
方
向
を
規
定
し
た
と
い
う
意
味

で
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
政
府
や
軍
組
織
、
さ
ら
に
大
学
や
巨
大
企
業
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
組
織

や
人
々
の
関
心
で
し
か
な
か
っ
た
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
技
術
革
新
を
通
じ
て
、
生

産
ラ
イ
ン
や
金
融
や
交
通
シ
ス
テ
ム
の
制
御
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
空
間
の
全
域
を
カ
バ
ー
す
る
ま
で
の
技
術
力
に
達
し

た
か
ら
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
社
会
の
内
部
に
編
制
す
る
に
際
し
て
人
々
の
合
意
を
調
達
す
る
有
力
な
言
説
が
次
々
と

編
制
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
の
『
脱
工
業
社
会
の
到
来
』
の
刊
行
が
一
九
七
三
年
で
あ
り
、
ト
フ
ラ
ー
の
『
第
三
の

波
』
の
刊
行
は
一
九
八
〇
年
で
あ
る
。
本
章
で
述
べ
て
き
た
事
柄
に
即
し
て
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
七
〇
年
代
こ
そ
が
、

「
情
報
社
会
」
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
の
新
た
な
作
動
の
水
準
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
次
第
に
編
制
さ

れ
は
じ
め
た
時
期
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
カ
ス
テ
ル
や
D
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
ら
は
、
こ
う
し
た
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
が
、
た
ん
な
る
開
発
に
と

ど
ま
ら
ず
に
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
産
業
と
し
て
成
長
し
、
巨
大
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
、「
資
本
主

義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
」
と
い
う
経
済
構
造
の
歴
史
的
変
化
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
カ
ス
テ
ル
に
よ
れ
ば
、

資
本
主
義
の
生
産
モ
ー
ド
は
、
こ
の
時
期
に
「
情
報
的
生
産
様
式
」
と
呼
び
う
る
段
階
に
入
り
、「
フ
ロ
ー
の
空
間
」「
タ

イ
ム
レ
ス
・
タ
イ
ム
」
と
彼
が
概
念
化
し
た
、
個
人
の
身
体
や
行
為
の
あ
り
よ
う
を
根
本
か
ら
変
革
す
る
よ
う
な
時
空
間

の
新
た
な
編
制
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。「
情
報
化
」
に
お
け
る
権
力
の
作
用
を
考
察
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
こ
の
問

題
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ

　

カ
ス
テ
ル
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
る
「
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
」
と
い
う
経
済
構
造
の
変
化
と
情

報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
収
斂
が
、
資
本
主
義
の
新
た
な
生
産
モ
ー
ド
と
し
て
「
情
報
的
生
産
様
式
」
を
構
成
し
た
こ
と
を

強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
情
報
経
済
の
成
立
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
革
新
の
プ
ロ
セ
ス
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
と
関
連
し
た
新
し
い
組
織
化
の
論
理
の
展
開
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
重
視
す
べ
き

は
「
情
報
経
済
の
歴
史
的
な
基
盤
を
構
成
す
る
新
し
い
情
報
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
新
し
い
組
織
化
と
の
結
合
で
あ
り
、
相
互
作

用
（
茜
）」

で
あ
る
。
で
は
、
新
し
い
組
織
化
の
展
開
を
促
し
た
「
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
」
と
は
な
に
か
。
ま

た
、
そ
も
そ
も
新
し
い
組
織
化
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
と
身
体
的
行
為
の
新
た
な
編
制
、
新
た
な
フ
ォ

ー
マ
ッ
ト
化
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
。
カ
ス
テ
ル
の
指
摘
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
と
は
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
条
件
』
で
詳
細
に
論
じ
た
よ

う
に
（
穐
）、
資
本
の
蓄
積
過
程
に
み
ら
れ
る
利
潤
率
の
低
下
と
い
う
危
機
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
七
〇
年
代
以
降
に
採
用
さ
れ

た
新
し
い
生
産
シ
ス
テ
ム
の
構
築
過
程
を
意
味
し
て
い
る
。
一
般
に
「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ

ム
へ
」「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
か
ら
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
蓄
積
へ
」
と
一
般
に
総
称
さ
れ
る
こ
の
変
化
の
根
底
に
、
そ
れ
ぞ
れ

相
互
に
関
連
し
あ
う
三
つ
の
要
因
が
あ
る
。
第
一
に
、「
消
費
社
会
」
の
成
熟
に
よ
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
や
変
化

の
速
さ
と
い
っ
た
条
件
の
も
と
で
需
要
を
量
的
に
も
質
的
に
も
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
市
場

が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
世
界
的
規
模
に
ま
で
拡
大
し
た
た
め
に
市
場
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
事
実
上
困
難
に
な
っ
た
こ
と
。

第
三
に
、
以
上
二
つ
の
要
因
が
重
な
り
あ
う
な
か
で
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
可
能
に
し
た
諸
条
件
が
変
化
し
、
単
一
の
目
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標
に
合
わ
せ
た
画
一
的
な
生
産
様
式
が
旧
式
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
悪
）。

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
し
、
世
界
的
規
模
ま
で
拡

大
し
た
企
業
活
動
が
個
々
の
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
の
特
性
と
多
様
化
し
た
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
迅
速
な

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
、
柔
軟
に
し
か
も
高
速
に
処
理
で
き
る
生
産
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
須
の
課
題
と
し
て
提

起
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
装
置
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
も
ふ
く
め
欧
米
で
「
消
費
社
会
論
」
が

経
済
／
社
会
現
象
を
読
み
解
く
有
力
な
「
論
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、「
消
費
」
が
社
会
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
卓
越
し

た
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
だ
が
、
商
品
間
の
微
妙
な
差
異
と
選
択
に
も
と
づ
く
「
消
費
」
が
社
会

生
活
上
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
、「
多
品
種
少
量
生
産
」「
多
品
種
変
量
生
産
」

を
可
能
に
す
る
柔
軟
な
生
産
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
生
産
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
に
必

要
不
可
欠
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
、
数
値
制
御
機
械
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
製
造
シ
ス
テ
ム
、
産
業
ロ
ボ
ッ

ト
で
あ
り
、
さ
ら
に
設
計
部
門
と
製
造
部
門
を
一
体
の
シ
ス
テ
ム
と
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
支
援
設
計
シ
ス
テ
ム
や
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
支
援
製
造
方
式
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
情
報
通
信
技
術
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
マ
イ
ク
ロ
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
技

術
は
七
〇
年
代
半
ば
以
降
急
速
に
普
及
し
、
従
来
の
工
作
機
械
を
量
的
に
も
凌
駕
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の

生
産
様
式
に
対
応
し
た
、
高
速
で
し
か
も
柔
軟
な
流
通
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
業
務
の
効
率
化
を
め
ざ
し
た
オ
フ
ィ
ス
・
オ

ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
輸
送
の
小
口
化
、
多
頻
度
化
」「
定
時
輸
送
」
の
必
要
性
に

応
え
る
べ
く
自
動
化
機
器
の
導
入
が
計
ら
れ
、
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
輸
送
や
在
庫
管
理
の
徹
底
な
ど
、
流
通
シ
ス
テ
ム

の
高
度
化
・
情
報
化
が
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
経
済
的
・
文
化
的
な
変
容
に
大
き
く
規
定
さ
れ
た
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既
存
の
生
産
や
流
通
分
野
の
変
化
と
、
そ
れ
に
連
動
し
た
通
信
や
ソ
フ
ト
生
産
な
ど
の
新
た
な
電
子
メ
デ
ィ
ア
関
連
分
野

の
市
場
拡
大
こ
そ
が
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
／
情
報
通
信
産
業
が
産
業
と
し
て
の
基
盤
を
確
立
し
て
い
く
上
で
も
っ
と
も
大
き

な
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
生
産
と
流
通
と
管
理
、
そ
し
て
消
費
の
過
程
全
体
の
変
容
か
ら
生
み
出
さ
れ
た

の
が
「
新
た
な
組
織
化
の
モ
ー
ド
」
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
、
と
概

念
化
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
的
関
係
、
こ
れ
が
新
た
な
組
織
化
の
モ
ー
ド
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

カ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
組
織
化
の
モ
ー
ド
が
、「
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
そ
し
て
制
度
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
下
で
、
さ
ま

ざ
ま
に
異
な
る
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
東
ア
ジ
ア
圏
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
の
経
済
的
・
文
化
的
・
社
会
的
文
脈
に
応
じ
て
、
巨
大
企
業
間
の
戦
略
的
同
盟
と
で
も
い
う
べ
き
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

香
港
の
小
企
業
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
家
族
・
親
族
を
核
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
日
本
の
「
ト
ヨ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
典
型

的
に
み
ら
れ
る
新
し
い
管
理
技
術
と
し
て
の
「
垂
直
的
で
は
あ
る
が
統
合
さ
れ
た
形
で
は
な
い
企
業
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」、
さ
ら
に
資
金
調
達
、
生
産
、
市
場
で
の
販
売
と
い
っ
た
各
セ
ク
タ
ー
間
の
企
業
内
／
企
業
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、

多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
態
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、「
情
報
経
済
に
お
け
る
組
織
調
整
の
共
通
性
」
が
存
在
す
る
。

こ
の
「
共
通
性
」
こ
そ
、
彼
が
指
摘
す
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
以
下
の
よ
う
な
共
通
の
特

徴
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

　

第
一
は
、「
異
な
る
形
態
で
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
垂
直
的
に
統
合
さ
れ
た
企
業
体
か
ら

分
散
し
た
企
業
内
諸
単
位
の
組
織
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
転
換
、
あ
る
い
は
企
業
の
戦
略
的
同
盟
が
引
き
出
す
相
互
に
交

錯
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
転
換
」
が
あ
る
。
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第
二
は
、
仕
事
や
運
営
に
即
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
連
携
す
る
こ
と
を
担
保
す
る
技
術
的
な
ツ
ー
ル
た
る
、
通
信
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
、
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
移
動
体
通
信
装
置
、
自
己
進
化
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
存
在
が
あ
る
。

　

第
三
は
、
生
産
と
流
通
と
市
場
、
そ
し
て
資
本
と
情
報
の
投
入
に
関
す
る
継
続
的
な
再
評
価
を
強
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な

競
争
の
存
在
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
四
は
、「
東
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
、
新
し
い
経
済
が
離
陸
し
た
段
階
で
の
開
発
国
家
」
や
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

E 

U
に
見
ら
れ
る
協
同
の
機
関
と
し
て
の
国
家
」、
ま
た
「
技
術
革
新
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
環
境
を
効
果
的
に
創
り

出
す
た
め
に
、
地
方
の
行
政
府
に
よ
る
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合
に
そ
の
調
整
を
行
な
う
機
関
と
し
て
の
国
家
」、
さ
ら

に
「
国
民
経
済
や
世
界
経
済
の
秩
序
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
使
命
感
に
燃
え
た
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
国
家
」
な
ど
、

そ
の
性
格
と
機
能
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
際
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
果

た
し
て
い
る
国
家
の
存
在
で
あ
る
（
握
）。

　

カ
ス
テ
ル
は
、
こ
う
し
た
共
通
の
要
因
か
ら
構
成
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立
が
、「
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
支
配

し
か
つ
形
作
る
社
会
的
実
践
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
新
し
い
空
間
形
態
」、
す
な
わ
ち
「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
を
構
築

し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
資
本
の
フ
ロ
ー
、
情
報
の
フ
ロ
ー
、
組
織
的
な
相
互
行
為
の
フ
ロ
ー
、
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
／
サ

ウ
ン
ド
／
シ
ン
ボ
ル
の
フ
ロ
ー
、
こ
れ
ら
複
数
の
要
素
の
総
体
か
ら
な
る
「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
が
わ
れ
わ
れ
の
経
済
的
・

政
治
的
、
そ
し
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
情
報
時
代
の
支
配
的
な
社
会
的
実
践
と
な
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、「
サ
イ
バ
ー
・
ス
ペ
ー
ス
上
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
現
実
を
リ
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
で
創
造
さ
れ
た
ヴ
ァ

ー
チ
ャ
ル
な
経
験
」
は
「
け
っ
し
て
空
想
で
は
な
く
」、
現
実
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
時
点
で
経
済
的
な
決
定
を
構
成
し
、
そ
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れ
を
強
化
し
て
い
る
点
で
「
物
質
的
な
力
」
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
の
構
成
に
伴
う
、
身
体
・
行
為
の
再
編
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
以
下
で

は
情
報
化
を
推
し
進
め
た
も
う
一
つ
の
社
会
的
要
因
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
成
立
に
か
か
わ
る

四
つ
の
要
因
と
し
て
カ
ス
テ
ル
が
最
後
に
言
及
し
た
国
家
の
役
割
、
つ
ま
り
ネ
オ
・
リ
べ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
念
に
沿
っ
た
政

策
で
あ
る
。

ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
台
頭
┠
┨
通
信
／
放
送
分
野
の
構
造
的
変
化

　

カ
ス
テ
ル
や
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
が
注
目
す
る
よ
う
に
、
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
が
「
産
業
」
と
し
て
の
確
固
た
る
基
盤
を

築
き
上
げ
る
上
で
、「
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
」
と
い
う
資
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
運
動
が
決
定
的
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
過
程
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
資
本
の
戦
略
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
一
体
と
な

っ
て
、
国
家
政
策
の
原
理
と
し
て
登
場
し
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
言
説
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
も
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
も
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
社
会
的
配
置
／
編
制
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
果

た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
各
国
で
規
制
緩
和
・
市
場
開
放
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
で
、
民
間
企
業
の
経
済
力
を
活
用

す
る
た
め
に
規
制
を
緩
和
し
市
場
原
理
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
消
費
者
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
の
理
由
か
ら
、「
産
業
の
情

報
化
」「
情
報
の
産
業
化
」
が
急
速
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。
世
界
資
本
の
パ
ワ
ー
と
市
場
主
義
の
言
説
が
、
も
っ
と
も
深
く
、

直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
分
野
の
一
つ
で
あ
る
通
信
と
放
送
、
そ
し
て
メ
デ
ィ
ア
産
業
分
野
で
生
じ
た
変
化
を
具
体
的

に
見
て
お
こ
う
。
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本
格
的
に
情
報
化
が
始
ま
る
一
九
八
〇
年
代
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
日
本
で
も
、
規
制
緩
和
が
一
斉
に

叫
ば
れ
、
実
行
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
B 

T
民
営
化
と
競
争
政
策
の
導
入
が
行
な
わ
れ
、
時
を
同
じ

く
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
八
四
年
に
A 

T 

& 

T
の
分
割
再
編
成
が
行
な
わ
れ
、
独
占
体
制
を
と
る
地
域
通
信
分
野
と
競
争

体
制
を
と
る
長
距
離
通
信
分
野
が
分
け
ら
れ
た
（
渥
）。
そ
れ
以
降
、
A 

T 

& 

T
が
ア
メ
リ
カ
で
第
一
位
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

T 

C 

I
を
買
収
し
て
A 

T 

& 

T
ケ
ー
ブ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
設
立
し
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
放
送
分
野
と
通
信
分
野

の
間
の
融
合
が
一
気
に
進
む
こ
と
に
な
る
（
旭
）。
二
〇
〇
〇
年
の
A 

O 

L
と
タ
イ
ム
ワ
ー
ナ
ー
と
の
合
併
は
、
こ
う
し
た
動

向
を
よ
り
一
層
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
も
国
営
で
あ
っ
た
電
気
通
信
の
公
社
化
と
併
せ
て
自
動
車
電
話

や
端
末
機
器
な
ど
の
分
野
に
競
争
が
導
入
さ
れ
る
。
欧
米
諸
国
の
放
送
通
信
制
度
の
大
幅
な
変
化
の
な
か
、
日
本
で
も
、

臨
調
行
政
改
革
路
線
の
も
と
に
、
国
鉄
な
ら
び
に
電
電
公
社
の
民
営
化
が
行
な
わ
れ
た
の
は
八
五
年
で
あ
る
（
葦
）。

　

先
進
諸
国
で
共
通
し
て
実
施
さ
れ
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
民
営
化
と
市
場
原
理
／
競
争
の
導
入
に
よ
る

公
社
独
占
体
制
の
変
革
は
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
み
れ
ば
、
第
一
に
通
信
技
術
の
高
度
化
に
よ
っ
て
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
多

様
化
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
第
二
に
経
済
シ
ス
テ
ム
が
ま
す
ま
す
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
依
存
し
、
通
信
需
要
が
増
大

し
多
様
化
し
た
こ
と
、
第
三
に
そ
の
た
め
の
弾
力
的
な
料
金
設
定
と
公
定
制
の
廃
止
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
い
く
つ

か
の
要
因
に
促
さ
れ
た
結
果
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
通
信
事
業
分
野
が
資

本
投
資
の
魅
力
的
な
対
象
と
し
て
、
資
本
の
新
た
な
展
開
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
こ
の
分
野
が
再
編
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

放
送
事
業
に
関
し
て
も
、
同
様
の
変
化
が
生
じ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
下
で
、
規
制
緩
和
と
競
争
原
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理
の
導
入
が
行
な
わ
れ
、
高
帯
域
ケ
ー
ブ
ル
の
開
始
、
ケ
ー
ブ
ル
放
送
分
野
に
対
す
る
外
国
資
本
参
入
規
制
の
撤
廃
な
ど

の
自
由
化
、
広
告
収
入
を
財
源
と
し
た
非
営
利
法
人
と
し
て
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
4
の
開
設
な
ど
、
矢
継
ぎ
早
に
改
革
が
実
行

に
移
さ
れ
た
。
ま
た
九
八
年
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
地
上
波
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
開
始
さ
れ
、
同
年
に
は
す
で
に
一
九
九

〇
年
か
ら
衛
星
放
送
を
開
始
し
て
い
たB sky B

が
一
四
〇
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
、D

igital Sky

を
開
始

し
た
。
八
〇
年
代
前
半
ま
で
主
要
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
い
え
ば
、
B 

B 

C 

1
、
B 

B 

C 

2
、
I 

T 

V
の
三
局
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
の
放
送
環
境
は
劇
的
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
以
上
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る
規
制
緩
和
を
目
的

と
し
て
、
通
信
事
業
者
と
放
送
事
業
者
の
相
互
参
入
を
認
め
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
局
の
所
有
制
限
を
撤
廃
し
た
、
九
六
年

の
電
気
通
信
法
の
制
定
は
通
信
と
放
送
の
障
壁
を
突
き
崩
し
て
、
電
話
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
局
、
映
画

産
業
な
ど
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
事
業
体
の
統
合
と
再
編
を
通
じ
た
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
の
誕
生
を
促
す
機
能

を
果
た
し
た
。
通
信
と
放
送
の
分
野
は
、
高
利
益
を
確
保
で
き
る
格
好
の
、
買
収
と
投
機
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
る
、

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
九
六
年
以
降
の
動
向
を
見
た
だ
け
で
も
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。

　

三
大
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
A 

B 

C
、
C 

B 

S
、
N 
B 
C
に
つ
い
て
い
え
ば
、
A 

B 

C
は
九
六
年
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
買
収

さ
れ
、
C 

B 

S
は
九
六
年
に
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ス
社
に
買
収
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
C 

B 

S
の
ケ
ー
ブ
ル
オ

ペ
レ
ー
タ
部
門
を
母
体
に
誕
生
し
た
の
ち
、
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
社
と
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
最
大
手
の
ブ
ロ
ッ
ク
バ
ス
タ
ー
を
買

収
し
た
ヴ
ァ
イ
ヤ
コ
ム
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
九
九
年
に
買
収
さ
れ
る
。
N 

B 

C
は
、
す
で
に
G 

E
に
八
七
年
に
買
収
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
三
大
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ほ
か
に
、
マ
ー
ド
ッ
ク
が
率
い
る
ニ
ュ
ー
ズ
コ
ー
プ
の
テ
レ
ビ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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部
門
と
し
て
設
立
さ
れ
九
〇
年
代
に
入
り
急
成
長
を
遂
げ
た
F 

O 

X
、
ワ
ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
W 

B
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

ま
た
、
九
一
年
に
パ
ク
ス
ン
が
フ
ロ
リ
ダ
の
小
テ
レ
ビ
局
を
買
収
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
P 

A 

X
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ユ
ナ

イ
テ
ィ
ド
・
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
U 

P 

N
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
を
入
れ
て
、
七
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ア

メ
リ
カ
全
土
の
商
業
テ
レ
ビ
の
七
〇
％
を
傘
下
に
お
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
七
〇
年
代
に
急
成
長
し
た
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
も
、
次
世
代
の
情
報
通
信
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
ふ
た
た
び
注
目
を
浴
び
、
こ
の
数
年
の
間
に
急
速
に
再
編
が
進
ん
で
い
る
。

そ
の
象
徴
的
な
出
来
事
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九
八
年
に
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
最
大
手
の
M 

S 

O
（M

altiple 

System
s O

perator　

複
数
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
・
シ
ス
テ
ム
の
所
有
・
運
営
会
社
）
で
あ
っ
た
T 

C 

I
（Tele-C

om
m

unication 

Inc.　

タ
イ
ム
社
の
子
会
社
で
、
八
〇
年
代
に
す
で
に
加
入
世
帯
は
三
〇
〇
万
に
上
っ
た
）
を
A 

T 

& 

T
が
買
収
し
た
「
事
件
」

で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
の
タ
イ
ム
ワ
ー
ナ
ー
に
よ
る
A 

O 

L
の
買
収
劇
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
映
画
産
業
と
テ
レ
ビ
局
と
の
間
で
、
さ
ら
に
通
信
事
業
者
と
ケ
ー
ブ
ル
放
送
事
業
者
と
の
間
で
、
買
収
や

合
併
あ
る
い
は
提
携
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
の
か
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
情

報
通
信
技
術
の
高
度
化
に
よ
っ
て
、
情
報
・
番
組
な
ど
各
種
の
ソ
フ
ト
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
デ
リ
バ
レ
ー
ト
で
き
る
回
路
が

多
元
化
し
た
こ
と
で
、
こ
の
分
野
が
巨
大
な
市
場
と
し
て
見
直
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
繰
り
返
し
強
調
さ
れ

て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
一
本
の
映
画
ソ
フ
ト
が
、
劇
場
公
開
、
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
、
B 

S
な
い
し
C 

S
あ
る
い
は
ケ
ー

ブ
ル
に
よ
る
有
料
放
送
、
ビ
デ
オ
販
売
、
地
上
波
放
送
な
ど
、
複
数
の
ル
ー
ト
で
配
給
さ
れ
、
今
後
さ
ら
に
ブ
ロ
ー
ド
バ

ン
ド
や
光
ケ
ー
ブ
ル
と
い
っ
た
高
速
大
容
量
の
通
信
回
路
の
整
備
が
進
む
な
ら
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
視
聴
可
能
に
な

る
。
多
種
多
様
な
ソ
フ
ト
が
複
数
の
回
路
、
複
数
の
配
給
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
消
費
で
き
る
状
況
が
成
立
し
、
こ
の
複
数
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の
配
給
シ
ス
テ
ム
か
ら
繰
り
返
し
利
益
を
獲
得
で
き
る
構
造
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば

「
ハ
ー
ド
」
部
門
で
あ
る
配
給
シ
ス
テ
ム
（delivery system

）
を
所
有
し
て
い
る
企
業
に
と
っ
て
は
、
他
の
配
給
シ
ス
テ
ム

を
統
合
す
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
を
引
き
付
け
る
、
再
利
用
可
能
な
「
ソ
フ
ト
」
を
制
作
で
き
る
企

業
を
そ
の
傘
下
に
置
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
逆
に
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
よ
う
に
「
ソ

フ
ト
」
制
作
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
た
企
業
に
と
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
配
給
シ
ス
テ
ム
を
世
界
的
な
規
模
で
確

保
す
る
こ
と
が
成
長
の
大
き
な
カ
ギ
と
な
る
。
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
市
場
原
理
が
徹
底
さ
れ
た
環
境
の
中
で
は
、「
ソ
フ

ト
」
部
門
に
よ
る
「
ハ
ー
ド
」
部
門
の
取
り
込
み
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
「
ハ
ー
ド
」
部
門
に
よ
る
「
ソ
フ
ト
」
部
門
の

吸
収
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
資
本
の
戦
略
と
し
て
あ
る
意
味
で
避
け
ら
れ
な
い
流
れ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
政
策
上
の
変
化
は
社
会
シ
ス
テ
ム
に
な
に
を
帰
結
さ
せ
た
の
か
。
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

第
一
は
、
上
記
し
た
諸
点
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
巨
大
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
成
立
で
あ

る
。
す
で
に
指
摘
し
た
A 

B 

C
と
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
合
併
（
実
際
に
は
後
者
に
よ
る
前
者
の
吸
収
）
に
よ
る
複
合
的
な
メ
ガ
コ

ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
誕
生
は
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
既
存
の
テ
レ
ビ
を
融
合
／
統
合
し
て
い
く
転
換
点
を
象

徴
的
に
表
わ
す
出
来
事
で
あ
っ
た
。
D
・
ク
ロ
テ
ー
ウ
と
W
・
ホ
ー
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
「
統
合
」

「
複
合
化
」
が
、「
垂
直
的
な
統
合
」
と
「
水
平
的
な
統
合
」
の
同
時
的
な
進
行
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
（
芦
）。「

垂

直
的
な
統
合
」
と
は
、
た
と
え
ば
映
画
会
社
に
よ
る
映
画
館
や
ビ
デ
オ
・
レ
ン
タ
ル
シ
ョ
ッ
プ
の
系
列
化
と
い
っ
た
事
例

に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
形
態
で
あ
り
、「
水
平
的
な
統
合
」
は
音
楽
分
野
と
出
版
分
野
と
映
画
産
業
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
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異
業
種
と
考
え
ら
れ
て
き
た
産
業
間
の
統
合
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
過
程
の
同
時
進
行
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
〇
年
足
ら
ず

の
間
に
特
定
の
産
業
分
野
が
少
数
の
巨
大
企
業
に
よ
っ
て
寡
占
化
さ
れ
る
事
態
、
そ
し
て
企
業
自
体
の
複
合
化
と
い
う
事

態
が
生
起
し
た
の
だ
。
ビ
ッ
グ
シ
ッ
ク
ス
と
い
わ
れ
る
六
つ
の
巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
複
合
体
が
、
ア
メ
リ
カ
市
場
の
九
〇
％
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
の
六
〇
％
以
上
の
ソ
フ
ト
を
配
給
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
音
楽
産
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
構
造
変
化
は
、

こ
の
間
の
変
化
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
（
表
1
参
照
）。
ま
た
表
2
は
、
音
楽
産
業
を
超
え
て
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ

ン
ト
産
業
分
野
で
世
界
第
一
位
の
収
益
を
上
げ
て
い
る
ベ
ル
テ
レ
ス
マ
ン
（Bertelsm

ann

）
の
「
複
合
化
」
し
た
企
業
戦

略
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
通
信
シ
ス
テ
ム
の
制
度
的
な
編
制
は
、
一
般
に
文
化
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
ソ
フ
ト
の
地
球
的
規
模
で
の
移
動
や
流
通
様
式
の
変
革
を

促
し
、
基
本
的
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
を
一
元
的
に
構
築
し
て
き
た
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
ト
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、
新

た
な
文
化
の
生
産
と
消
費
の
空
間
的
再
編
成
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
メ
ガ
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
と
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
デ
リ
バ
リ
ー
シ
ス
テ
ム
の
多
様
化

が
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
社
会
的
位
置
を
き
わ
め
て
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
F
・
サ
バ
は
か
な
り
早
い
時

期
の
分
析
の
な
か
で
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
構
成
に
よ
っ
て
「
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
、
彼
ら
の
受
け
取
る
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
同
時
的
で
画
一
的
だ
と
い
う
意
味
で
の
マ
ス
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
で
は
な
く
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
新
し
い
メ
デ

ィ
ア
が
、
限
定
さ
れ
た
数
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
同
質
的
な
マ
ス
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
送
る
、
と
い
う
伝
統
的
な
意
味
で

の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
く
な
る
（
鯵
）」

と
指
摘
し
、「
マ
ス
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
死
」
を
予
測
し
て
い
た
。
だ
が
、
事
態
は

そ
れ
ほ
ど
単
純
に
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
D
・
マ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
分
散
化
・
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Music Companies, 1996

Thorn-EMI Polygram
（Philips）

MCA Entertainment
（Seagram）

■ Angel Records
■ Blue Note Records
■ Capitol Nashville
■ Capitol Records
■ Christian Music 
　 Distribution
■ Chrysalis Records
■ EMI Latin
■ EMI Records
■ Guardian Records
■ I.R.S. Records
■ SBK Records
■ Virgin Classics
■ Virgin Records

■ A & M Records
■ Atlas
■ Chronicles
■ Def Jam Records
■ Deutsche Grammophon
■ Go! Discs Records
■ Island Records
■ London Records
■Margaritaville Records
■Mercury Records
■Motown
■ Polydor
■ Polydor Nashvill
■ PolyGram Classics & 
　 Jazz

■ Dreamworks
■ Gasoline Alley Records
■ Geffen Records
■ Giant Step Records
■ GRP Records
■ Impuse Records
■ Krasnow Entertainment
■MCA Records
■ Radio Active Records
■ Silas Records
■ Universal Records
■ Uptown Records
■Way Cool Records
■ 510 Records

Case of Bertelsmann

PRODUCT  LINE

GRUNER + JAHR (PRESS)
(20% of total sales)

INDUSTRY
(16% of total sales)

・ Magazine (Germany)
・ Magazines (international)
・ Newspapers
・ Trade

・ Offset printing
・ Rotogravure printing
・ Paper production
・ Distribution and services
・ Special publishing
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表 1　Select Labels at the ‘‘Big Six’’

Warner Music Group
（Time Warner）

Bertelsmann Music Group
（Bertelsmann）

Sony Music Entertainment
（Sony）

■ Asylum Records
■ Atlantic Records
■ Curb Records
■ Discovery Records
■ East/West Records
■ Elektra Records
■Matador Records
■Maverick Rcords
■ Qwest Records
■ Reprise Records
■ Rhino Records
■ Sire Records
■ Siash Records
■ Tag Recordings
■ Tommy Boy
■Warner Bros．Records

■ Ariola Records
■ Arista Records
■ BMG Records
■ Iguana Records
■ In dolent Records
■ Laface Records
■ Private Music
■ RCA Records
■ RCA Vidor
■ Reunion Records
■Windham Hill
■ Zoo Entertainment

■ Columbia Records
■ Epic Records
■ Legacy
■ Relativity Records
■ Sony Classical
■ Sony Music

出所：Croteau & Hoynes (1997:297).

表 2　Global Media : The Media: 

BERTELSMANN 

BOOKS
(32% of total sales)

BGM ENTERTAINMENT
(32% of total sales)

・ Book and record clubs (Germany)
・ Book and record clubs (international)
・ Encyclopedia publishing
・ Hardcover and paperback books
・ Professional and trade magazines
　Information services
・ How-to books
　Cartography

・ Record labels
・ Music clubs
・ Music publishing
・ Licensing
・ Storage medea production
・ Commercial TV
・ Pay-TV
・ Film and TV productions
・ Multimedia products
・ Radio

出所：Croteau & Hoynes (1997:297).
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多
様
化
・
専
門
化
が
実
際
に
進
行
す
る
な
か
で
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
視
聴
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ

れ
は
「
細
分
化
」（segm

entation

）
と
「
分
極
化
」（fragm

entation

）
と
彼
が
呼
ぶ
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
内
包
し
て
い
る
（
梓
）。

彼
に
よ
れ
ば
、「
細
分
化
」
と
は
「
特
定
の
関
心
に
特
化
し
た
定
期
刊
行
物
や
単
一
の
テ
ー
マ
に
絞
っ
た
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
チ
ャ
ン
ネ
ル
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
が
提
供
す
る
情
報
の
特
殊
化
に
よ
っ
て
、
ま
た
特
定
の
タ
イ
プ
の
内
容
を
選
択
す
る
機

会
の
増
大
に
よ
っ
て
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
同
一
性
（hom

ogeneous

）
を
高
め
る
」
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
分

極
化
」
と
は
「
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
注
意
が
よ
り
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
ソ
ー
ス
に
分
散
化
し
て
い
く
過
程
」
を
指
示
し
て
お

り
、「
理
論
的
に
は
多
様
化
と
個
性
化
」
を
も
た
ら
し
、「
一
つ
の
社
会
的
集
合
と
し
て
の
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
終
焉
」
を

帰
結
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
分
散
化
・
多
様
化
・
専
門
化
は
、
こ
の
よ
う
に
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
同
一
性
を

強
化
す
る
方
向
に
も
、
あ
る
い
は
逆
に
差
異
化
を
高
め
る
方
向
に
も
、
ど
ち
ら
に
も
作
用
す
る
可
能
性
や
、
同
質
化
と
差

異
化
が
同
時
に
進
行
す
る
可
能
性
す
ら
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
規
制
緩
和
に
よ
る
市
場
の
競
争
原
理
の
強
ま
り
が
、
送
り
手
の
多
様
化
・
多
元
化
を
作
り
出
す
方
向
で
は
な
く
、

む
し
ろ
オ
ー
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
の
集
中
化
を
招
き
、
巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
を
組
織
す
る
方
向
が
強
化
さ

れ
る
な
か
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
地
球
的
な
規
模
で
よ
り
大
き
な
マ
ス
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
成
立
し
て

い
る
と
見
る
こ
と
さ
え
で
き
る
現
状
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
、
同
質
的
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら

れ
て
き
た
マ
ス
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
解
体
に
つ
な
が
る
単
純
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
情
報
化
が
進
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
差
異
化
と
同
一
化
、
分
極
化
と
細
分
化
、
統
合
と
分
散
と
い
っ
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
過
程
が
生
成
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し
て
お
り
、
そ
の
複
雑
な
過
程
に
個
人
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
地
球
的
規
模

で
情
報
を
発
信
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
／
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
な
空
間
が
重
層
的
に
節
合
さ
れ
る

過
程
、
ま
た
そ
の
三
つ
の
位
相
が
ク
ロ
ス
す
る
空
間
で
個
人
や
社
会
集
団
の
社
会
的
位
置
や
行
為
そ
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
個
別
具
体
的
に
布
置
化
さ
れ
る
過
程
で
も
あ
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
と
産
業
化
、
そ
し
て
社
会
的
導
入
に
か
か
わ
る
構
造
的
な
規
定
を
大
き
く
三
つ
の

側
面
か
ら
み
て
き
た
。
一
つ
は
国
際
的
な
軍
事
戦
略
に
深
く
か
か
わ
る
国
家
と
政
府
の
関
与
と
い
う
文
脈
で
あ
り
、
第
二

は
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
と
い
う
歴
史
的
な
経
済
社
会
の
変
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
さ
ら
に
第
三
に

情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
制
度
化
に
対
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
言
説

の
生
産
／
受
容
の
文
脈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
重
層
的
な
関
係
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
情
報
技
術
の
開
発
と
制
度
化
が
歴
史
的

に
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
情
報
化
を
推
し
進
め
て
き
た
パ
ワ
ー
は
、
こ
れ
ら
複
数
の
社
会
的
組
織
の
連
携
や
対
抗

関
係
の
な
か
に
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
出
来
事
を
継
続
的
に
生
成
す
る
現
代
の
権
力
の
モ
ー
ド

と
乖
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
ま
さ
に
作
動
し
て
い
る
権
力
の
モ
ー
ド
と
確
実
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
歴
史
的
な
考
察
を
離
れ
、
い
わ
ば
共
時
的
な
視
点
か
ら
、
労
働
し
生
産
す
る
身
体
、
消
費
す
る
身
体
を
と
も

に
貫
い
て
作
動
す
る
多
様
な
権
力
の
モ
ー
ド
を
横
断
的
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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三　

高
速
度
社
会
シ
ス
テ
ム
の
権
力
┠
┨
時
空
間
の
変
容

速
度
と
権
力

　

P
・
ヴ
ィ
リ
リ
オ
は
、
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
通
信
技
術
と
い
う
高
度
な
社
会
技
術
が
生
み
出
す
新
た
な
権
力
の
問

題
を
「
速
度
」
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
速
度
と
い
う
も
の
は
、
富
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
」、

「
速
度
は
権
力
そ
の
も
の
」
で
あ
る
（
圧
）。「

権
力
」
と
「
速
度
」
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
た
め
に
、
い
ま
少
し
ヴ
ィ
リ
リ
オ

の
議
論
を
み
て
お
こ
う
。

　

産
業
革
命
後
の
、
鉄
道
、
高
速
道
路
、
自
動
車
、
航
空
機
と
続
く
輸
送
革
命
が
、
社
会
の
全
域
を
産
業
的
な
速
度
の
時

間
に
組
み
入
れ
、
国
家
間
の
戦
争
あ
る
い
は
企
業
間
の
競
争
に
お
い
て
も
、
物
資
や
兵
器
や
資
源
の
高
速
の
移
動
手
段
を

持
ち
、
そ
れ
を
駆
使
で
き
る
者
が
勝
利
す
る
条
件
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
。
た
し
か
に
資
本
や
モ
ノ
や
人
の
高
速
移
動
を

可
能
な
ら
し
め
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
掌
握
が
勝
者
に
つ
な
が
る
条
件
を
な
し
て
い
る
。「
速
度
は
権
力
で
あ
る
」
と
い
う

命
題
が
、
そ
う
し
た
事
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
リ
リ
オ
の
議
論
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
読
み

取
る
べ
き
は
、
モ
ノ
の
移
動
の
高
速
化
、
情
報
伝
達
の
高
速
化
が
個
人
の
時
間
や
空
間
に
対
す
る
感
覚
や
意
識
そ
れ
自
体

を
組
み
換
え
て
い
く
、
そ
う
し
た
変
容
自
身
が
孕
む
社
会
的
権
力
の
再
領
域
化
の
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
、

彼
は
「
速
度
に
よ
っ
て
新
た
な
見
え
方
と
構
想
の
し
か
た
が
与
え
ら
れ
る
」
と
表
現
す
る
（
斡
）。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
「
新
た

な
見
え
方
と
構
想
の
し
か
た
」
と
は
、
で
は
一
体
な
に
か
。
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個
人
の
空
間
的
な
活
動
は
一
般
に
空
間
的
な
距
離
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
高
速
の
移
動
と
情
報
伝
達
の
手
段
が
登

場
す
る
な
ら
ば
、
個
人
の
活
動
の
広
が
り
を
規
定
す
る
の
は
、
物
理
的
な
空
間
の
連
続
性
で
は
な
く
な
る
。
情
報
移
送
の

時
間
と
コ
ス
ト
を
劇
的
に
縮
減
し
た
高
速
度
の
デ
ジ
タ
ル
通
信
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
の
空
間
的
な
制
約
を
解
体
し
て
、

従
来
の
距
離
と
親
密
性
と
の
関
係
を
揺
さ
ぶ
り
、
見
当
も
つ
か
な
い
く
ら
い
遠
い
場
所
や
人
と
の
か
か
わ
り
に
わ
れ
わ
れ

を
深
く
巻
き
込
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。
高
速
の
交
通
・
通
信
網
の
整
備
は
、
自
然
地
理
的
な
距
離
に
よ
ら
ず
に
、「
時

間
距
離
」
と
い
う
新
た
な
尺
度
を
導
入
し
、
世
界
の
見
え
方
と
構
想
の
新
た
な
視
界
を
与
え
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
個
人

の
身
体
が
置
か
れ
た
「
い
ま
／
こ
こ
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
よ
り
も
、
あ
る
い
は
移
動
可
能
な
場
所
的
・
身
体
的
空
間
の
リ
ア

リ
テ
ィ
よ
り
も
、
地
球
全
体
に
ま
で
広
域
化
し
た
電
子
メ
デ
ィ
ア
回
路
の
内
部
に
広
が
る
「
絶
対
速
度
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ

の
方
が
前
景
化
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

ヴ
ィ
リ
リ
オ
は
、
こ
の
事
態
を
「
遠
隔
電
波
的
現
前
」
と
呼
ぶ
。「
遠
隔
電
波
的
現
前
」
の
機
能
を
も
つ
メ
デ
ィ
ア
は
、

こ
れ
ま
で
確
固
と
し
て
存
在
し
た
場
所
に
代
わ
っ
て
、「
身
体
の
配
置
と
位
置
づ
け
を
限
定
で
き
な
い
」
メ
デ
ィ
ア
空
間

の
内
部
に
身
体
を
再
配
備
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
と
世
界
と
の
関
わ
り
を
そ
の
根
底
か
ら
組
み
換
え
て
い
く
。
ま

た
同
時
に
、「
遠
隔
電
波
的
現
前
」
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
な
時
間
の
多
様
性
を
一
掃
す
る
単
一
の
世
界
時
間
が
成
立
す
る

こ
と
で
、「
地
理
と
歴
史
の
深
刻
な
喪
失
」
が
生
じ
る
（
扱
）。「
瞬
間
的
電
気
通
信
技
術
が
時
間
を
圧
縮
し
た
結
果
、
地
球
自
体

（
そ
の
現
実
の
空
間
）
が
収
縮
」
し
て
い
く
事
態
の
な
か
で
、
個
人
や
社
会
集
団
の
行
為
を
組
織
す
る
権
力
が
、
空
間
支
配

に
か
か
わ
る
「
地

－

政
学
」
の
位
相
か
ら
「
時

－

政
学
」
的
な
位
相
に
移
行
し
た
、
と
ヴ
ィ
リ
リ
オ
は
い
う
の
だ
。
ま
た

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
読
書
と
い
う
共
通
の
経
験
が
「
想
像
さ
れ
た
政
治
的
共
同
体
」
を
組
織
し
た
こ
と
、
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そ
れ
が
近
代
国
家
成
立
の
基
盤
に
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、「
時

－

政
学
」
的
な
位
相
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
場
所
に
い

る
社
会
集
団
で
さ
え
も
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
種
の
「
共
同
性
」
を
形
成
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
形
成
す
る

力
こ
そ
が
現
在
の
社
会
的
権
力
の
主
要
な
モ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ヴ
ィ
リ
リ
オ
の
議
論
に
は
「
速
度
」
の
変
化
が
個
人
や
社
会
集
団
の
行
為
の
前
提
を
な
す
時
空
間
の
枠
組

み
の
根
本
的
な
変
容
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
時
空
間
の
編
制
力
が
現
在
の
社
会
的
権
力
の
あ
り
か
た
に
決

定
的
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
鋭
い
洞
察
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
彼
の
議
論
の
な
か
で
「
空
間
の
消
滅
」
と

で
も
い
う
べ
き
事
態
を
成
立
さ
せ
る
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
明

ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
議
論
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
の
議
論
は
電
子
技
術
自
体
が
権
力
装
置
で
あ
る
か
の
ご

と
き
技
術
決
定
主
義
に
傾
斜
し
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、「
空
間
の
消
滅
」
が
均
質
に
進
行
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
過
程

で
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
格
差
や
差
異
、
そ
し
て
対
抗
の
関
係
が
顕
在
化
し
て
い
る
こ
と
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

う（宛
）。
こ
の
点
で
注
目
し
た
い
の
は
、
時
空
間
の
変
容
と
い
う
問
題
を
、
技
術
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変

化
か
ら
分
析
を
加
え
た
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
や
カ
ス
テ
ル
の
議
論
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
七
〇
年
代
以

降
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
資
本
の
蓄
積
様
式
の
出
現
と
い
う
社
会
変
化
が
「
時
間

－

空
間
シ
ス
テ
ム
」
の
変
容
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
洞
察
し
、
ヴ
ィ
リ
リ
オ
が
見
た
空
間
と
時
間
の
客
観
的
性
格
の
根
本
的
な
変
化
と
い
う
過
程
を
「
時

間

－
空
間
の
圧
縮
」（tim

e-space com
pression

）
あ
る
い
は
「
フ
ロ
ー
の
空
間
」（the space of flows

）
と
概
念
化
し
た
上
で
、

「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
と
「
リ
ア
ル
な
空
間
」
の
齟
齬
と
連
接
の
複
雑
な
関
係
を
問
題
化
し
た
。
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生
産
プ
ロ
セ
ス
と
身
体
行
為
の
変
容
┠
┨
モ
ノ
／
記
号
／
身
体
の
再
編
の
第
一
水
準

　

資
本
主
義
は
歴
史
的
な
展
開
の
各
段
階
に
資
本
の
蓄
積
に
見
合
う
輸
送
と
通
信
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
組
織

し
、
独
自
の
「
時
間

－

空
間
シ
ス
テ
ム
」
を
編
制
し
て
き
た
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、「
情
報
化
」「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」

と
は
資
本
蓄
積
の
新
た
な
展
開
過
程
に
入
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
文
化
的
に
も
政
治
的
に
も

さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
社
会
を
「
世
界
市
場
」
に
強
制
的
に
編
入
し
て
空
間
的
諸
関
係
を
再
編
し
な
が
ら
、
生
産

－

流
通

－

消
費
の
循
環
過
程
の
速
度
を
で
き
る
だ
け
高
速
化
し
、
資
本
蓄
積
の
回
転
運
動
を
か
ぎ
り
な
く
短
縮
す
る
こ
と
を
め
ざ
し

た
新
た
な
「
時
間

－

空
間
シ
ス
テ
ム
」
の
編
制
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
目
に
し
て
い
る
の
は
、
資
本
主
義
の
変
遷
を
生

み
出
す
原
動
力
の
中
心
に
存
在
し
続
け
て
き
た
時
間
に
よ
る
空
間
の
絶
滅
の
追
求
の
過
程
の
も
う
一
つ
の
強
烈
な
段
階
」

な
の
だ
（
姐
）。

カ
ス
テ
ル
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
七
〇
年
代
に
始
ま
る
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
と
情

報
的
発
展
様
式
と
の
両
者
が
収
斂
し
た
結
果
と
し
て
新
し
い
技
術
・
経
済
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
し
、「
フ
ロ
ー
の
空
間
」

が
社
会
的
実
践
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ
た
が
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
視
点
に
よ
れ
ば
、
こ

の
新
し
い
技
術
・
経
済
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
達
成
し
た
の
は
「
空
間
の
絶
滅
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
の
「
強
烈
な
」
時
空
間
の

変
容
で
あ
る
。

　

し
か
も
こ
こ
で
注
視
す
べ
き
は
、「
時
間

－

空
間
の
圧
縮
」
が
世
界
的
な
規
模
で
進
む
と
は
い
え
、
そ
れ
は
け
っ
し
て

均
質
に
進
む
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
方
で
人
の
移
動
、
情
報
の
発
信
と
蓄
積
、
資
本
の

移
動
が
そ
れ
ぞ
れ
不
均
衡
に
差
異
化
を
伴
っ
て
再
構
造
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
方
で
こ
の
再
構

造
化
が
社
会
的
・
文
化
的
・
自
然
的
・
機
能
的
な
特
徴
を
も
っ
た
特
定
の
場
所
に
結
び
つ
い
た
過
程
で
も
あ
る
と
い
う
こ
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と
だ
。
カ
ス
テ
ル
は
そ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
場
所
性
、
そ
し
て
さ
ら

に
エ
リ
ー
ト
の
論
理
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
複
合
か
ら
成
立
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
場
所
性
を
い
わ
ば
無

化
す
る
技
術
的
イ
ン
フ
ラ
、
第
二
に
、
情
報
の
流
れ
の
結
節
点
を
な
す
ハ
ブ
と
ノ
ー
ド
（
一
般
に
、
ハ
ブ
は
中
継
接
続
装
置
、

ノ
ー
ド
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
端
末
の
終
端
装
置
を
意
味
す
る
）
の
機
能
を
保
証
す
る
特
定
の
場
所
の
存
在
、
さ
ら
に
そ
の
空

間
に
お
い
て
作
動
す
る
支
配
的
な
管
理
エ
リ
ー
ト
の
論
理
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
の
複
合
で
あ
る
（
虻
）。

情
報
社
会
の
支
配
的

な
プ
ロ
セ
ス
や
機
能
を
支
援
す
る
こ
の
空
間
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
空
間
の
論
理
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
」、「
官
僚

・
金
融
・
経
営
エ
リ
ー
ト
ら
の
利
害
や
実
践
を
物
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
特
別
の
空
間
要
求
を
持
っ
て
い
る
」。

そ
の
点
で
、
こ
の
空
間
は
「
社
会
の
支
配
的
な
利
害
関
係
と
機
能
の
空
間
論
理
で
も
あ
る
」
の
だ
（
飴
）。
そ
の
た
め
に
、「
フ

ロ
ー
の
空
間
」
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
参
入
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
な
民
衆
と
少
数
の
エ
リ
ー
ト
と
の
経
済
的
・
政
治
的
格
差
が
、

非
白
人
／
白
人
、
非
西
洋
／
西
洋
、
と
い
っ
た
人
種
的
そ
し
て
地
政
学
的
な
境
界
設
定
を
伴
い
な
が
ら
、
不
断
に
析
出
さ

れ
再
生
産
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
時
間

－
空
間
シ
ス
テ
ム
」
の
劇
的
な
変
容
は
、
ヴ
ィ
リ
リ
オ
が
言
う
よ
う
に
、
電
子
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
自

身
が
造
形
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
す
る
社
会
的
な
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ

き
だ
ろ
う
。
一
方
で
は
低
所
得
階
層
の
移
民
、
外
国
人
労
働
者
の
ボ
ー
ダ
レ
ス
な
流
入
と
移
入
、
他
方
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
国
際
金
融
に
携
わ
る
ビ
ジ
ネ
ス
エ
リ
ー
ト
層
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
、
あ
る
い
は
ま
た
一
方
で

金
融
資
本
の
地
球
規
模
で
の
移
動
に
よ
る
巨
額
な
収
益
の
確
保
、
他
方
で
国
際
金
融
資
本
に
よ
る
一
時
的
な
投
資
と
急
激

な
資
本
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
生
ず
る
第
三
世
界
の
経
済
混
乱
、
こ
う
し
た
事
態
が
示
す
よ
う
に
、
人
・
モ
ノ
・
情
報
の
移
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動
の
新
た
な
不
均
衡
を
地
球
的
な
規
模
で
現
出
さ
せ
な
が
ら
、「
時
間
と
空
間
の
圧
縮
」
が
諸
個
人
の
行
為
と
身
体
を
現

実
に
組
み
換
え
て
い
る
の
だ
。

　
「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
の
成
立
、「
時
間
と
空
間
の
圧
縮
」
と
い
う
事
態
の
成
立
は
、
そ
の
内
部
へ
の
編
入
を
強
い
ら
れ
た

個
人
の
身
体
や
行
為
を
具
体
的
に
ど
う
編
制
し
直
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
効
率
化
を
最
大
限
ま
で
高
め
た
組
織
と
し
て

カ
ス
テ
ル
も
言
及
し
た
ト
ヨ
テ
ィ
ズ
ム
を
事
例
に
、
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
酒
井
隆
史
と
渋
谷
望
の
論
考
を
手
が

か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
実
行
過
程
に
甘
ん
じ
る
こ
と

で
得
ら
れ
る
生
産
性
上
昇
の
見
返
り
と
し
て
の
賃
金
上
昇
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
消
費
の
自
由
を
手
に
入
れ
た
が
、
生

産
は
あ
る
リ
ジ
ッ
ド
さ
を
解
消
で
き
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
他
方
、
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
と
し
て
の
ト

ヨ
テ
ィ
ズ
ム
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
」
の
だ
と
い
う
（
絢
）。

ど
う
い
っ
た
事
態
が
進
行
し
て
い
る
の
か
。
画
一
的
な
商

品
の
大
量
生
産
段
階
で
は
労
働
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
効
率
性
を
高
め
る
リ
ジ
ッ
ド
な
生
産
シ
ス
テ
ム
が

い
わ
ば
個
人
の
主
体
的
関
与
の
度
合
い
を
低
減
さ
せ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
内
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
以

降
、「
市
場
と
生
産
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
ル
ー
プ
を
加
速
さ
せ
、
消
費
が
あ
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
生
産
と
い
っ
た
よ
う
に
、

従
来
の
時
間
の
流
れ
を
反
転
す
る
ま
で
に
」
至
る
。
そ
こ
で
は
生
産
と
消
費
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
ル
ー
プ
が
構
造
化
さ

れ
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
生
産
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
反
転
を
可
能
に
す
る
の
は
、
市
場
調
査
と
し
て
、
購
買

デ
ー
タ
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
、「
情
報
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
産
と
流
通
と
消
費
の
加
速

化
の
な
か
で
、
個
人
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
た
情
報
を
瞬
時
に
解
析
し
主
体
的
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
展
開
す
る
、
そ
の
意

味
で
能
動
的
に
知
性
と
創
造
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
執
拗
に
求
め
ら
れ
る
「
情
報
労
働
者
」「
知
的
労
働
者
」
の
相
貌
を
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帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
労
働
者
は
労
働
生
産
過
程
に
お
い
て
、「
主
体
に
な
れ
」「
主
体
的
に
行
動
せ
よ
」
と
つ
ね
に
命
令

さ
れ
る
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
状
況
に
立
た
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
段
階
と
は
明
ら
か
に

そ
の
身
体
的
行
為
を
組
み
換
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
生
産
す
る
主
体
／
身
体
が
産
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
生
産
過
程
に
お
け
る
時
間
管
理
の
変
化
を
論
じ
る
カ
ス
テ
ル
の
認
識
と
も
重
な
る
。
彼
は
い
う
、

「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
管
理
シ
ス
テ
ム
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
時
間
の
管
理
に
依
存
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
生
産
と
利
潤
の

回
転
率
を
加
速
さ
せ
た
り
減
速
さ
せ
た
り
す
る
能
力
、
設
備
と
個
人
の
時
間
管
理
、
競
争
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
有
効
な
技

術
開
発
の
タ
イ
ム
ラ
グ
の
管
理
な
ど
で
あ
る
。
時
間
は
価
値
の
源
泉
と
し
て
管
理
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
大
量
生
産
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
単
線
的
な
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
た
時
間
管
理
の
や
り
か
た
で
は
な
く
、
他
の
企
業
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

プ
ロ
セ
ス
、
生
産
物
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
と
の
時
間
的
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
要
素
と
し

て
管
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
時
間
管
理
の
下
で
の
生
産
シ
ス
テ
ム
に
「
伝
統
的
な
労
働
の
規
律
管
理
は
合
致

し
な
い
」、「
そ
の
代
わ
り
に
、
優
秀
な
労
働
者
は
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
や
り
か
た
で
自
己
の
労
働
時
間
を
管
理
す
る
よ
う

に
求
め
ら
れ
る
。
と
き
に
は
労
働
時
間
を
延
長
し
た
り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
柔
軟
に
調
整
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
労

働
時
間
を
短
縮
し
た
り
、
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
労
働
の
タ
イ
ム

－

オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ド
な
管
理
」
は
ア
ー
リ
が
示
唆
し
た

よ
う
に
「
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
・
タ
イ
ム
労
働
」
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
（
綾
）」。

　

こ
う
し
た
個
人
の
身
体
的
振
舞
い
と
行
為
の
具
体
的
な
変
容
は
一
部
の
生
産
分
野
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
資
本
の
移
動
を
保
証
す
る
高
速
の
「
フ
ロ
ー
の
空
間
」
の
組
織
化
に
よ
っ
て
、
流
通
・
輸
送
・
金
融
な
ど
あ

ら
ゆ
る
領
域
で
顕
在
化
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
輸
送
の
小
口
化
」「
多
頻
度
化
」「
定
時
輸
送
」
は
、
接
続
さ
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れ
た
携
帯
端
末
か
ら
の
情
報
の
出
入
力
と
そ
の
主
体
的
な
処
理
を
個
人
一
人
ひ
と
り
に
課
す
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
だ
。

あ
る
い
は
、
国
際
金
融
の
緩
和
、
新
し
い
経
営
技
術
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
デ
ジ
タ
ル
通
信
シ
ス
テ
ム
と
い
う
三
つ
の

要
素
が
結
合
す
る
な
か
で
成
立
し
た
国
際
金
融
市
場
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
流
れ
る
情
報
に
対
し
て

個
人
が
自
己
責
任
の
下
に
秒
単
位
で
判
断
を
下
し
、
巨
額
な
資
金
の
「
売
り
」「
買
い
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
短
期
の
雇
用
契
約
の
も
と
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
勤
務
時
間
体
系
で
、
一
見
す
る
と
「
自
由
」
に
勤
務
し
て
い
る
か
に

み
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
ソ
フ
ト
や
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
制
作
者
が
存
在
す
る
。
工
業
化
段
階
の
労
働
で
あ
れ
ば
、
工
場
や
オ
フ

ィ
ス
と
い
っ
た
一
定
の
場
所
や
時
間
帯
に
囲
わ
れ
、
厳
密
な
規
制
と
管
理
を
受
け
て
い
た
労
働
身
体
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア

に
接
続
さ
れ
た
こ
の
新
し
い
労
働
の
フ
ォ
ル
ム
の
下
で
、
特
定
の
空
間
、
特
定
の
時
間
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
し

か
も
「
抑
圧
」
で
あ
る
と
感
覚
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
中
和
化
さ
れ
、
ソ
フ
ト
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
新
た
な

空
間
に
配
置
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
情
報
社
会
を
ま
さ
に
情
報
社
会
と
し
て
可
動
さ
せ
る
と
い
う
新
し
い
課
題
の
も
と
で
、
身

体
・
労
働
・
振
舞
い
の
再
編
制
が
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
、
ま
た
実
際
に
、
高
速
度
社
会
シ
ス
テ

ム
が
実
現
す
る
「
時
間

－

空
間
の
圧
縮
」
に
見
合
う
身
体
的
行
為
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

そ
の
過
程
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
人
を
、
情
報
を
能
動
的
に
処
理
し
、
自
己
責
任
を
全
う
す
る
、「
個
」
と
し
て

再
組
織
化
す
る
こ
と
、
こ
の
点
に
新
た
な
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
あ
ら
た

め
て
、
こ
う
し
た
課
題
を
遂
行
し
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
新
し
い
「
実
定
性
」
を
構
築
し
た
主
体
は
だ
れ
か
、
を
問
う
べ
き

だ
ろ
う
。
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四　

メ
デ
ィ
ア
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
身
体
の
地
政
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┠
┨
モ
ノ
／
記
号
／
身
体
の
再
編
の
第
二
水
準

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
の
成
立
と
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

　

情
報
社
会
が
成
立
す
る
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
構
築
し
た
世
界
資
本
の
パ
ワ
ー
と
市
場
主
義
の
言
説
は
、
こ
の
二
〇

年
た
ら
ず
の
間
に
急
激
に
変
化
し
た
メ
デ
ィ
ア
産
業
と
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
分
野
に

対
し
て
も
っ
と
も
深
く
、
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
日
本
な
ど
各
国
の
制
度
、
さ
ら
に
そ
れ
を
支
え
る
理
念
、
そ
し
て
文
化
の
違
い
に
応
じ
て
、
メ
デ
ィ
ア
産
業

と
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
デ
ジ
タ
ル
通
信
技
術
の
高

度
化
と
そ
れ
に
対
応
し
た
制
度
改
革
の
方
向
は
、
個
々
の
点
で
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
基
本
的
な
方

向
で
は
日
本
そ
し
て
欧
米
諸
国
で
ほ
ぼ
共
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
規
制
緩
和
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
・
言
説
の
も
と
に
、

メ
デ
ィ
ア
の
文
化
空
間
を
市
場
原
理
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
強
い
意
向
で
あ
る
。

　

一
方
で
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
「
多
元
化
」
と
「
多
様
化
」、
他
方
で
こ
の
変
化
の
背
後

で
進
行
す
る
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
「
複
合
化
」「
統
合
化
」
そ
し
て
「
巨
大
化
」。
こ
の
一
見
す
る
と
相
反
す
る
よ
う
な
事
態

の
下
で
、
ソ
フ
ト
の
生
産
は
ど
う
変
化
し
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
、
情
報
の
生
産
と
消
費
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
オ
ー

デ
ィ
エ
ン
ス
と
概
念
化
さ
れ
る
個
人
の
社
会
的
位
置
、
社
会
的
行
為
、
そ
し
て
彼
ら
の
経
験
、
彼
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感



171　　第六章　権力のテクノロジーと行為主体の再配備

覚
は
ど
う
変
容
し
て
い
る
の
か
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ビ
ッ
グ
シ
ッ
ク
ス
と
い
わ
れ
る
六
つ
の
巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
複
合

体
が
世
界
市
場
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
音
楽
産
業
を
事
例
に
み
て
お
こ
う
。

　

ク
ロ
テ
ー
ウ
と
ホ
ー
ネ
ス
は
、
印
刷
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
特
別
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
必
要
と
し
な
い
た
め
に
、
国
家
的
・

文
化
的
境
界
を
比
較
的
容
易
に
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
音
楽
に
焦
点
を
当
て
て
、
生
産
と
消
費
の
プ
ロ
セ
ス
を
分
析
し
て

い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
音
楽
と
い
う
文
化
商
品
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
通
が
三
つ
の
構
造
的
な
特
徴
を
も
つ
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
鮎
）。
一
つ
は
、
ラ
ッ
プ
音
楽
の
世
界
的
流
行
現
象
、
あ
る
い
は
こ
の
一
〇
年
近
く
メ
ジ
ャ
ー

な
音
楽
勢
力
と
し
て
の
位
置
を
保
ち
続
け
て
い
る
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
レ
ゲ
エ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
特
定
の
文
化

圏
、
通
常
は
国
民
国
家
を
前
提
と
し
た
文
化
的
境
界
の
内
部
に
閉
じ
ら
れ
て
い
た
音
楽
が
、
異
な
る
文
化
圏
に
お
い
て
も

容
易
に
聴
く
こ
と
の
で
き
る
環
境
が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
異
な
る
文
化
と
の
出
会
い
、
異
文
化
の
消
費
経
験
の
広
が

り
、
こ
れ
が
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
第
一
の
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
＝
音
楽
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
音
楽
要
素
の
交
換
」
と
で
も
い
う
べ
き
第
二
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、

現
代
の
ア
フ
ロ
（
ア
フ
リ
カ
ン
）
ポ
ッ
プ
ス
は
伝
統
的
な
ア
フ
リ
カ
音
楽
の
古
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
の
エ

レ
キ
ギ
タ
ー
の
サ
ウ
ン
ド
を
し
ば
し
ば
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
文
化
要
素
を
別
の

文
化
の
文
脈
や
要
素
に
合
体
さ
せ
、
接
合
さ
せ
る
な
か
で
、
新
た
な
サ
ウ
ン
ド
が
生
成
す
る
。
ア
フ
ロ
（
ア
フ
リ
カ
ン
）

ポ
ッ
プ
ス
も
、
ロ
ッ
ク
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
特
徴
的
な
サ
ウ
ン
ド
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
同
時
に
多
く
の
異
質
な

要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
新
し
い
展
開
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
の
展
開
は
、
多
く
の
文
化
の
合

併
と
で
も
い
う
べ
き
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
サ
ウ
ン
ド
形
態
の
生
成
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
楽
器
を
多
用
し
て
演
奏
さ
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れ
る
サ
ウ
ン
ド
は
、
漠
然
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
（
民
族
的
）
サ
ウ
ン
ド
の
様
相
を
呈
し
て
は
い
る
も
の
の
、
な
ん
ら
か
の
特
定

の
文
化
に
根
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
合
成
が
、
異
文
化
の
統
合
を
現
わ
し
て
い
る
の
か
、
同
質
的
な
混

合
へ
と
溶
解
し
て
い
る
の
か
、
見
方
は
分
か
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
い
ま
や
ま
っ
た
く
新
し
い
文
化
的
交
叉
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
分
析
が
示
し
て
い
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
「
統
合
化
」「
複
合
化
」
の
な
か
で
進
展
す
る
文

化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
、
ト
ム
リ
ン
ソ
ン
が
「
文
化
帝
国
主
義
」
の
見
地
を
批
判
し
た
よ
う
に
、
西
欧
化
さ
れ
た
、
よ
り

端
的
に
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
文
化
の
一
方
的
な
拡
大
を
帰
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
れ
ら
巨
大

な
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
文
化
が
画
一
的
に
消
費
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ロ

ー
カ
ル
な
文
化
や
市
場
に
根
ざ
し
た
特
色
あ
る
文
化
的
な
営
み
を
背
景
に
多
様
な
形
で
生
産
さ
れ
受
容
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
、
そ
こ
に
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
の

多
様
な
戦
略
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
は
、
海
外
の
ロ
ー
カ
ル
市
場
に
二
つ
の
異
な
る
戦
略
で
対

応
し
て
い
る
。
第
一
に
、
多
く
の
場
合
、
西
洋
の
世
界
的
な
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
を
ロ
ー
カ
ル
市
場
で
宣
伝
し
流
通
さ
せ
る

グ
ロ
ー
バ
ル
な
戦
略
が
あ
る
。
第
二
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
や
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
に
こ
れ
ま
で
存
在
し
た
文
化
資
源
を
有

効
に
活
用
す
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
が
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
に
直
接
（
系
列
化
と
い
う
形
で
）、
あ
る

い
は
間
接
（
資
本
提
携
と
い
う
形
で
）
に
参
入
す
る
、
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
か
ら
「
発
掘
」

さ
れ
た
、
ま
た
は
「
育
成
」
さ
れ
た
有
力
な
ソ
フ
ト
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
へ
輸
出
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
に
と
っ
て

魅
力
あ
る
商
品
と
し
て
世
界
市
場
で
販
売
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
戦
略
は
、
な
に
も
音
楽
産
業
に
の
み
に
い
え
る
事
柄
で
は
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な
く
、
衛
星
放
送
で
も
映
画
産
業
で
も
、
同
様
に
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で

多
様
な
文
化
の
生
産
・
流
通
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
世
界
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
す
べ
て
平
等
に
登
場

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
部
の
ご
く
限
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
企
業
に
よ
る
選
択
と
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
は

た
ら
い
て
お
り
、
ロ
ー
カ
ル
な
市
場
で
さ
え
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
メ
デ
ィ
ア
企
業
の
影
響
を
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
そ
う
し
た
構
造
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
多
様
性
を
生
み
出
す
、
一
元
的
な
シ
ス
テ
ム
と
で
も
い
う
べ

き
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
、
英
語
文
化
帝
国
と
い
っ
た
事
態
の
成
立
を
直
接
に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
構
造
的
な
布
置
か
ら
見
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
或
）。

　

問
題
は
、
音
楽
ソ
フ
ト
の
み
な
ら
ず
、
ど
の
社
会
集
団
も
が
、
ど
の
国
も
が
、
自
由
に
、
平
等
に
、
国
際
的
に
価
値

の
あ
る
情
報
や
文
化
を
生
産
し
発
信
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
情
報
を
選
択
し
発
信
で
き
る
政
治

的
な
力
や
資
本
力
と
い
う
基
本
的
な
構
造
に
関
し
て
い
え
ば
、
メ
デ
ィ
ア
産
業
の
「
集
中
化
す
る
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

（centralized ownership

）
は
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
格
差
」
を
産
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り

深
い
検
討
を
要
す
る
の
は
、
C 

N 

N
が
象
徴
す
る
よ
う
な
、
ボ
ー
ダ
レ
ス
に
情
報
を
発
信
し
伝
送
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な

メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
文
字
ど
お
り
地
球
的
規
模
で
の
文
化
の
地
政
学
的
な
再
編
の
過
程
が
、
あ
る
偏
差
や

格
差
を
伴
い
な
が
ら
確
実
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
だ
。
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
が
、
ロ
ー
カ
ル
／
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／

グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
異
な
る
位
相
を
重
層
化
さ
せ
な
が
ら
、
異
な
る
場
所
で
生
活
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
を
特
定
の

シ
ス
テ
ム
に
抱
摂
し
、
あ
る
い
は
排
除
す
る
事
態
が
い
ま
急
速
に
進
展
し
て
い
る
。



　　Ⅲ　社会システムの再編制　　174

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
政
治
文
化

　

情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
革
新
に
伴
う
時
間
空
間
の
圧
倒
的
な
圧
縮
現
象
は
、「
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
」

以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
資
本
の
展
開
と
同
時
に
、
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
治
空
間
の
構
造
的
な
創
出

を
帰
結
し
て
い
る
。
パ
ト
リ
オ
ッ
ト
・
ミ
サ
イ
ル
の
迎
撃
や
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
爆
弾
が
着
弾
す
る
映
像
を
、
テ
レ
ビ
を
通
じ

て
視
聴
し
た
一
九
九
一
年
の
湾
岸
戦
争
、
さ
ら
に
コ
ソ
ボ
空
爆
は
、
ヴ
ィ
リ
リ
オ
が
「
科
学
の
軍
事
化
」「
情
報
の
軍
事

化
」
と
指
摘
し
た
と
お
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
一
体
化
し
た
兵
器
と
監
視
技
術
の
力
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下

に
、
地
球
的
規
模
で
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
政
治
」
を
展
開
し
う
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
「
歴
史
的
出
来
事
」
で
あ
っ
た
。

標
的
を
捕
捉
し
可
視
化
し
壊
滅
さ
せ
た
映
像
が
、
軍
と
い
う
特
定
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
っ
て
編
集
・
選
択
さ
れ
、
国
境

を
超
え
た
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
、
同
時
中
継
放
送
で
伝
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
世
界
中
の
人
々
が
そ
の
シ
ー
ン
を
視
聴
す

る
経
験
が
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ふ
た
た
び
カ
ス
テ
ル
の
指
摘
を
引
用
す
れ
ば
、「
過
去
二
〇
年
の
間
の
電
子
技
術
と
軍
事
技
術
の
飛
躍
的
な
進
歩
」
は
、

先
進
国
が
戦
争
を
開
始
し
そ
れ
を
社
会
が
受
け
入
れ
る
た
め
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
手
段
を
み
ご
と
に
提
供
し
て
き
た
、

と
い
え
る
。
つ
ま
り
一
般
市
民
を
巻
き
込
ま
な
い
こ
と
、
攻
撃
が
短
期
間
あ
わ
よ
く
ば
一
瞬
で
あ
る
こ
と
、
敵
を
破
壊
す

る
と
き
で
さ
え
ク
リ
ー
ン
な
局
所
的
な
攻
撃
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
イ
メ
ー
ジ
構
成
や
戦
争
場
面
の
構
成
に
関
し
て
厳
密

な
情
報
操
作
を
実
行
し
、
可
能
な
限
り
公
衆
の
眼
か
ら
事
態
を
隠
す
こ
と
、
と
い
っ
た
条
件
で
あ
る
。「
専
門
的
に
管
理

さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
報
道
は
、
戦
死
や
負
傷
の
生
々
し
さ
を
消
去
し
て
、
消
毒
さ
れ
た
知
覚
を
提
示
し
な
が
ら
、
人
々
の
自

宅
に
戦
争
の
ラ
イ
ブ
を
届
け
た
」
の
だ
（
粟
）。

ま
ず
、
こ
の
出
来
事
か
ら
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
偵
察
衛
星
と
情
報
シ
ス
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テ
ム
と
の
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
ポ
ス
タ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
一
望
監
視
状
態
へ
置
く
こ
と
が
可
能

な
状
態
に
す
で
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
、
軍
事
的
・
技
術
的
に
優
位
に
立
っ
て
監
視
す
る
側
と
、
監
視

さ
れ
る
側
と
の
、
圧
倒
的
な
非
対
称
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
際
立
っ
た
非
対
称
性
の
な
か
で
生
産
さ
れ
管
理
さ
れ
た
情
報
が
、
見
ら
れ
る
側
に
負
の
価
値
を
付
与
す

る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
編
制
さ
れ
、
見
る
側
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
、
強
化
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
異
質
な
他
者
と
し
て
表
象
さ
れ
る
側
に
対
す
る
暴
力
的
な
感
情
を
伴
う

排
他
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
さ
え
も
が
産
出
さ
れ
か
ね
な
い
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
編
制
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
な
に
よ
り
も
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
か
つ
非
対
称
的
な
情
報
の
フ
ロ
ー
の
空
間
が
編
制

す
る
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
広
が
り
を
も
っ
た
情
報
シ
ス
テ
ム
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
組
織
さ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
を
一
元
的
に
編
制

し
て
き
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
従
来
な
れ
親
し
ん
で
き
た
制
度
的
思
考
や
解
釈
の
枠
組
み
を
参
照
し
な
が
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
情
報
を
ノ
イ
ズ
と
し
て
排
除
し
、
ニ
ュ
ー
ス
を
定
型
的
な
パ
タ

ー
ン
に
回
収
す
る
機
能
を
こ
れ
か
ら
も
果
た
す
こ
と
だ
ろ
う
（
袷
）。
し
か
し
そ
の
メ
デ
ィ
ア
で
さ
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ

ア
・
シ
ス
テ
ム
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
接
続
し
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
諸
国
の
メ
デ
ィ
ア
群
が
選
別
し
た
情
報

を
伝
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
国
家
と
新
た
な
関
係
を
結
ぶ
、
も
う
一
つ
の
「
想
像
の
政
治

的
共
同
体
」
に
個
人
や
社
会
集
団
を
位
置
づ
け
る
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
も
予
測
可
能
な
事
態
が
形
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
（
安
）。



　　Ⅲ　社会システムの再編制　　176

C 

N 

N
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
地
理
的
に
隔
た
っ
た
異
な
る
国
家
や
社
会
集
団
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
情
報
を
伝
達
す
る

メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
と
、
従
来
は
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
空
間
の
編
制
装
置
と
し
て
機
能
し
た
メ
デ
ィ
ア
、
こ
の
両
シ
ス

テ
ム
に
挟
ま
れ
る
か
た
ち
で
、
個
人
の
ロ
ー
カ
ル
な
場
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
と
と
も
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
が

相
互
に
規
定
し
あ
う
重
層
的
な
空
間
へ
と
編
制
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
文
化
の
地
政
学
的
な
空
間
に
置
か
れ
た
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
あ
る
い
は
世
界
市
民
と
単
純
に
規
定
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、「
フ
ロ
ー

の
空
間
」
は
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
「
支
配
的
な
利
害
関
係
と
機
能
の
空
間
」
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
利
害
や
関
心
、

そ
し
て
欲
望
と
は
対
立
す
る
あ
る
地
域
や
社
会
集
団
あ
る
い
は
国
家
の
利
害
を
排
除
す
る
物
質
的
基
盤
と
し
て
作
用
す
る

か
ら
だ
。

五　

新
た
な
社
会
編
制
の
パ
ワ
ー

　

こ
こ
ま
で
、
情
報
社
会
と
形
容
さ
れ
る
現
代
社
会
シ
ス
テ
ム
が
、
ど
の
よ
う
な
力
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
政
策
の
も

と
で
生
成
し
て
き
た
か
を
考
察
し
て
き
た
。
明
ら
か
に
し
え
た
の
は
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
け
っ
し
て

特
定
の
技
術
者
や
発
明
家
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
実
用
化
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
政
治
的
・
経
済
的
・
社

会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
規
定
性
の
下
で
、
あ
る
一
定
の
目
的
や
利
害
関
心
を
も
っ
た
社
会
集
団
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
社



177　　第六章　権力のテクノロジーと行為主体の再配備

会
的
に
造
形
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
と
新
た
な
通
信
技
術
の
開
発
と
普
及
が
、

第
二
次
大
戦
後
の
国
際
的
な
政
治
環
境
の
下
で
の
軍
事
技
術
の
開
発
と
密
接
に
リ
ン
ク
し
な
が
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
資
本
主
義
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
と
い
う
大
規
模
な
経
済
的
変
化
と
深
く
絡
ま
り
あ
い
な
が
ら
情
報
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
産
業
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
そ
の
さ
い
に
、
各
国
の
新
自
由
主
義
の
経
済
政
策
に

示
さ
れ
る
特
定
の
政
治
文
化
的
な
パ
ワ
ー
が
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
制
度
化
の
輪
郭
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ

た
。
情
報
社
会
と
形
容
さ
れ
る
現
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
複
数
の
社
会
的
諸
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
パ

ワ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
の
だ
。

　

第
二
に
論
じ
た
の
は
、
ほ
ぼ
半
世
紀
を
か
け
て
「
情
報
社
会
」
を
造
形
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
な
権
力
が
、「
フ

ロ
ー
の
空
間
」
と
カ
ス
テ
ル
が
呼
ぶ
新
た
な
「
時
間

－

空
間
の
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
す
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
電
子
メ

デ
ィ
ア
と
接
続
さ
せ
な
が
ら
、
労
働
す
る
身
体
と
と
も
に
イ
メ
ー
ジ
を
消
費
し
受
容
す
る
身
体
を
も
組
み
換
え
、
新
た
な

行
為
と
出
来
事
の
継
続
的
な
組
織
化
を
行
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

高
速
度
社
会
シ
ス
テ
ム
に
適
合
し
た
身
体
の
調
教
と
新
た
な
身
体
的
行
為
の
編
制
。
と
同
時
に
、
高
速
度
社
会
シ
ス
テ

ム
の
外
部
な
い
し
周
辺
部
に
お
か
れ
た
社
会
集
団
の
集
合
的
身
体
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
排
除
と
不
可
視
化
。
地
球
的

規
模
で
編
制
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
非
対
称
的
な
情
報
の
流
れ
。
遠
隔
地
の
紛
争
や
出
来
事
が
脱
臭
化
さ

れ
た
上
で
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
と
し
て
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
部
で
消
費
さ
れ
る
構
造
の
成
立
。
そ
し
て
、
こ
の
情
報
消

費
の
過
程
を
つ
う
じ
て
の
複
合
的
な
身
体
／
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
編
制
。

　

こ
う
し
た
構
図
が
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
急
速
に
形
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
消
費
社
会
論
が
照
射
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し
た
権
力
作
動
の
様
式
と
は
異
な
る
、
新
た
な
社
会
編
制
の
パ
ワ
ー
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
産
出
す
る
大
量
の
記
号
の
消
費
の
過
程
を
通
じ
て
欲
望
そ
れ
自
身
が
生
産
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の

浮
遊
す
る
記
号
と
相
関
し
て
身
体
が
生
け
る
肉
体
と
し
て
の
マ
チ
エ
ー
ル
の
強
度
を
失
い
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
い
う
「
器
官

な
き
身
体
」
と
し
て
現
象
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
権
力
が
抑
圧
や
暴
力
と
し
て
は
現
象
せ
ず
、
さ
ら
に
い
え
ば
、

抑
圧
で
あ
れ
、
暴
力
で
あ
れ
、
政
策
遂
行
で
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
政
治
的
行
為
の
正
統
性
と
妥
当
性
の
調
達
を
目
的
と
す

る
合
意
の
政
治
学
の
プ
ロ
セ
ス
に
生
じ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
の
論
点
を
消
費
社
会
論
は
明
確
に
析
出
し
た
。
恣

意
的
な
記
号
の
連
鎖
が
つ
く
り
出
す
モ
ー
ド
＝
魅
惑
の
空
間
に
こ
そ
、
権
力
が
作
動
す
る
主
要
な
舞
台
が
あ
る
。
消
費
社

会
論
が
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
功
績
は
大
き
い
。
し
か
し
「
消
費
社
会
論
」
の
権
力
概
念
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
、

「
情
報
社
会
」
に
お
け
る
身
体
と
権
力
の
新
た
な
編
制
モ
ー
ド
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
。

　

世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
権
力
は
、
労
働
・
生
産
の
過
程
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た
移
動
・
消
費
の
過

程
に
お
い
て
も
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
身
体
に
直
接
接
続
さ
せ
な
が
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
水
準
の
み
な
ら
ず
、
世
界
シ
ス
テ

ム
の
中
心
に
位
置
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
組
み
入
れ
、
あ
る
い
は
統
合
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
社
会
的
な
圧
力
の
高
ま
り

と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
最
初
の
章
で
論
及
し
た
よ
う
に
、
A
・
メ
ル
ッ
チ
は
、
こ
の
情
報
の
選
択
と
処
理
が
高

度
化
し
た
複
合
社
会
で
は
、
権
力
が
物
的
財
の
生
産
と
配
分
を
め
ぐ
る
対
立
点
よ
り
も
、
情
報
や
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
資
源

の
生
産
に
と
っ
て
決
定
的
な
領
域
で
起
き
て
い
る
と
の
認
識
を
提
示
し
た
（
庵
）。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
決
定
的
に
重
要
な
視
点

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
編
成
す
る
マ
ク
ロ
な
経
済
的
・
政
治
的
・
社
会
的
・
軍
事
的
パ
ワ
ー
と
、

そ
れ
ら
政
治
・
経
済
・
軍
事
的
な
複
数
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
な
言
説
の
生
産
が
示
す
権
力
作
用
の
今
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日
的
な
モ
ー
ド
を
、
身
体
と
行
為
の
再
構
造
化
と
抵
抗
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
精
緻
に
読
み
解
い
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
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第
七
章　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
テ
レ
ビ
の
文
化
地
政
学

┠
┨
現
代
の
戦
争
と
メ
デ
ィ
ア

一　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
終
焉
？

　

一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
浸
透
や
携
帯
電
話
の
利
用
の
伸
び
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本

社
会
の
情
報
環
境
は
大
き
く
変
化
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
多
く
の
人
た
ち
か
ら
、
テ
レ
ビ
時
代
の
終
焉
、
あ
る
い
は

ラ
ジ
オ
か
ら
テ
レ
ビ
へ
と
続
い
た
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
ト
の
終
焉
、
と
い
っ
た
予
測
あ
る
い
は
現
状
認
識
が
ま
こ
と
し
や
か

に
喧
伝
さ
れ
た
。
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
が
終
焉
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
急
速
な
変
化
を
見
れ
ば
、
そ
う
判
断
し
た
く
な
る
こ
と
も
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
階
層
や
年
齢

や
性
別
の
違
い
を
超
え
て
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
て
、
誰
に
と
っ
て
も
必
要
な
と
い
う
意
味
で
の
一
般
的
な
情
報
を
伝
達

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
媒
体
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
る
一
般
的
定
義
に
従
う
な
ら
ば
、
専
門
特
化
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル

で
特
定
の
情
報
が
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
に
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
開
始
に
よ
っ
て
双
方
向
の
情
報
伝
達
が
可
能
と
な
っ
た
現
状

を
見
れ
ば
、
テ
レ
ビ
を
従
来
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
概
念
や
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
概
念
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
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は
な
は
だ
怪
し
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
ト
（broadcasting

）
の
時
代

は
終
焉
し
、
ナ
ロ
ー
キ
ャ
ス
ト
（narrowcasting

）
の
時
代
が
始
ま
っ
た
、
と
い
う
主
張
が
現
在
の
変
化
の
一
側
面
を
捉
え

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
簡
単
に
事
態
を
認
識
し
て
し
ま
っ
て
は
、
い
ま
進
行
中
の
変
化
を
十
全
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
も
確
か
だ
。
そ
の
こ
と
を
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
、
ア
メ
リ
カ
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
を
め
ぐ
る
テ
レ
ビ
報
道
が

指
し
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
れ
ほ
ど
普
及
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
中
の
ほ
と

ん
ど
の
人
々
が
九
・
一
一
テ
ロ
攻
撃
を
知
り
、
旅
客
機
の
ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
激
突
と
ビ
ル
の
崩
壊
の
映
像
を
見
た
の
は
テ
レ

ビ
を
と
お
し
て
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
そ
の
後
の
愛
国
主
義
的
心
情
の
高
揚
も
、
テ
レ
ビ
を
抜
き
に
は

語
れ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
な
か
で
、
テ
レ
ビ
の
も
つ
力
、
言
い
換
え
れ
ば
、
テ
レ
ビ
の
権
力
性

と
政
治
性
が
あ
ら
た
め
て
示
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

本
章
で
は
、
九
・
一
一
テ
ロ
事
件
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
報
復
攻
撃
に
関
す
る
報
道
を
手
が
か
り
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

い
わ
れ
る
歴
史
的
変
化
の
な
か
で
テ
レ
ビ
の
文
化
地
政
学
な
位
置
が
い
か
に
変
化
し
て
い
る
か
を
日
本
の
文
脈
に
即
し
て

考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
ア
メ
リ
カ

の
テ
レ
ビ
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
産
業
に
見
ら
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
制
作
の
変
化

を
考
察
し
、
次
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
布
置
さ
れ
た
日
本
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
に
固
有
の

問
題
を
考
え
る
。
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二　

広
報
化
す
る
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
制
作

　

近
年
の
ア
メ
リ
カ
・
テ
レ
ビ
産
業
界
の
変
化
を
見
て
お
こ
う
。
九
・
一
一
テ
ロ
攻
撃
と
そ
れ
に
続
く
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

攻
撃
に
関
す
る
報
道
の
問
題
点
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
期
間
に
生
じ
た
テ
レ
ビ
産
業
を
め
ぐ
る
構

造
的
変
化
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

前
の
章
で
詳
細
に
論
じ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
産
業
は
、
情
報
・
通
信
分
野
の
規
制
緩
和
と
そ
れ
に
基
づ
く
市
場

規
模
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
大
き
な
再
編
の
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
て
き
た
。
八
六
年
の
G 

E
に
よ
る
N 

B 

C
の
買
収
に
は

じ
ま
り
、
九
六
年
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
よ
る
A 

B 

C
の
買
収
、
九
九
年
の
バ
イ
ア
コ
ム
に
よ
る
C 

B 

S
の
買
収
、
さ
ら
に

八
六
年
の
マ
ー
ド
ッ
ク
に
よ
る
F 

O 
X
の
設
立
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
統
合
・
再
編

が
も
た
ら
し
た
も
っ
と
も
大
き
な
変
化
は
、
よ
り
高
い
収
益
性
を
達
成
で
き
る
企
業
へ
の
転
換
に
あ
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ロ

ー
は
、
こ
う
し
た
テ
レ
ビ
産
業
界
を
め
ぐ
る
競
争
環
境
の
激
化
の
下
で
、
ニ
ュ
ー
ス
制
作
部
門
と
広
告
・
営
業
部
門
と
の

連
携
が
強
化
さ
れ
、
経
営
的
な
観
点
か
ら
見
て
「
都
合
の
い
い
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
配
置
」
が
進
ん
だ
こ
と
、
効
率
性

重
視
の
下
で
海
外
支
局
の
統
廃
合
が
進
み
海
外
ニ
ュ
ー
ス
の
割
合
が
減
少
し
た
こ
と
（
例
え
ば
A 

B 

C
は
海
外
支
局
を
一
七

局
か
ら
七
局
に
削
減
）、
ニ
ュ
ー
ス
自
身
が
単
純
化
さ
れ
た
図
式
で
伝
え
ら
れ
、
視
聴
者
を
引
き
付
け
る
刺
激
的
な
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
数
多
く
採
用
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
生
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
彼
が

も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
変
化
と
し
て
強
調
す
る
の
が
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
と
の
共
生
関
係
（sym

biotic 
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relationship

）」
の
進
展
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
制
作
の
慣
習
化
、
視
聴
率
の
重
視
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が

か
ら
み
合
い
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
専
門
家
、
報
道
対
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
広
報
活
動
担
当
者
と
テ
レ
ビ
局
と
の
関
係
が

緊
密
化
し
、「
ニ
ュ
ー
ス
制
作
が
広
報
活
動
化
（public relations-ized

）」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
が
も
っ
と

も
露
骨
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
た
の
が
戦
争
報
道
で
あ
る
（
唖
）。

三　

戦
争
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（the new PR

-ized genre of warfare

）

　

現
在
、
戦
争
に
対
す
る
肯
定
的
な
メ
デ
ィ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
戦
争
自
体
が
、
デ
ジ
タ
ル
通
信
技
術

を
利
用
し
た
広
報
活
動
の
も
っ
と
も
重
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
戦
争
の
P 

R
化
（PR

-

izing of news

）」
と
い
う
事
態
が
成
立
し
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
獲
得
の
新
た
な
形
態
が
組
織
さ
れ
た
、
と
彼
は
指
摘
す
る
。
も

ち
ろ
ん
以
前
か
ら
も
戦
争
に
か
ん
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
存
在
し
た
。
し
か
し
現
在
の
「
戦
争
の
P 

R
化
」
は
以
下
の

点
で
そ
れ
以
前
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
第
一
に
「
戦
闘
に
お
け
る
身
体
性
」
を
隠
し
、
戦
争
を
ク
リ
ー
ン
な
技
術
の
発

展
の
よ
う
に
見
せ
る
技
法
の
開
発
が
あ
る
。
第
二
に
戦
争
に
対
し
て
悲
観
的
・
否
定
的
な
評
価
を
加
え
る
時
間
を
与
え
ず
、

ま
た
選
択
と
排
除
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
こ
と
を
意
識
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
瞬
時
に
、
よ
り
リ
ア
ル
な
情
報
を

伝
達
す
る
技
術
の
開
発
が
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
に
市
民
の
戦
争
に
対
す
る
支
持
と
合
意
を
取
り
付
け
る
べ
く
、
軍
と
各
政

府
機
関
に
よ
る
徹
底
し
た
情
報
の
管
理
、
さ
ら
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
専
門
家
や
広
報
活
動
関
係
者
ら
に
よ
る
徹
底
し
た
情
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報
加
工
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
共
同
開
発
が
あ
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
通
信
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
た
「
戦
争
の
P 

R
化
」
が
組
織
的
に
展
開
さ
れ
た
の
が
湾
岸
戦
争
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
ロ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
す
で
に
八
二
年
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
戦
争
に
始
ま
る
と
い
う
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
通
信
網
の
開
発
が
な
け
れ
ば
不
可
能
な
高
度
な
「
戦
争

の
表
象
」
が
、
テ
レ
ビ
を
主
要
な
舞
台
に
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
ハ
イ
パ
ー
戦
争
（m

edia-ized

“hyperwar”

）、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
テ
ク
ノ
戦
争
（digitized techno-wars

）
の
出
現
で
あ
る
。
ロ
ー
は
、
こ
う
し
た
事
態

の
進
行
を
こ
う
指
摘
す
る
。「
テ
レ
ビ
が
軍
事
P 

R
の
夢
の
媒
体
に
な
り
う
る
」
の
だ
、
と
（
娃
）。

　

九
・
一
一
テ
ロ
事
件
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
テ
ロ
攻
撃
と
そ
の
後
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
攻
撃

に
至
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
対
応
な
ら
び
に
政
府
と
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
彼
の
立
論
は
今
回
の
事
態
を

十
分
見
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
報
復
攻
撃
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ス
統
制
は
、
湾
岸
戦
争
に
比
べ
て
も
格
段
に
厳
し
か
っ
た
。
湾
岸
戦
争

時
に
多
く
の
記
者
か
ら
不
満
の
声
が
上
が
っ
た
「
プ
ー
ル
」
さ
え
な
く
、
記
者
は
地
上
作
戦
の
作
戦
区
域
か
ら
閉
め
出
さ

れ
、
情
報
や
映
像
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ワ
シ
ン
ト
ン
の
軍
司
令
官
や
国
防
総
省
な
ど
公
的
機
関
か
ら
発
表
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
政
府
内
部
の
政
策
上
の
対
立
が
メ
デ
ィ
ア
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
国
内
で
も
徹
底
し
た
情
報
管

理
が
な
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
を
見
る
限
り
、
メ
デ
ィ
ア
が
さ
ま
ざ
ま
な
公
的
機
関
の
組
織
的
な

「
広
報
活
動
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
彼
の
主
張
は
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
事
態
に
関
し
て
は
政
府
に
よ
る
情
報
統
制
の
強
化
と
い
っ
た
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
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も
ま
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
以
上
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
側
面
の
基
盤
に
、
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
の
競
争
環
境
の
激
化
、

そ
れ
に
伴
う
取
材
力
の
低
下
、
テ
レ
ビ
局
と
広
報
活
動
部
門
と
の
「
共
生
関
係
」
の
深
ま
り
、
と
い
っ
た
テ
レ
ビ
産
業
内

部
に
生
じ
た
構
造
的
変
化
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
変
化
の
下
で
「
新
し
い
戦
争
」
に
由
来
す
る
前
例
の
な
い
「
戦

争
の
表
象
」
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
こ
う
し
た
構
造
的
変
化
に
十
分
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
上
述
の
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ

の
変
化
が
、
ア
メ
リ
カ
一
国
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の

進
展
は
、
ア
メ
リ
カ
の
問
題
を
文
字
ど
お
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
転
換
し
た
。
日
本
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

テ
ロ
攻
撃
の
翌
日
の
九
月
一
二
日
、
A 

B 

C
、
C 

B 

S
、
N 

B 

C
、
F 

O 

X
、
C 

N 

N
は
テ
ロ
報
道
の
映
像
共
有
に
つ
い

て
の
協
定
に
合
意
す
る
。
A 

B 

C
と
系
列
関
係
に
あ
る
N  

H  

K
と
フ
ジ
、
C 

B 

S
と
系
列
関
係
に
あ
る
T 

B 

S
、
N 

B  

C
と
そ
の
関
係
に
あ
る
N 

T 

V
と
テ
レ
ビ
東
京
、
そ
し
て
C 

N 

N
と
系
列
関
係
に
あ
る
テ
レ
ビ
朝
日
は
、
こ
の
協
定
に

従
っ
て
制
作
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
同
一
の
ア
メ
リ
カ
発
テ
ロ
関
連
ニ
ュ
ー
ス
を
流
し
続
け
た
。
そ
し
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に

対
す
る
軍
事
攻
撃
に
関
し
て
も
、
米
軍
と
ペ
ン
タ
ゴ
ン
が
提
供
し
た
映
像
を
各
局
と
も
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
し
流
し
続
け

た
。
こ
れ
ま
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
を
前
提
と
し
て
き
た
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
空
間
に
節
合

さ
れ
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四　

情
報
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
構
造
的
な
不
均
衡

　

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
空
爆
、
そ
し
て
地
上
軍
の
投
入
と
い
う
事
態
が
進
行
す
る
な
か
で
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
も
現
地
に
記

者
を
派
遣
し
て
独
自
の
取
材
を
行
な
い
、
独
自
の
情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
し
か
し
、
一
連
の
報
道
を
通
じ
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
内
部
に
布
置
さ
れ
た
日
本
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
の
位
置
も
明
ら
か
に
な
っ
た

と
い
え
る
。
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
は
、
第
一
に
日
本
で
受
容
さ
れ
た
多
く
の
情
報
が
、
ア
メ
リ
カ
の
見
地
、
ア
メ
リ
カ

の
利
害
関
心
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
第
二
に
い
え
る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
内
部
に
、
情
報
の
生
産
と
消
費
つ
ま
り
情
報
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
圧
倒
的
な
不
均
衡
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
特
殊
な
事
情
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
取
材
と
分
析
の
両

面
で
西
側
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
も
っ
と
も
手
薄
な
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
タ
リ
バ
ン
政
権
が
西
側
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
し

て
い
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
に
本
社
を
お
く
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
す
る
情
報
量
と
そ
れ
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
が
発
信
す
る
情
報

量
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
日
本
で
も
そ
の
時
期
に
視
聴
可
能

と
な
っ
た
カ
タ
ー
ル
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
二
四
時
間
衛
星
放
送
局
「
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
」（A

l-Jazeera

）
の
存
在
意
義
は
き

わ
め
て
大
き
い
。
こ
の
放
送
局
が
提
供
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
報
道
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
情
勢
は
も
っ
と
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
局
の
存
在
自
体
が
今
後
の
メ
デ
ィ
ア
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
考
え
る
際
の
重
要
な
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
日
本
の
メ
デ
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ィ
ア
環
境
を
見
た
場
合
、
情
報
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
け
る
構
造
的
な
不
均
衡
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
（
阿
）。

　

す
で
に
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
空
爆
や
地
上
軍
に
よ
る
攻
撃
に
関
す
る
情
報
が
軍
に
よ
っ
て
完
全
に
統
制
さ
れ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
日
本
で
も
ほ
ぼ
同
様
に
、
戦
争
に
つ
い
て
の
米
国
政
府
の
見
解
が
そ
の
つ
ど
流
さ
れ
る
ま
ま
で
、

米
国
政
府
の
政
策
の
背
後
に
あ
る
国
際
政
治
認
識
の
枠
組
み
を
批
判
的
に
見
据
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
提
示
す
る
機
能

は
き
わ
め
て
弱
か
っ
た
。
基
本
的
に
、
日
本
の
テ
レ
ビ
視
聴
者
も
ア
メ
リ
カ
国
民
と
同
様
の
情
報
環
境
に
包
摂
さ
れ
、
戦

争
に
つ
い
て
の
情
報
を
米
国
政
府
か
ら
聞
い
た
と
い
う
の
が
実
態
だ
っ
た
。

　

湾
岸
戦
争
で
は
、「
ニ
ン
テ
ン
ド
ウ
戦
争
（N

intendo warfare

）」
と
形
容
さ
れ
た
よ
う
に
、
ペ
ン
タ
ゴ
ン
が
提
供
し
た

ス
カ
ッ
ド
・
ミ
サ
イ
ル
や
ス
マ
ー
ト
爆
弾
の
ハ
イ
テ
ク
・
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
た
。
だ
が
、
今
回
は
、
そ
う
し
た
映
像

す
ら
限
定
さ
れ
、
夜
間
に
空
母
か
ら
離
陸
す
る
爆
撃
機
や
同
じ
く
夜
間
ア
メ
リ
カ
軍
兵
士
が
行
動
す
る
シ
ー
ン
、
さ
ら
に

夜
間
に
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
旋
回
す
る
シ
ー
ン
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
無
機
質
な
映
像
で
占
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
も
流

血
映
像
が
検
閲
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
テ
ロ
攻
撃
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
発
の
情
報
が
、
殺
害

さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
悲
劇
、
死
、
負
傷
、
惨
劇
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
伝
え
た
こ
と
と
、
そ
れ
は
鮮
や

か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
こ
こ
に
は
情
報
の
生
産
と
受
容
に
か
か
わ
る
極
端
な
非
対
称
性
が
存
在
し
て
お

り
、
日
本
の
テ
レ
ビ
は
メ
デ
ィ
ア
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
こ
う
し
た
新
た
な
文
化
の
地
政
学
的
構
造
に
深
く
組
み
込

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
ア
メ
リ
カ
の
情
報
環
境
へ
の
包
摂
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
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五　

可
視
化
さ
れ
る
戦
争
の
不
可
視
化

　

こ
れ
ま
で
国
民
共
同
体
を
前
提
に
組
織
さ
れ
て
き
た
ブ
ロ
ー
ド
キ
ャ
ス
ト
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
下

で
、
国
民
国
家
と
い
う
境
界
を
超
え
て
多
様
な
情
報
を
受
信
・
発
信
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
へ
と
変
貌
す
る
潜
在
力
は
確
か
に

存
在
す
る
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
ア
メ
リ
カ
発
の
情
報
流
通
に
偏
っ

て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
バ
イ
ア
ス
を
自
覚
的
に
是
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
点

に
対
し
て
、
自
覚
的
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ワ
シ
ン
ト
ン
発
の
情
報
を
検
証
し
対
象
化
す
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
、

現
地
取
材
・
現
地
レ
ポ
ー
ト
に
即
し
て
検
証
し
て
お
こ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
軍
の
空
爆
が
開
始
さ
れ
た
以
降
、
各
局
は
ニ
ュ
ー
ス
で
パ
キ
ス
タ
ン
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
派
遣
し
た
特
派

員
や
フ
リ
ー
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
報
告
を
伝
え
た
。
だ
が
、
そ
の
内
容
の
多
く
は
現
地
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
よ
り
も
ワ
シ

ン
ト
ン
発
の
情
報
に
依
拠
し
、
そ
れ
を
確
認
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
〇
月
一
九
日
、
現
地

イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
か
ら
の
ラ
イ
ブ
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

お
伝
え
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
軍
で
す
け
れ
ど
も
、
ご
く
限
ら
れ
た
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、
特
殊
部
隊
を
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
南

部
に
投
入
し
ま
し
て
、
す
で
に
地
上
作
戦
を
展
開
し
て
い
る
模
様
で
す
。
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別
の
局
も
現
地
か
ら
の
報
告
を
流
し
た
。

イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
で
す
。
そ
ち
ら
か
ら
話
が
あ
り
ま
し
た
地
上
軍
の
展
開
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
情

報
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
肝
心
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
は
、
そ
れ
を
確
認
す
る
よ
う
な
情
報
は
ま
だ
伝
わ
っ
て
き

て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
の
外
交
・
軍
事
関
係
者
の
間
で
は
こ
こ
数
日
中
に
そ
う
し
た
動
き
が
あ
る
だ
ろ

う
と
予
測
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
理
解
で
き
る
の
は
、
取
材
が
制
約
さ
れ
、
情
報
が
な
か
な
か
入
ら
な
い
な
か
で
は
、
現
地
と
い
え

ど
も
、
大
局
的
に
状
況
を
把
握
で
き
る
情
報
環
境
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
西
側
の
メ
デ
ィ
ア
が
空
爆
の
標
的

と
な
っ
た
カ
ブ
ー
ル
に
入
っ
た
の
は
一
一
月
八
日
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
困
難
な
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
レ
ビ
は
現
地
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
に
こ
だ
わ
り
、
あ
ま

り
に
も
細
部
を
追
っ
た
そ
の
時
々
の
情
報
を
流
し
続
け
た
。
し
か
も
問
題
は
、
多
大
な
努
力
を
は
ら
っ
て
続
け
ら
れ
た

現
地
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
が
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
情
報
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
辺
見
庸

は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
投
下
さ
れ
た
爆
弾
が
一
発
で
野
球
場
五
つ
分
の
範
囲
の
物
体
を
破
壊
で
き
る
燃
料
気
化
爆
弾

B 

L 

U 

82
や
数
十
メ
ー
ト
ル
四
方
に
鉄
の
破
片
が
飛
び
散
る
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
な
ど
特
殊
な
も
の
で
、
投
下
さ
れ
た
一

帯
は
そ
の
破
片
で
銀
色
に
輝
い
て
い
た
、
と
現
地
取
材
に
も
と
づ
い
て
指
摘
し
て
い
る
（
哀
）。

カ
ブ
ー
ル
は
原
爆
投
下
後
の
広

島
・
長
崎
を
彷
彿
と
さ
せ
る
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ
は
そ
う
し
た
現
実
を
伝
え
た
だ
ろ
う
か
。

　

テ
レ
ビ
と
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
の
落
差
は
、
外
国
の
局
の
報
道
ス
タ
イ
ル
と
の
落
差
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
て
西
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側
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
最
初
に
取
材
し
た
B 

B 

C
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
特
派
員
が
空
爆
で
負
傷
し
た

住
民
が
タ
ン
カ
で
病
院
に
運
ば
れ
る
と
こ
ろ
を
追
い
掛
け
な
が
ら
カ
メ
ラ
を
回
し
続
け
、「
赤
十
字
病
院
に
新
た
な
負
傷

者
が
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
民
間
人
の
死
傷
者
の
有
無
が
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
私
は
こ
の
眼
で
確
認
し
ま
し
た
。

正
義
の
名
を
か
り
て
、
罪
の
な
い
七
歳
の
少
年
の
手
足
が
奪
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
レ
ポ
ー
ト
し
た
。
こ
う
し
た
映
像
す
ら
、

日
本
で
放
送
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
テ
レ
ビ
取
材
班
が
伝
え
る
情
報
や
映
像
は
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
、
あ
ま
り
に
も
細
部
に
こ
だ
わ
り
、
ワ
シ
ン
ト

ン
発
の
情
報
を
対
象
化
し
、
批
判
的
に
見
据
え
る
よ
う
な
視
座
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い
。
現
地

か
ら
の
映
像
は
、
い
わ
ば
ワ
シ
ン
ト
ン
発
の
情
報
に
包
囲
さ
れ
、
映
像
の
も
つ
固
有
の
強
度
と
密
度
を
失
っ
て
、
た
ん
に

「
現
地
か
ら
」
の
報
告
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
す
る
た
め
に
映
し
出
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
（
愛
）。

　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
エ
リ
ッ
ク
・
ロ
ー
は
、
速
報
性
に
富
む
情
報
が
流
さ
れ
る
こ
と
で
、
テ
レ
ビ
視
聴
者
が
、

操
作
さ
れ
て
は
い
な
い
リ
ア
ル
な
情
報
を
手
に
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
幻
想
を
抱
き
や
す
い
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
た
、
現
地
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
彼
の
指
摘
を
傍
証
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
意
図
せ
ざ
る
結

果
と
し
て
、
大
量
の
映
像
と
言
明
を
現
地
か
ら
瞬
時
に
伝
達
す
る
こ
と
で
、
視
聴
者
が
現
地
を
見
な
が
ら
も
、
実
際
に
は

け
っ
し
て
戦
争
を
「
視
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
「
舞
台
装
置
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

可
視
化
さ
れ
る
こ
と
で
不
可
視
化
さ
れ
る
戦
争
の
経
験
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

　

こ
う
し
た
日
本
の
ニ
ュ
ー
ス
制
作
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
空
爆
が
続
く
な
か
で
、
あ
る
キ
ャ
ス
タ
ー
が
現
地
レ
ポ
ー

タ
ー
に
向
か
っ
て
述
べ
た
次
の
よ
う
な
発
言
に
象
徴
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
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市
民
に
被
害
も
出
て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
が
、
誤
爆
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
発
話
に
は
、
二
つ
の
意
味
の
ベ
ク
ト
ル
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
空
爆
で
実
際

に
死
傷
者
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
、
曖
昧
な
、
推
測
の
域
を
出
な
い
問
題
に
移
行
さ
せ
る
ベ

ク
ト
ル
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
推
測
の
域
を
出
な
い
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
空
爆
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
わ
れ
わ

れ
が
、
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
を
回
避
し
な
が
ら
、
テ
レ
ビ
を
「
見
続
け
て
」
も
よ
い
の
だ
、
と
い
う
状
況
へ
視
聴
者

を
シ
フ
ト
さ
せ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
、
言
語
遂
行
的
な
機
能
で
あ
る
。

　

こ
の
安
楽
な
時
空
間
を
虚
構
す
る
発
話
に
象
徴
さ
れ
る
テ
レ
ビ
の
言
語
実
践
は
、
日
本
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
に
固
有

の
問
題
と
表
現
様
式
を
指
し
示
し
て
い
る
、
と
私
は
強
く
思
う
。

六　

知
覚
の
包
囲
網
を
切
り
開
く

　

要
約
し
て
お
こ
う
。
と
り
あ
え
ず
二
つ
の
問
題
を
指
摘
で
き
る
。
第
一
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
が

構
成
さ
れ
る
な
か
で
、「
過
剰
な
語
り
」
と
「
不
当
な
無
視
」
と
い
う
極
端
な
ま
で
の
情
報
の
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
通
信
シ
ス
テ
ム
の
進
展
は
、
た
し
か
に
形
式
的
に
み
れ
ば
、
中
心
／
周
辺
と
い
う
二
項
対
立
的
な

図
式
で
捉
え
て
は
変
化
の
実
相
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
、
新
し
い
情
報
の
生
産
・
移
動
・
消
費
の
構
造
を
つ
く
り
だ
し
つ
つ
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あ
る
。
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
は
そ
の
一
つ
の
証
左
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
中
心
／
周
辺
と
い
う

枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い
多
様
な
情
報
流
通
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
（
し
か
し
こ
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
に
お
い
て

も
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
の
第
一
次
情
報
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
だ
）。
し
か
し
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
が
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
心
に
位
置
す
る
ア
メ
リ
カ
の
利
害
に
深
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま

た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
単
純
化
し
て
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世
界
的
へ
ゲ
モ
ニ
ー
の
構
築
と
み
る
こ
と
は
必
ず
し
も
正
し

い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
日
本
の
文
脈
に
即
し
て
み
る
限
り
、
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
う
る
可
能
性
が
現

に
存
在
す
る
こ
と
も
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
と
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
の
報
道
が
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
情
報
の
流

れ
は
圧
倒
的
な
不
均
衡
の
な
か
に
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア

が
、
上
記
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
構
成
に
と
も
な
う
情
報
の
流
れ
の
遍
在
性
、
不
均
衡
に
あ
ま
り
に

無
自
覚
で
あ
る
こ
と
だ
。
と
い
う
よ
り
も
、
無
自
覚
で
あ
る
ふ
り
を
し
て
、
言
説
の
不
均
衡
を
突
き
崩
す
努
力
を
放
棄
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
必
要
な
の
は
、
テ
ロ
攻
撃
に
よ
る
死
者
を
「
英
雄
物
語
」
に
し
て
し
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ

ビ
に
対
し
て
、
空
爆
に
よ
っ
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
死
亡
し
た
人
々
を
ま
た
一
つ
の
「
悲
劇
」
と
し
て
ド
ラ
マ
化
し
て
し

ま
う
こ
と
な
ど
で
は
な
い
は
ず
だ
。
い
く
つ
も
の
「
悲
劇
」
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
そ
の
構
造
を
独
自
の
取
材
力
と
見
識
で

分
析
す
る
力
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
で
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
分
析
力
と

専
門
性
を
、
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
競
合
関
係
の
中
で
ま
す
ま
す
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
本
当
に

不
均
衡
を
是
正
し
、
専
門
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
情
報
を
発
揮
で
き
る
力
が
あ
る
の
か
。
上
記
の
「
言
説
の
不
均
衡
を
突
き

崩
す
努
力
を
放
棄
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
誤
り
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
私
は
願
う
。
し
か
し
も
し
そ
う
で
あ
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る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
こ
と
・
聞
く
こ
と
一
切
の
強
固
な
包
囲
網
に
切
れ
目
を
入
れ
、
メ
デ
ィ
ア
空
間
の
内
部

に
多
声
性
を
切
開
し
続
け
る
た
め
に
、
批
判
的
な
声
を
発
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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第
八
章　

幽
霊
を
見
る
遊
戯
空
間

┠
┨
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
以
降
の
メ
デ
ィ
ア
論

対
象
そ
の
も
の
か
ら
お
墨
付
き
を
も
ら
え
る
よ
う
な
複
写
は
、
物
理
的
な
正
確
さ
を
帯
び
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
サ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
格
子
か
ら
は
必
然
的
に
抜
け
落
ち
て
い
く
し
か
な
い
身
体
の
リ
ア
ル
な
も
の
を
、
そ
れ
は
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
と
は
そ
も
そ
も
、
幽
霊
の
出
現
を
し
か
伝
達
し
な
い
も
の
な
の
だ
。
リ
ア
ル
な
も
の
と
は
、
ラ
カ
ン
も
い
う
ご
と
く
、

死
体
と
い
う
単
語
す
ら
ま
だ
な
ま
や
さ
し
い
よ
う
な
何
か
だ
か
ら
で
あ
る
。（K

ittler （1986

）
訳
二
五
頁
）

一　

メ
デ
ィ
ア
の
「
生
」
と
「
死
」

　

メ
デ
ィ
ア
論
の
古
典
と
で
も
い
う
べ
き
『
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
』
や
『
写
真
小
史
』
を
執
筆
し
た
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
ま
な
ざ
し
に
映
し
出
さ
れ
た
情
景
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
一
八
二
〇
年
代
に
ニ
エ
プ
ス
に
始
ま
る
と

さ
れ
る
写
真
の
誕
生
か
ら
ほ
ぼ
九
〇
年
、
そ
し
て
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
よ
る
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
を
そ
の
起
源
と
す
る
映
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画
の
誕
生
か
ら
三
〇
年
が
経
過
し
た
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
目
は
ど
の
よ
う
な
光
景
を
見
つ
め
て
い

た
の
か
。
想
起
さ
れ
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
誕
生
し
、
そ
し
て
誕
生
ま
も
な
い
そ
の
メ
デ
ィ
ア
が
死
亡
宣
告
を
突
き
つ
け

ら
れ
る
、
歴
史
的
情
景
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
特
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
、
生
と
死
を
経
験
し
、

そ
し
て
最
初
の
生
と
は
異
質
な
、
い
わ
ば
「
強
い
ら
れ
た
生
」
を
受
容
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
光
景
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
「
何
か
に
強
い
ら
れ
た
生
」
に
抗
い
な
が
ら
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
生
と
死
、
そ
の
歴
史
の
回
転
軸
に
直
面
し
た
か
ら
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
つ
ね
に
照
ら
し
続
け
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
テ
ー
マ
、
そ
れ
は
伝
達
可
能
性
と
不
可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
、
つ
ま
り
「
伝
達
可
能
性
そ
の
も
の
を
、
伝
達
す

る
」
と
い
う
問
題
系
で
あ
る
。
伝
達
と
は
そ
も
そ
も
伝
達
可
能
性
を
伝
達
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
伝

達
不
可
能
性
の
象
徴
で
も
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
可
能
で
あ
る
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
も
言
い
切
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、

メ
デ
ィ
ア
の
存
在
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
問
題
系
を
、
彼
の
思
索
が
切
り
拓
き
続
け
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

現
在
の
複
製
文
化
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
私
は
こ
の
伝
達
可
能
性
と
不
可
能
性
が
も
っ
と
も
肝
心
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
メ
デ
ィ
ア
の
「
生
」
と
は
な
に
か
、「
死
」
と
は
な
に
か
、
そ
し

て
「
強
い
ら
れ
た
生
」
と
は
な
に
か
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
あ
ら
た
め
て
考
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二　

見
え
な
い
も
の
を
見
る
、
あ
る
い
は
幽
霊
を
見
る
こ
と
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一
九
三
一
年
に
書
か
れ
た
『
写
真
小
史
（Kleine G

eschichte der Photographie

）』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、

ニ
エ
プ
ス
と
ダ
ゲ
ー
ル
の
発
明
以
来
一
〇
〇
年
に
満
た
な
い
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
の
短
い
歴
史
を
主
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
冒

頭
の
部
分
に
は
、「
写
真
が
絶
頂
を
極
め
た
の
は
、
ヒ
ル
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
、
ユ
ゴ
ー
や
ナ
ダ
ー
ル
が
活
動
し
て
い
た
時
期

で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
十
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
唖
）」
と
い
う
文
章
と
と
も
に
、「
写
真
家
た
ち
の
ほ
う
は
、
一
八
八
〇
年
以

降
の
時
期
、
む
し
ろ
ア
ウ
ラ
を
捏
造
す
る
こ
と
に
自
分
た
ち
の
使
命
を
見
て
い
た
（
娃
）」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
指
摘
に
、

写
真
が
み
ず
か
ら
の
生
き
生
き
と
し
た
「
生
」
を
享
受
し
て
い
た
時
期
か
ら
、
衰
退
へ
の
道
を
歩
む
軌
跡
を
読
み
取
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
軌
跡
を
、
若
々
し
い
魅
力
を
も
つ
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
が
そ
の
新
奇
さ
を
失

い
、
凡
庸
な
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
変
化
し
て
い
く
、
つ
ま
り
ど
こ
に
で
も
あ
る
自
然
な
移
行
で
あ
る
か
の
よ
う
に
判
断

し
、
読
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

む
し
ろ
、
こ
の
文
章
か
ら
読
み
取
る
べ
き
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
「
飼
い
馴
ら
し
て
し
ま
う
」
社
会
と
文
化
の
暴
力
に
対
す

る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
認
識
で
あ
り
、
彼
自
身
の
こ
と
ば
を
使
え
ば
、
旧
来
の
「
芸
術
観
を
裁
判
官
席
に
座
ら
せ
、
そ
の
前
で

写
真
家
を
弁
護
す
る
」
と
い
う
倒
錯
し
た
身
振
り
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
の
ま
な
ざ
し
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
に
向
け
ら
れ
た
社
会
の
暴
力
性
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
。「
ア
ウ
ラ
を
捏
造
す
る
こ
と
に
自
分
た
ち
の
使
命
を
見
て
い
た
」
と
の
文
章
は
、
社
会
や
文
化

の
暴
力
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
の
生
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

で
は
、
暴
力
を
も
っ
て
し
て
で
も
抑
圧
し
封
印
せ
ね
ば
な
ら
な
い
メ
デ
ィ
ア
の
「
生
」
と
は
な
に
か
。「
新
し
い
技
術

の
挑
発
的
な
出
現
」
と
彼
が
形
容
し
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
生
と
は
な
に
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
多
く
を
語
ら
な
い
。　



Ⅳ　世界との応答関係　　200

　

し
か
し
、『
写
真
小
史
』
に
は
、
こ
の
問
題
へ
の
思
考
を
開
く
、
二
つ
の
文
が
書
か
れ
て
い
る
。「
こ
う
し
た
視
覚
に
お

け
る
無
意
識
的
な
も
の
は
、
写
真
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
阿
）」
と
い
う
文
章
、
そ
し
て
も
う
一
つ
「
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
写
真
は
環
境
と
人
間
と
の
疎
遠
化
、
治
療
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
疎
遠
化
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
疎
遠
化
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
訓
練
を
積
ん
だ
目
に
は
あ
る
視
界
が
開
け
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
細
部
を
捉
え
る
た

め
に
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
雰
囲
気
は
す
べ
て
犠
牲
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
哀
）」

と
い
う
文
章
だ
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
ノ
エ
シ
ス
／
ノ
エ
マ
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
通
常
の
知
覚
の
あ
り

よ
う
は
、
意
識
の
志
向
性
と
こ
の
志
向
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
限
り
で
の
志
向
対
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
日
常
化
し
、
習
慣
化
し
、「
あ
る
対
象
を
有
意
味
な
あ
る
も
の
と
し
て
」
産
出
し
続
け
る
、
自
明
の
世
界

を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
だ
が
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
写
真
は
、
こ
の
環
境
と
人
間
と
の
慣
れ
親
し
ん
だ
関
係
に
突
然
あ
る
切

れ
目
を
入
れ
、
疎
遠
化
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
突
如
、
意
識
化
さ
れ
続
け
て
い
る
位
相
か
ら
は
排
除
さ
れ
、
見
え
な
い

／
見
え
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
位
相
、
つ
ま
り
無
意
識
的
な
も
の
の
位
相
を
は
じ
め
て
知
ら
れ
う
る
も
の
に
す
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
文
章
を
ひ
と
ま
ず
そ
う
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
先
に
引
用
し
た
キ
ッ
ト
ラ
ー
の
「
メ

デ
ィ
ア
と
は
そ
も
そ
も
、
幽
霊
の
出
現
を
し
か
伝
達
し
な
い
も
の
な
の
だ
」
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
慣
れ

親
し
ん
だ
、
調
和
し
た
、
秩
序
あ
る
世
界
の
只
中
に
、
幽
霊
を
、
ノ
イ
ズ
を
産
出
し
て
し
ま
う
。
メ
デ
ィ
ア
の
「
生
命
」

「
生
」
と
は
、
こ
の
「
幽
霊
」「
ノ
イ
ズ
」
を
産
出
す
る
力
だ
。

　

ノ
イ
ズ
は
日
常
世
界
の
秩
序
を
か
き
乱
す
。
幽
霊
は
人
々
の
心
を
恐
怖
に
打
ち
震
わ
せ
、
か
き
乱
す
。
だ
か
ら
、
そ
う

し
た
「
幽
霊
」「
ノ
イ
ズ
」
を
産
出
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
「
狂
気
」
と
し
て
馴
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
の
指
摘
の
よ
う
に
、
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「
社
会
は
『
写
真
』
に
分
別
を
与
え
、『
写
真
』
を
眺
め
る
人
に
向
か
っ
て
た
え
ず
炸
裂
し
よ
う
と
す
る
『
写
真
』
の
狂
気

を
し
ず
め
よ
う
（
愛
）」

と
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア
は
い
つ
も
社
会
か
ら
死
亡
宣
告

を
突
き
つ
け
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
『
写
真
小
史
』
の
後
に
書
か
れ
た
有
名
な
『
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
』
も
ま
た
、
写
真
が
死
亡
宣
告
を
告

げ
ら
れ
た
後
の
、
い
ま
だ
そ
の
「
生
」
を
保
ち
続
け
、
か
つ
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
映
画
へ
の
あ
ま
り

に
も
早
す
ぎ
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
政
治
の
耽
美
主
義
化
か
、
芸
術
の
政
治
化
か
、
そ
の
最
後
の
問
い

か
け
は
、『
写
真
小
史
』
が
示
し
た
洞
察
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
危
惧
と
は
反
対
に
、「
強
い
ら
れ
た
生
」
の

誕
生
に
直
面
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、「
幽
霊
」「
ノ
イ
ズ
」
の
生
成
装
置
と
し
て
映
画
の
「
生
」
と
「
希
望
」
を
あ
く

ま
で
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
悲
痛
な
思
い
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
い
る
。

三　

伝
達
可
能
性
と
不
可
能
性

　

と
こ
ろ
で
、「
幽
霊
」「
ノ
イ
ズ
」
と
は
な
に
か
。
死
ん
だ
人
の
顔
さ
え
も
、
一
瞬
に
消
え
去
る
音
さ
え
も
、「
い
ま
こ

こ
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
」
記
録
し
保
存
し
再
現
前
化
す
る
の
が
複
製
技
術
で
あ
る
。「
幽
霊
」
と
は
、
消
失
し
た
姿

や
音
の
複
製
技
術
に
よ
る
再
現
前
、
い
わ
ば
「
非
現
前
の
現
前
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
複
製
技
術
は
「
幽
霊
」

を
産
出
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
理
解
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
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キ
ッ
ト
ラ
ー
の
「
メ
デ
ィ
ア
と
は
そ
も
そ
も
、
幽
霊
の
出
現
を
し
か
伝
達
し
な
い
も
の
な
の
だ
」
と
い
う
言
葉
が
、
さ
ら

に
い
え
ば
「
写
真
と
は
『
偶
然
』
の
、『
機
会
』
の
、『
遭
遇
』
の
、
そ
し
て
『
現
実
界
』
の
、
あ
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
表
現

だ（挨
）」
と
い
う
バ
ル
ト
の
指
摘
が
、
と
も
に
ラ
カ
ン
を
ふ
ま
え
て
、
彼
の
「
現
実
界
」
の
審
級
を
指
す
も
の
と
し
て
「
幽
霊
」

が
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
そ
う
し
た
単
純
な
理
解
で
は
す
ま
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ラ
カ
ン
の
い

う
「
象
徴
界
」「
想
像
界
」「
現
実
界
」
の
審
級
か
ら
は
じ
め
て
み
え
て
く
る
も
の
が
「
幽
霊
」「
ノ
イ
ズ
」
な
の
で
あ
る
。

　

ラ
カ
ン
を
ふ
ま
え
た
キ
ッ
ト
ラ
ー
の
規
定
も
、
ま
た
バ
ル
ト
の
規
定
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
視
覚
に
お
け
る
無
意
識
的

な
も
の
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
事
柄
と
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
う
。
し
か
し
他
方
で
、
キ
ッ
ト
ラ
ー
や
バ

ル
ト
の
洞
察
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
察
の
全
体
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
視
覚
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
」

「
無
意
識
の
場
」
と
い
う
概
念
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
示
唆
し
よ
う
と
し
た
事
柄
を
い
ま
一
度
慎
重
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
。

　

複
製
技
術
た
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
考
察
が
示
唆
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
密
接
に
関
連
し
あ
う
二
つ
の

相
か
ら
把
握
で
き
る
。
一
つ
は
、
複
製
技
術
の
「
技
術
／
器
械
」
の
側
面
（
キ
ッ
ト
ラ
ー
、
バ
ル
ト
が
注
目
し
た
）
で
あ
り
、

そ
し
て
も
う
一
つ
の
位
相
は
複
製
技
術
の
「
複
製
／
コ
ピ
ー
」
の
側
面
で
あ
る
。「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
も
実
は
こ
の

二
つ
の
位
相
に
関
連
づ
け
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

　

第
一
の
相
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
見
え
な
い
／
見
え
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
位
相
、
つ
ま
り
無
意
識
的

な
も
の
の
位
相
を
、
カ
メ
ラ
と
い
う
器
械
の
眼
が
は
じ
め
て
知
ら
れ
う
る
も
の
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
直
接
か
か
わ
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
本
質
的
な
問
題
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
活
動
の
原
現
象
と
し
て
」
位
置
づ
け
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た
「
模
倣
／
ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
、
一
種
の
「
言
語
」
な
い
し
「
言
語
活
動
」
と
捉
え
直
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
言
語
論
」

を
参
照
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
「
人
間
の
精
神
生
活
の
ど
の
よ
う
な
表
出
も
、
一
種
の
言
語
（Sprache

）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
文

章
か
ら
始
ま
る
『
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
』
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
音
楽
の
言
語
」「
彫
刻
の
言
語
」、
そ

し
て
「
舞
踊
の
言
語
」
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
精
神
内
容
の
ど
の
よ
う
な
伝
達
も
す
べ
て
言
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
言
葉
に
よ
る
伝
達
は
た
ん
に
人
間
の
行
な
う
伝
達
と
い
う
一
特
殊
ケ
ー
ス
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

　

で
は
、
言
語
は
な
に
を
伝
達
す
る
の
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
メ
デ
ィ
ア
論
的
思
考
に
と
っ
て
決
定
的
な
、
以
下
の
よ
う
な

論
述
を
遺
し
て
い
る
。

言
語
は
自
身
に
合
致
す
る
精
神
的
本
質
を
伝
達
す
る
。
こ
の
精
神
的
本
質
は
自
己
を
言
語
に
お
い
て
（in

）
伝
達
す
る
の
で

あ
っ
て
、
言
語
に
よ
っ
て
（durch

）
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
肝
要
な
の
だ
。
…
…
精
神
的
本
質
は
自
己
を
言

語
に
お
い
て
伝
達
す
る
の
で
あ
っ
て
、
言
語
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
┠
┨
す
な
わ
ち
、
精
神
的
本
質
は
言
語
的
本
質
に
外
側

か
ら
等
し
い
の
で
は
な
い
。
精
神
的
本
質
は
、
そ
れ
が
伝
達
可
能
な
限
り
に
お
い
て
の
み
、
言
語
的
本
質
と
同
一
な
の
で
あ
る
。

あ
る
精
神
的
本
質
（einem

 geistigen W
esen

）
に
あ
っ
て
伝
達
可
能
な
も
の
（m

itteilbar

）、
そ
れ
が
、
そ
の
精
神
的
本
質
の

も
つ
言
語
的
本
質
（sprachliches W

esen

）
で
あ
る
。
言
語
は
、
し
た
が
っ
て
、
事
物
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
的
本
質
を
伝
達
す

る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
精
神
的
本
質
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
直
接
に
言
語
的
本
質
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
┠
┨
伝
達
可

能
に
な
っ
て
い
る
┠
┨
限
り
に
お
い
て
の
み
、
言
語
は
そ
の
精
神
的
本
質
を
伝
達
す
る
（
姶
）。
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生
あ
る
自
然
の
う
ち
に
も
生
な
き
自
然
の
な
か
に
も
、
み
ず
か
ら
の
精
神
的
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も

の
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。
そ
の
精
神
的
内
容
、
精
神
的
本
質
は
、
そ
の
本
質
に
あ
っ
て
伝
達
可
能
な

も
の
、
つ
ま
り
事
物
の
言
語
的
本
質
と
合
致
す
る
限
り
で
、
精
神
的
本
質
を
伝
達
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
繰
り
返
し
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
精
神
的
本
質
は
自
己
を
言
語
に
お
い
て
（in

）
伝
達
す
る
。
正
確
に
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
語
的
本
質
を
も
つ
個
々
の
言
語
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
的
本
質
に
合
致
し
う
る
限
り
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神

的
本
質
を
伝
達
す
る
の
で
あ
り
、
精
神
的
本
質
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
、
そ
れ
が
透
明
な
管
／
チ
ュ
ー
ブ
の
よ
う
な
メ
デ

ィ
ア
＝
言
語
に
よ
っ
て
（durch

）
伝
達
さ
れ
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
の
だ
。

　

こ
の
こ
と
を
彼
は
、
次
の
よ
う
に
敷
衍
し
て
い
る
。「
伝
達
と
し
て
、
言
語
は
、
あ
る
精
神
的
本
質
を
、
と
は
す
な
わ
ち
、

あ
る
伝
達
可
能
性
そ
の
も
の
を
、
伝
達
す
る
（
逢
）」
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
伝
達
に
お
け
る
伝
達
す
る
も
の
」
の

「
密
度
」
と
、「
伝
達
に
お
け
る
伝
達
可
能
な
も
の
」
の
「
密
度
」
に
従
っ
て
、
段
階
的
に
区
別
さ
れ
る
の
だ
と
も
述
べ
る
。

こ
こ
に
は
、
伝
達
可
能
性
を
素
朴
に
信
じ
る
昨
今
の
メ
デ
ィ
ア
論
か
ら
は
も
っ
と
も
遠
く
隔
た
っ
た
地
点
に
立
つ
、
伝
達

可
能
性
と
不
可
能
性
に
か
ん
す
る
も
っ
と
も
深
い
思
索
が
あ
る
。

言
語
は
い
か
な
る
場
合
で
も
、
伝
達
可
能
な
も
の
の
伝
達
で
あ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
、
伝
達
不
可
能
な
も
の
の

象
徴
で
も
あ
る
の
だ
（
葵
）。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
提
出
で
き
る
だ
ろ
う
。
言
語
が
自
身
に
合
致
す
る
精
神
的
本
質
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を
伝
達
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
カ
メ
ラ
の
言
語
」「
映
画
の
言
語
」
は
事
物
の
い
か
な
る
精
神
的
本
質
を
伝
達
で
き
る
の

か
、
と
い
う
問
い
だ
。
器
械
の
眼
は
い
か
な
る
精
神
的
本
質
を
伝
達
で
き
る
の
か
。

　

そ
の
問
題
に
対
し
て
、
あ
ら
た
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
「
伝
達
に
お
け
る
伝
達
す
る
も
の
」
の
「
密
度
」
と
、

「
伝
達
に
お
け
る
伝
達
可
能
な
も
の
」
の
「
密
度
」
に
従
っ
て
、
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
も
の
か
ら
逸
脱
し
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル

な
も
の
を
裏
切
る
、「
リ
ア
ル
」
を
伝
達
す
る
の
だ
、
と
答
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、「
音
響
上
の
出
来
事
そ
れ
じ
た
い
」

を
録
音
す
る
こ
と
で
、
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
秩
序
だ
っ
た
音
楽
の
な
か
に
「
ノ
イ
ズ
」
と
い
う
「
統
計
学
的
混
乱
」
を
引
き

込
み
、「
リ
ア
ル
」
を
露
わ
に
し
て
し
ま
う
蓄
音
機
の
「
リ
ア
ル
」
で
あ
り
（
F
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
）、「
光
学
上
の
出
来
事
そ

れ
じ
た
い
」
を
記
録
す
る
こ
と
で
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
相
を
つ
ね
に
随
伴
さ
せ
な
が
ら
思
い
浮
か
べ
る
「
自
分
の
顔
」
の

「
リ
ア
ル
な
」
姿
を
突
如
露
わ
に
し
て
し
ま
う
写
真
の
「
リ
ア
ル
」（
バ
ル
ト
）
な
の
だ
と
。
完
結
し
た
、
す
で
に
閉
じ
ら

れ
た
、
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
枠
組
み
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
た
知
覚
に
切
れ
目
を
入
れ
、
そ
の
わ
ず
か
な
切
れ
目
か
ら
み
え
る

も
の
、
そ
れ
が
幽
霊
と
い
う
名
の
「
リ
ア
ル
」
な
の
だ
。
と
同
時
に
、
そ
の
伝
達
可
能
性
は
、「
伝
達
不
可
能
な
も
の
」「
伝

え
え
な
い
こ
と
」
の
「
徴
」
で
も
あ
る
。

四　

引
用
・
複
製
・
横
領
、
そ
し
て
遊
戯
の
実
践

　

で
は
、
第
二
の
相
、
複
製
技
術
の
「
複
製
／
コ
ピ
ー
」
の
側
に
力
点
を
お
い
て
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
何
が
み
え
て
く
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る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
相
は
、
た
し
か
に
第
一
の
相
と
直
接
的
な
連
関
を
保
ち
続
け
て
は
い
る
も
の
の
、
分
析
的
に
そ
れ

と
は
区
別
可
能
な
相
だ
。
複
製
技
術
に
よ
る
「
複
製
／
コ
ピ
ー
」
の
能
力
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
た
二
〇
世
紀
の
文
化
、

そ
れ
を
複
製
文
化
と
呼
び
慣
わ
す
な
ら
ば
、
こ
の
複
製
文
化
の
な
か
に
も
実
は
「
リ
ア
ル
」
が
出
現
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
た
し
か
に
そ
う
主
張
し
た
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
を
考
究
す
る
た
め
の
補
助
線
が
「
遊
戯
」（Spielrum

）
と
い
う
概
念

で
あ
る
。

　

遊
戯
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
な
か
で
と
り
わ
け
特
別
の
位
置
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
内
部
に
折

り
重
な
っ
て
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
二
つ
の
側
面
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
の
側
面
で
あ
る
仮
象
が
「
呪
術
的
な

や
り
か
た
の
す
べ
て
の
、
も
っ
と
も
抽
象
化
さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
最
も
恒
常
的
な
図
式
」
で
あ
る
と
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
遊
戯
は
「
実
験
的
な
や
り
方
の
す
べ
て
の
、
無
尽
蔵
の
貯
蔵
庫
」
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
遊
戯
と
は
「
類
似
物
を
創
り
出
す
こ
と
」「
真
似
を
す
る
こ
と
」
と
い
う
ミ
メ
ー
シ
ス
の
能
力
が
も
つ
呪

術
性
の
側
面
を
剥
ぎ
取
り
、「
子
供
の
遊
び
」
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
反
復
を
通
じ
た
同
一
性
の
差
異
化
の
営
み

と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
営
み
を
つ
う
じ
た
世
界
と
の
絶
え
ざ
る
応
答
関
係
の
更
新
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
味
し
て
い
る
。
演
じ

直
す
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
営
み
の
限
界
を
露
わ
に
す
る
こ
と
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
複
製
と
い
う
事
態
の

本
質
的
な
側
面
を
意
味
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
、
蓄
音
機
や
カ
メ
ラ
と
い
う
「
技
術
／
器
械
」
装
置
が
「
音
響
上
の
出
来
事
そ
れ
じ
た
い
」
や
「
光
学
上
の

出
来
事
そ
れ
じ
た
い
」
を
記
録
し
保
存
す
る
こ
と
で
、「
リ
ア
ル
」
を
知
ら
し
め
て
し
ま
う
事
態
を
私
た
ち
は
み
て
き
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
複
製
／
コ
ピ
ー
」
と
は
、「
芸
術
作
品
上
の
出
来
事
そ
れ
じ
た
い
」
を
記
録
し
保
存
し
た
上
で
、
そ
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れ
を
不
断
に
横
領
（appropriation

）
し
て
し
ま
う
技
法
の
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
音
源
を
そ
の
ま
ま
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
作
ら
れ
た
音
楽
作
品
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
写
真
を
何
枚
も
切
り
貼
り
し
て
制
作
さ
れ

た
一
枚
の
作
品
。
そ
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
願
望
し
た
、
す
べ
て
書
か
れ
た
も
の
が
す
で
に
誰
か
が
書
い
た
も
の
の
引

用
か
ら
の
み
成
立
す
る
本
。
そ
し
て
翻
訳
。
こ
れ
ら
引
用
の
音
楽
、
引
用
の
書
物
、
コ
ピ
ー
／
複
製
の
作
品
は
、
ま
さ
し

く
模
倣
の
技
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
は
、
模
倣
・
引
用
・
複
製
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
に
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
た
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
い
、
当
初
も
ち
え
て
い
た
意
味
が
剥
奪
さ
れ
、

も
と
も
と
も
っ
て
い
た
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
の
枠
組
み
を
超
え
た
な
に
か
が
不
意
に
露
呈
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
生
じ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
引
用
さ
れ
た
も
の
、
贋
物
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
、
逆
説

的
に
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
の
な
か
に
隠
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
不
可
視
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
「
精

神
的
本
質
の
伝
達
可
能
な
も
の
」
が
産
出
さ
れ
る
事
態
が
生
成
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
模
倣
を
、
そ
し
て
そ
の
一
側
面
た

る
遊
戯
を
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
文
脈
に
即
し
て
い
え
ば
、
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
枠
組
み
の
な
か
に
分
節
化
し
、
包
摂
し
て

き
た
力
が
及
ば
な
い
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
裂
け
目
か
ら
、「
幽
霊
」
と
い
う
名
の
「
リ
ア
ル
」
を
開
示
す
る
営
み
と
位
置
づ

け
う
る
だ
ろ
う
。「
遊
戯
空
間
」
と
は
こ
う
し
た
実
践
が
行
な
わ
れ
る
空
間
の
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
複

製
技
術
の
う
ち
に
み
て
い
た
革
新
力
は
、
複
製
「
技
術
」
と
「
複
製
」
技
術
、
こ
の
二
つ
の
側
面
が
折
り
重
な
っ
た
な
か

に
発
見
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
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五　

霊
媒
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア

　

す
で
に
、
二
一
世
紀
の
わ
れ
わ
れ
の
文
化
は
、
引
用
の
、
複
製
の
、
文
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
と
偽
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
コ
ピ
ー
、
と
い
っ
た
二
項
対
立
を
突
き
崩
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
幾
度
も
言
及
さ
れ
た
事
柄
だ
。
一
時
期

流
行
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
風
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
真
と
偽
」「
現
実
と
虚
構
」「
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
」

の
差
異
を
な
し
崩
し
に
し
て
し
ま
う
「
浮
遊
す
る
記
号
」
が
ラ
ン
ダ
ム
で
ア
ナ
ー
キ
ー
な
運
動
を
も
っ
て
た
え
ま
な
く
循

環
す
る
文
化
空
間
が
出
現
し
た
の
だ
、
と
。

　

し
か
し
、
本
章
で
強
調
し
た
の
は
、
一
時
流
行
し
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
風
な
言
い
方
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
で

の
「
遊
戯
性
」
で
あ
り
、「
遊
戯
空
間
」
で
あ
る
。
事
物
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
的
本
質
を
伝
達
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
世
界
と

の
応
答
関
係
を
回
復
し
、
事
物
の
生
成
の
現
場
へ
参
入
す
る
わ
ず
か
な
扉
を
開
く
、
政
治
的
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ

ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
扉
を
開
く
霊
媒
と
し
て
存
在
す
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
生
と
死
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
特
定
の
歴
史
的
条
件
に
規
定
さ
れ
た
一
度
き
り
の
経
験
で
あ
り
な
が
ら
も
、

時
と
場
所
を
か
え
て
、
至
る
所
に
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
、
生
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
い
ま
も
メ
デ
ィ
ア
は
「
生
」
へ

の
扉
を
開
く
者
を
待
ち
受
け
て
い
る
。
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あ
と
が
き

　

本
書
の
各
章
の
初
出
を
記
し
て
お
く
。

は
じ
め
に　

書
き
下
ろ
し

第
一
章　
「
情
報
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
批
判
理
論
の
課
題
」、
田
中
義
久
編
『
関
係
の
社
会
学
』
弘
文
堂
、
一
九
九

六
年
。
大
幅
に
修
正
。

第
二
章　
「
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
階
級
概
念
の
再
構
築
」、
吉
見
俊
哉
編
『
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ

ー
ズ
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。

第
三
章　
「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
言
説
と
リ
ア
リ
テ
ィ
構
成
」、
伊
藤
守
・
藤
田
真
文
編
『
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
。

第
四
章　
「
抗
争
す
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
┠
┨
公
共
の
記
憶
を
め
ぐ
る
対
抗
と
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
」、『
思
想
』
九
五
六
号
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

第
五
章　
「
規
律
化
し
た
身
体
の
誘
惑
」、
清
水
諭
編
『
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
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四
年
。

第
六
章　
「
情
報
化
と
権
力
┠
┨
権
力
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
行
為
主
体
の
再
配
備
」、
正
村
俊
之
編
『
情
報
化
と
文
化

変
容
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。

第
七
章　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
テ
レ
ビ
の
文
化
地
政
学
」、『
言
語
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
号
。

第
八
章　
「
幽
霊
を
見
る
遊
戯
空
間
」、『
木
野
評
論
』
三
四
号
、
青
幻
舎
、
二
〇
〇
三
年
。

　

第
一
章
を
除
い
て
、
こ
の
五
年
ほ
ど
の
間
に
書
い
た
も
の
の
な
か
か
ら
選
択
し
た
。
出
版
社
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
執

筆
し
た
も
の
、
公
刊
す
る
見
通
し
も
な
い
ま
ま
い
ま
書
か
な
け
れ
ば
と
の
強
い
思
い
か
ら
書
い
た
も
の
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
文
章
の
出
自
は
異
な
る
も
の
の
、
書
い
た
も
の
か
ら
自
分
を
引
き
離
す
た
め
に
別
の
原
稿
を
書
き
始
め
る
、
と
い
う
サ

イ
ク
ル
が
続
く
な
か
で
の
作
品
で
あ
る
。
自
分
が
書
い
た
も
の
を
後
か
ら
読
み
返
す
こ
と
ほ
ど
つ
ら
い
経
験
は
な
い
。
ま

た
書
い
た
も
の
が
十
全
に
自
己
の
書
き
た
い
こ
と
の
表
現
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
辛
さ
や
焦
燥
感
が
次
の
原
稿
に
向
か
わ

せ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

現
代
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
を
具
体
的
に
分
析
す
る
と
い
う
営
み
に
は
あ
る
種
の
「
瞬
発
力
」
が
求
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

対
象
へ
の
精
緻
な
分
析
が
欠
か
せ
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
は
時
間
も
必
要
と
な
る
。
だ
が
他
方
で
、
テ
レ
ビ
や
映
画
の
作

品
を
受
容
し
た
際
の
、
作
品
と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
と
の
間
に
生
ま
れ
た
そ
の
時
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚
┠
┨
そ
れ
は
作
品

と
ふ
れ
た
と
き
に
感
じ
た
「
熱
さ
」「
痛
み
」「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
っ
た
表
現
す
る
こ
と
が
困
難
な
な
に
か
で
あ
り
、
そ

れ
を
書
き
と
め
て
お
か
な
け
れ
ば
と
い
う
衝
動
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
┠
┨
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
「
速
さ
」
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が
必
要
な
の
だ
。
読
者
も
感
じ
て
い
る
作
品
と
の
出
会
い
が
つ
く
り
だ
す
特
有
の
感
覚
に
輪
郭
を
与
え
、
伝
え
る
た
め
の

「
速
さ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
速
さ
」
が
次
の
原
稿
に
向
か
わ
せ
た
一
つ
の
力
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
以
上
に
私
に
書
く
こ
と
を
強
い
た
の
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
活
を
取
り
囲
む
膨
大
な
量
の
、

そ
し
て
一
義
的
な
解
釈
や
、
立
ち
止
ま
っ
て
思
考
す
る
余
裕
す
ら
与
え
な
い
映
像
が
生
産
さ
れ
る
す
さ
ま
じ
い
ス
ピ
ー
ド
、

ま
た
、
こ
う
し
た
映
像
に
関
す
る
、
こ
れ
ま
た
す
さ
ま
じ
い
量
の
批
評
の
産
出
に
「
負
け
続
け
て
い
る
」
こ
と
へ
の
悔
し

さ
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
批
評
の
「
遅
さ
」、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク

ス
ト
が
受
容
さ
れ
消
費
さ
れ
る
現
在
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
介
入
す
る
「
速
さ
」
が
絶
対
に
必
要
な
の
だ
と
思
う
。
ア
ド
ル

ノ
と
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
彼
の
エ
ッ
セ
ー
と
い
う
形
式
は
、
体
系
性
を
拒
否
し
た
彼
の
理
論
的
身

ぶ
り
か
ら
評
価
さ
れ
が
ち
だ
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
書
く
こ
と
を
「
武
器
」
に
す
る
際
に
不
可
欠
と
な
る
「
速
さ
」
か
ら
生

ま
れ
た
形
式
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
収
録
し
た
論
考
は
そ
の
時
々
の
問
題
関
心
に
そ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
体
系
性
や
一
貫
性
を
め

ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
上
記
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
文
化
が
消
費
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
し
て
書

い
た
も
の
を
当
初
の
文
脈
か
ら
引
き
離
し
て
、
個
人
の
名
の
下
に
刊
行
さ
れ
る
一
冊
の
本
に
ま
と
め
る
こ
と
に
は
大
き
な

た
め
ら
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
分
析
の
粗
さ
や
表
面
的
な
批
評
と
い
っ
た
批
判
も
覚
悟
の
上
で
、
一
冊
に
ま
と
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
日
本
の
一
九
九
〇
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
政
治
性
を
、
そ
し
て
日
本
の
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
過
程
が
孕
む
暴
力
性
を
、
立
体
的
に
垣
間
見
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
期
待
も
あ
っ
た
。
そ
の
期
待
や
狙

い
が
果
た
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
読
者
の
判
断
に
委
ね
た
い
と
思
う
。
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批
判
的
社
会
理
論
の
な
か
に
記
号
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
系
を
い
か
に
導
入
す
る
の
か
、
バ
フ
チ
ン
や
ア
ダ

ム
・
シ
ャ
フ
や
バ
ル
ト
ら
を
手
が
か
り
に
考
え
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
『
史
的
唯
物
論
の
再
構
成
』
と

そ
の
後
に
展
開
さ
れ
た
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
と
の
出
会
い
は
、
決
定
的
だ
っ
た
。
現
在
で
も
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
重
要
性
は
い
さ
さ
か
も
失
わ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
社

会
学
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
、
本
書
で
繰
り
返
し
強
調
し
た
よ
う
に
、
記
号
の
構

築
と
解
読
を
通
じ
て
社
会
の
集
合
的
状
況
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
に
組
織
さ
れ
て
い
く
社
会
諸
集
団
の
対
抗
や
葛
藤
の
過
程
に

照
準
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
八
〇
年
代
に
入
り
高
度
消
費
社
会
と
情
報
化
が
急
速
に
進
展
す
る
な
か
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
し
め
、
新
た
な
視
界
を
切
り
拓
い
て
く
れ
た
の
が
、
ホ
ー
ル
や
ウ
ィ
リ
ス
や
ホ
ブ
ソ
ン
の
編
集
で
一
九

八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
たCulture M

edia and Language, H
utchson

だ
っ
た
。
当
時
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

な
る
名
称
も
知
ら
な
い
ま
ま
読
ん
だ
同
書
で
、
ラ
カ
ン
や
デ
リ
ダ
が
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
重
要
な
参
照
点
と
し

て
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
種
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
を
今
で
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
今
日
、
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
は
理
論
が
な
い
な
ど
と
い
う
批
判
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
精
力
的
な
フ
ラ
ン
ス
現
代

思
想
の
批
判
的
摂
取
に
対
す
る
無
理
解
か
ら
き
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
も
か
く
本
書
第
Ⅱ
部
の
具
体
的
な
分

析
の
背
景
に
あ
る
理
論
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
著
作
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
展
開
し
た
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
と
総
称
さ
れ
る
多
く
の
研
究
者
の
関
心
や
方
法
か
ら
学
び
取
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

本
書
の
刊
行
に
際
し
て
、
多
く
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
学
院
以
来
、
徹
底
し
た
テ
キ
ス
ト
・
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ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
通
じ
て
研
究
の
道
筋
を
示
唆
し
て
い
た
だ
い
た
寿
福
真
美
先
生
、
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
社
会
学
を
は
じ

め
社
会
学
の
基
本
と
と
も
に
知
識
人
と
は
な
に
か
を
身
を
も
っ
て
示
し
て
い
た
だ
い
た
矢
澤
修
次
郎
先
生
に
は
心
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
た
い
。
お
二
人
に
は
今
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
小
川
文
彌
先
生
、
藤
原
功

達
先
生
に
は
、
長
年
に
わ
た
る
N 

H 

K
放
送
文
化
研
究
所
で
の
共
同
研
究
を
つ
う
じ
て
、
メ
デ
ィ
ア
と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン

ス
へ
の
関
心
を
つ
ね
に
か
き
た
て
て
い
た
だ
い
た
。
ま
が
り
な
り
に
も
こ
う
し
た
一
冊
の
本
に
で
き
た
の
は
、
本
当
に
小

川
・
藤
原
両
先
生
の
お
か
げ
で
あ
る
。
ま
た
八
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
佐
藤
毅
先
生
に
も
お
礼
の
言
葉
を
捧
げ
た
い
。
大

学
院
の
ゼ
ミ
で
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
講
読
に
始
ま
り
、
そ
の
後
も
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
い
ち
は
や
く
日

本
に
紹
介
さ
れ
た
先
駆
者
と
し
て
、
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
佐
藤
先
生
の
単
著
『
マ
ス
コ
ミ
の
受
容
理
論

┠
┨
言
説
の
異
化
媒
介
的
変
換
』
に
つ
づ
く
メ
デ
ィ
ア
分
野
の
本
と
し
て
、
本
書
を
法
政
大
学
出
版
局
か
ら
刊
行
で
き
た

こ
と
を
な
に
よ
り
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。
物
理
学
者
で
あ
り
、
ま
た
情
報
学
を
専
門
と
さ
れ
る
田
中
一
先
生
に
は
、
札

幌
学
院
大
学
に
赴
任
し
て
以
来
一
貫
し
て
知
的
刺
激
と
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

ま
た
せ
り
か
書
房
の
船
橋
純
一
郎
氏
に
は
、
ど
ん
な
に
感
謝
し
て
も
足
り
な
い
く
ら
い
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
も

の
ぐ
さ
な
私
に
書
く
こ
と
を
す
す
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
方
々
と
の
出
会
い
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た
。
本
書
に
収
録

し
た
な
か
の
三
本
は
せ
り
か
書
房
か
ら
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
船
橋
氏
の
熱
意
が
な
け
れ
ば
こ
の
本
す
ら
刊
行
で
き
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

小
林
直
毅
、
藤
田
真
文
、
田
仲
康
博
、
岩
淵
功
一
、
正
村
俊
之
各
氏
と
の
対
話
か
ら
は
作
業
を
進
め
て
い
く
上
で
い
つ

も
多
く
の
示
唆
を
も
ら
っ
て
い
る
。
と
く
に
小
林
さ
ん
は
忌
憚
の
な
い
批
判
的
な
助
言
を
い
つ
も
く
れ
、
そ
れ
が
ど
ん
な
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に
役
立
っ
た
か
は
か
り
し
れ
な
い
。
ま
た
藤
田
さ
ん
は
同
じ
レ
ー
ス
に
参
加
す
る
競
技
者
と
し
て
い
つ
も
的
確
な
コ
メ
ン

ト
を
く
れ
た
し
、
田
仲
さ
ん
、
岩
淵
さ
ん
、
正
村
さ
ん
と
の
議
論
は
私
自
身
の
研
究
の
方
向
性
に
決
定
的
な
な
に
か
を
与

え
て
く
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
常
木
暎
生
先
生
か
ら
は
、
長
い
あ
い
だ
研
究
・
教
育
上
の
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
厳
し
く

指
導
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
の
つ
な
が
り
が
研
究
を
進
め
る
力
に
な
っ
て
い
る
。

　

田
中
義
久
先
生
に
感
謝
の
言
葉
を
捧
げ
た
い
。
社
会
学
の
枠
を
は
み
出
し
て
、
ど
こ
に
行
く
か
わ
か
ら
な
い
不
出
来
な

学
生
の
私
を
許
容
し
て
い
た
だ
い
た
。
先
生
の
学
問
的
広
さ
ゆ
え
の
寛
大
さ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
と
り
わ
け
さ
ま
ざ
ま
な

事
情
で
博
士
課
程
へ
の
進
学
を
断
念
し
よ
う
と
思
っ
た
と
き
、
上
野
駅
ま
で
来
ら
れ
、
研
究
を
続
け
る
こ
と
を
強
く
す
す

め
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
い
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
の
時
の
先
生
の
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
研
究
者
に
な
る

こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
本
を
ま
と
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
不
肖
の
弟
子
と
し
て
、
先
生
の
学
恩
に
報
い
る
研
究
を
続
け

て
い
け
る
よ
う
努
力
し
た
い
と
思
う
。

　

す
で
に
書
い
た
よ
う
に
、
佐
藤
毅
先
生
と
の
学
問
的
交
流
か
ら
カ
ル
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　　注　　(7)

注

　　　第 1章

 1 1985年に書かれた「「安楽」の全体主義」のなかで藤田省三は，現代の
「高度技術社会」を支えている精神的基礎が「不愉快な社会や事柄と対
面することを怖れ，それと相互的交渉を行なうことを恐れ，その恐れを
自ら認めることを忌避して，高慢な風貌の奥へ恐怖を隠し込もうとす
る心性である」と指摘した（『全体主義の時代経験』みすず書房，5頁）。
この指摘からすでに 20年が経過したいま，私たちは記号のきらびやか
な世界の背後にある言い知れぬ恐怖や不安を感じ，失われた安楽への途
方もない願望と，安楽を破壊すると想定されたものへの暴力に突き進ん
でいるかにみえる。

 2 Adorno (1970) SS. 247-381,訳 112頁。
 3 Adorno & Horkheimer (1949) S. 19,訳 vii頁。
 4 Ibid., S. 21,訳 xii頁。
 5 Ibid., S. 78,訳 79頁。
 6 Jay (1984） p. 513,訳 813頁。
 7 Ibid., p. 507,訳 786頁。
 8 Callinicos (1989) p. 81.

 9 フーコーの「言説の編制」に関する議論については，Foucault (1969),ま
た「規律的権力」については，Foucault (1975)を参照。

 10 Honneth (1985).

 11 Ibid.

 12  Thompson (1981) pp.138-39. Jay, op.cit., p.508,訳 786頁も参照されたい。
 13 バフチンの言語行為，言語と身体性の問題については，ボロシノフ名義

の著作 Bahtin (1976)，ならびに従来の狭隘なラブレー解釈をカーニバル
論を軸に打ち砕いた Bahtin (1974)を参照されたい。

 14 ラカンの議論については，Lacan (1966)を参照。さらにその難解な議論



(8)

を理解する導きの糸として Dor (1985)を参照した。
 15  Habermas (1985） S. 242,訳 357頁。
 16 Hall, et al. (1980)ならびに Hall (1982)を参照。
 17 Laclau & Mouffe (1985)を参照。
 18 Hall (1992) pp.141-44を参照。
 19 Hall, et al. (1980) pp.128-38を参照。
 20 たとえば，Hall, Stuart ＆ McGrew (eds.) (1992); McRobbie (1995); Hermes 

(1995);  Morley & Robins (1995)を挙げておく。現代のテレビジョン文化
の解釈をめぐる対立については，Fiske (1995)の邦訳書のあとがきでふ
れた。

　　　第 2章

 1 1960年に創刊された雑誌『テルケル（Tel Quel）』を中心に文筆活動を行
なった人たちを指し，当時のフランス思想の構造主義や記号論への関心
にもとづいて文芸批評の新しい方向を打ち出した。

 2 Hebdige (1979),訳 77頁。
 3 Ibid.,訳 80頁。
 4 Ibid.,訳 84頁。
 5 Ibid.,訳 112頁。
 6 この点については，Hall (1977) (1980a) (1980b) (1992)などの諸論考を参

照されたい。
 7 Althusser (1970),訳 59頁。
 8 Ibid.,訳 82頁。
 9 Hebdige (1979),訳 26頁。
 10 この問題に関しては，上記のHall (1992) (1996)ならびに Slack (1996)を

参照した。
 11 Laclau (1977),訳 100頁。
 12 Laclau (1977),訳 124頁。
 13 Hall (1996)を参照。
 14 Hall, et. al. (1983) p. 29.

 15 Hall (1996) pp. 39-40.



　　注　　(9)

 16 尾高 (1960) 28-29頁。
 17 稲上 (1987) 263-266頁。
 18 間 (1960) 94頁。
 19 石川（1975＝ 1987）342頁。

　　　第 3章

 1 1996年に新潟大学人文学部の 3年生約 60名に行なったアンケート調査
にもとづく。講義時間に『東京ラブストーリー』『ロングバケーション』
のそれぞれ 3回分の番組を見てもらい，各質問に記述式で自由に回答し
てもらった。

 2 村松 (1996)を参照されたい。また，彼女のテレビ番組の分析から多く
を学んだことを指摘しておきたい。

 3 エンコーディングのプロセスが孕む政治性の問題については，いうま
でもなく，Hall (1980)が必読文献である。さらに本章の分析は，Ang 

(1985)ならびに Ang (1991)の視点と関心をふまえている。
 4 宮台・石原・大塚 (1993) 173頁を参照。
 5 節合 (articulation)概念の理論的インプリケーションについては，Hall 

(1986)ならびに Slack (1996)を参照されたい。
 6 フィスクの議論については，Fiske (1987)を参照されたい。彼の研究の

意義と問題については同書の「訳者あとがき」や吉見 (2000)に詳しい。
 7 なお，本章で分析した二つの番組に続く番組として『やまとなでしこ』

を挙げることができる。この番組についての検討は，伊藤 (2003) で行
なっている。また，伊藤 (2004)では，台湾における『東京ラブストー
リー』『ロングバケーション』の受容をめぐる問題を切り口として，東
アジア圏における文化消費と文化のグローバリゼーションの意味を考察
している。これも併せて参照されたい。

　　　第 4章

 1 竹山 (2003) 72頁参照。
 2 日本放送協会『調査時報』27，昭和 2年 2月号，7-8頁参照。
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 3 『ラジオの日本』昭和 2年 2月号，4頁。逓信省事務官の中村寅市「先
帝御登遐前後に於けるラジオの活動に就いて」のなかの文である。

 4 「メディアと記憶」という問題設定についていえば，かなりの文献を
挙げることができる。代表的な論考として，Hartmann (1997); Young 

(1988); Young (1993)があるが，テレビジョンと記憶の問題を提起するも
のとして，Silverstone (1999)を参照した。

 5 この番組のビデオや DVDが発売される一方で，番組のプロデューサー
今井彰監修の本 (2001)も発売され，長期にわたって主要書店の売り上
げベストテンの上位を占めた。同書の「はじめに」には，「日本の戦後は，
数千数万のプロジェクトのドラマの歴史であり，そこに身を投じた無名
の人たちが困難に立ち向かってきた日々の記録でもあります。敗戦によ
り，文化や科学技術が根絶やしになるほどの壊滅的な打撃を受け，日本
人が絶望の前に立ち尽くしたのはわずか半世紀前のことです。ゼロから
の挑戦が，日本人に与えられたテーマでした」と書かれている。ここで
は，番組や公式ホームページよりも一層明瞭に，「日本の戦後」「日本人
の絶望」「日本人にあたえられたテーマ」が強調されている。売り上げ
に関しては，『週刊読書人』2001年 9月 28日付の「ベストセラー告知板」
を参照。また中島みゆきが歌うテーマソングの売り上げが発売以来月に
2万枚売れ続ける記録的なロングヒットになるなど，この番組自身が一
種の流行といえるほどの状況をつくりだしている。『朝日新聞』2001年
9月 20日付の記事「中島みゆき　大人に子守歌」を参照。

 6 この番組の改竄をめぐっては，日本の右翼の圧力に NHKが屈するかた
ちで，改編が行なわれたとの指摘が多くなされている。高橋 (2001); 西
野 (2001ab); 竹内 (2001)を参照されたい。

 7 公式ホームページ http://www.nhk.or.jp/projectx/index.htmによる。
 8 この点に関しては，渋谷・酒井 (2000)，ならびに斎藤 (2000)を参照さ

れたい。
 9 Morleyと Robinsは，80年代の日本のテクノロジーに対する西欧の漠然

とした羨望と脅威の感覚と認識のモードを「テクノ・オリエンタリズ
ム」と呼んだが，阿部 (2001)が指摘するように，「テクノ・オリエンタ
リズム」の裏返しともいえる「テクノ・ナショナリズム」の表象として
これらの番組を位置づけうるだろう。



　　注　　(11)

 10 番組を見て書いてもらったアンケートは，総数 58枚，2001年 10月に
都内の私立大学の学生が書いたものである。「この番組をよく見るか」
「番組を見て印象に残った点はなにか」「この番組の視聴率が比較的高く，
人気番組になっている理由はどんなところにあるか」などの質問に自由
に回答してもらった。そのなかで，「よく見る」「たまに見る」と回答し
た学生の数は 18名，これまで一度も見たことがない学生は 13名である。
また高齢者のアンケートは，同じ内容で，東京都文京区に居住する 60

歳代の 12名の方々から回答してもらった。
 11 高橋 (2001) 209-19頁参照。
 12 この「女性国際戦犯法廷」を伝えたテレビ局は NHKだけである。それ

は，外国の多くのメディアが自国でこの問題を伝えたことと対照的であ
る。また，改竄問題を報道したメディアも，『朝日新聞』，『東京新聞』
などに限定されている。最大の発行部数を占める『読売新聞』は一切論
評しなかった。新聞報道の問題については吉見 (2003)を参照されたい。

 13 「法廷」を主催した VAWW-NETが制作したビデオと NHKの放送番組
を見比べてもらった後に，世田谷区在住の 60歳代，70歳代の 120名ほ
どの視聴者に自由に書いてもらった感想の一部である。また 20代のア
ンケートは，上記と同様に二つの映像を見てもらった後，VAWW-NET

が制作したビデオを見ての感想，番組を見ての感想，改竄したことに関
する意見，をそれぞれ書いてもらった。対象は，2003年 6月都内の私
立大学の学生 113名である。

 14 本文では十分ふれられないが，80年代のメディア研究，オーディエン
ス研究の展開については，以下の文献を参照されたい。Morley (1992); 

Ang (1996); Ang (1991); 伊藤 (1999a); 伊藤 (1999b)。
 15 加藤 (1958) 49-52頁。

　　　第 5章

  1 Rother (2000),訳 125頁。
 2 Hoffmann (1993), S. 33.

 3 Rother (2000),訳 141頁。
 4 Hoffmann (1993) S. 155.
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 5 瀬川 (2002) 13-37頁を参照されたい。
 6 平井 (1999) 168頁。
 7 高橋 (2001) 224頁。
 8 ワンダーフォーゲルが火と森の民俗学を掘り起こした際に参照したのが

民俗学者ヴィルヘルム・ハインリヒ・リールであり，当時国内の第一級
の教育学者と目されていたルートヴィヒ・グルリットである。彼らの民
族主義的なロマン主義への傾倒は，「郷土」をキリスト教に代わるもの
として強く打ち出し，自然から高度な宗教的感情を得ることを主張した。
この主張には，ゲルマン精神を抑圧してきたカソリック教会のみならず，
文学や芸術に貢献してきた古典ギリシアの文化もドイツ民族の精神に合
致しないとして批判の対象とされた。ドイツにおけるギリシア崇拝もけ
っして一枚岩ではなく，錯綜した文化状況にあったことを付記しておき
たい。

 9 田村 (1996) 56頁。
 10 有賀 (2002) 175頁。
 11  本章ではトゥルネンを「体操」と訳している。そこで注意すべきは，こ

の「体操」が「スポーツ」とは異なる概念としてトゥルネン協会におい
ては使われていたということである。当時の文脈において，「スポーツ」
とはイギリスによって発展させられた勝利を獲得することをめざす個人
主義的な行ないとして位置づけられ，集団性と民族の精神を強調するド
イツのトゥルネンとは異質な，批判すべき対象であった。本章では，こ
のトゥルネンとスポーツの節合関係がいかなる論理で行なわれたかとい
う問題には立ち入る余裕がないが，両者を明確に区別することはトゥル
ネンの本質を知る上で重要だろう。

 12 Schmidt (1996),訳 11頁。
 13 Baxmann (2000) SS. 215-22.

 14 瀬川 (2002) 228頁。
 15 池田 (2004) 226頁。
 16 当時の批評の一部を記しておく。
　　　これは世評の如く，恐らく記録映画として最も優れた，最も面白い

もののひとつであらう。周到な準備，素晴らしいカメラの機能，見
事な編集等，この映画を成功させた要素は，色々と場面から感ぜら



　　注　　(13)

れるが，何よりも印象に残ったのは映画の真実を写す強みであって，
映画のもっとも原始的な写実的興味が全く壓倒的であったのは多少
意外でもあった。選手の競技前の表情，その疾走や跳躍，観覧席の
情景等が，次から次と二時間を退屈する暇もなく展開して，それを
あれだけ精細に写し取った努力と成功がこの映画の最大の魅力であ
ると考へられる。その意味においてこの活動写真の勝利，カメラの
勝利と云ふことが出来やう。（大塚 (1940) 70頁）

　　　6月 14日，その日私は街の呼買の夕刊が巴里会場を報らせるのを
横目に見ながら，東和商事の試写室に急いだ。そのすぐあとではも
う，四年前の全世界の実にも美はしい交歓を謳った映画『民族の祭
典』に私は文字通り感激の涙して見入ったのである。まことに私に
とって忘れ難い劇的な午後であった。この映画を偶然にも巴里の開
城の報と共に併せ見た私の感慨は，何か素晴らしい掌中の宝石をこ
なごなにこわしてしまったといった様な感じである。（清水 (1940) 

74頁）
　　　日本で上演された 1940年は，ナチがパリを占拠した年であり，予定さ

れていた東京オリンピックが中止となった年でもある。

　　　第 6章

 1 「情報社会」の成立をどの時点に見定めるか，いまだその定説はない。
ちなみに弘文堂の『社会学事典』(1988)では，情報社会を「情報が価値
とみなされ，情報によって機能する社会」と規定し，その成立を「ラジ
オの発達以後」としている。また有斐閣の『社会学辞典』(1993)の「情
報社会」の項では，情報社会についての規定はあえて避けて，「コンピ
ュータの発達，普及を中心とする社会の情報化を，現代社会の革新的変
動要因としてみる」情報社会論が60年代以降に展開されたと述べた上で，
「高度情報社会論は，コンピュータと電気通信の統合システム化という
第二次情報革命による，社会の情報化のより高度な進展をさす」と記述
している。その点で，情報社会について直接規定してはいないものの，
「コンピュータの発達，普及を中心とする社会の情報化」がはじまった
時点を「情報社会」の生成期とみなしていると考えてよいだろう。いず
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れにしても，「情報社会」と「非 -情報社会」を弁別する時代区分，そ
れ以上に弁別するための論理，基準がいまだ確定していないために，多
様な規定が行なわれているのが現状である。本章では，「情報化」を「コ
ンピュータの発達と普及過程」と重なる時期と限定して捉える。

 2 佐藤 (1996) 20-21頁，参照。
 3 盛山 (2000) 11-12頁，参照。本書から多くを学んだ。特に，「フーコー

の権力論の混乱」（136-43頁）で提出された論点は，Honnet (1985)など
他の論者からも指摘されており首肯できるものである。だが，構造主義
的イデオロギー論やポストモダンの権力論やあるいはサイードやスピヴ
ァクらの議論について「社会的観念図式が，一枚岩であって，かつ抑圧
としてのみ作動していると考える点において間違っている」との指摘に
はいくつかの疑問が残る。その点についてはあらためて論じるほかない。

 4 Foucault (1969)を参照。ところでフーコーの権力論を導きの糸として「消
費社会と権力」というテーマを設定したのが，よく知られるように，内
田 (1987)である。彼によれば，「社会システムというのは一定の書式に
基づく操作 (＝行為 )の体系」であり，「それは，モノ／記号／身体と
いった基本的な要素を操作の対象としており，その操作を可能にするに
は，それらの基本的な要素を一定の書式に合わせてフォーマットしてお
く必要がある」という。これらの諸要素が一定の書式，一定の基準に従
ってフォーマットされるときにはじめて，社会システムの作動が可能と
なる。このモノと記号と身体という基本的な要素を関連づけ，相関させ，
節合させて，人々の行為を文字どおり有意味な行為をして組織し，ある
出来事の生成を促す「力の関係」を権力の作用と捉える。本章でも，こ
の内田の指摘に倣うかたちで，権力概念を規定する。ただし，本文から
理解されるように，本章の狙いは「消費社会論」の視点からでは見えな
い権力の作用を捉えることに関心がある。

 5 この問題については，Siegel & Markoff (1985); Giddens (1985); 西垣
(1991)らの論考を参照されたい。

 6 Siegel & Markoff (1985) p. 18参照。
 7 インターネットの成立に関わる文化的な背景については，Castells (1996) 

p. 351，さらに古瀬・広瀬 (1996) 17-23頁に詳しい。
 8 Virilio (1996),訳 36頁。



　　注　　(15)

 9 Castells (1996) p. 345.

 10 Ibid., p. 152.

 11 Harvey (1990),訳 143頁。
 12 Castells (1996) pp. 154-55.

 13 Ibid., p. 196.

 14 Mohammadi (1997) pp. 76-77.

 15 Garnham (1990) pp. 136-39.

 16 この民営化の結果，日本の通信分野では，みずから電気通信回線設備を
設置してサービスを提供する「第一種通信事業者」と，電気通信回線設
備を持たずその設備を借りてコンピュータによる情報処理サービスを行
なう「第二種通信事業者」という二つの異なる事業者が設定され，これ
まで電電公社と国際電電が独占してきた電気通信事業分野に民間企業の
新規参入が可能となった。こうした国内的な事情以上に見過ごすことが
できないのは，制度改革が国内通信市場の開放とともに国内資本の海外
進出の道を拓く転換点をなしたことである。言い換えれば，グローバル
に展開する巨大な通信事業体間の激烈な競争と連携のなかに国内市場を
組み入れつつ，海外市場において国内資本が優位なポジションをいかに
獲得し，ヘゲモニーをいかに確保するのかという，これまでとは位相を
まったく異にする，きわめて政治的な，かつ経済的なコンテクストが設
定されたということだ。かつて，近代国家構築の成立期において，国家
全域に電信網をはりめぐらすことは必須の課題とみなされ，通信事業は
国家の統治のための不可欠の手段として重要な国家の事業であった。通
信事業は国家支配と対外進出のための基盤的な分野としてつねに国家の
管理下におかれ，支配体制の構築に多大な貢献をしてきたと言える。戦
後もこうした観点は堅持され，電気通信分野は国家的な事業経営の対象
とされ，政府の全額出資の特殊法人として独占的事業を続けてきたので
ある。このような歴史的な文脈に照らしてみるとき，80年代に始まる
構造的変化がなにを帰結することになるのか，今後の動向も含め慎重な
検討が必要だろう。山根 (2000)の先駆的な研究を参照されたい。

 17 Croteau & Hoynes (1997) p. 295.

 18 Sabbah (1985) p. 219.

 19 MaQuail (1997) p. 138.
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 20 Virilio (1996),訳 8頁。
 21 Ibid.,訳 16頁。
 22 Ibid.,訳 16頁
 23 ヴィリリオは，電子メディアによる「絶対速度」「遠隔的現前」の成立

それ自体が，他者との身体的なかつ近接的な関係のなかではじめて立ち
現われる「固有の身体」を無限定的なものに変換し，「固有の世界」と
の接触を失わせてしまうのだという。彼はこの「固有の身体」「固有の
世界」の喪失に，現在の権力作動を感知する。だが，より深い検討を要
する問題は，「絶対速度」それ自体というよりも，電子メディア回路の
内部に広がる「絶対速度」をリアルなものと編成し，「絶対速度」の広
がりの中に人々を巻き込む一方で，世界システムの中心部と周辺に社会
的不均衡を常態化させるメカニズムが生成していることだ。

 24 Harvey (1990) p. 377.

 25 Castells (1996) pp. 412-16.

 26 Ibid., p. 416.

 27 酒井・渋谷 (2000) 81-82頁。
 28 Castells (1996) p. 437.

 29 Croteau & Hoynes (1997) pp. 292-93.

 30 通信放送分野に市場原理が持ち込まれたことで生まれた問題は本文で
指摘した以外にも数多く存在するが，ここでは 2点を指摘しておきたい。
一つは，ソフトの購入価格の高騰である。BS放送，CS放送，ケーブ
ルなど，セグメント化されたチャンネルに多くの視聴者を引き付けるた
めに，視聴者の関心と興味を強く引き付けるソフトを獲得することが重
要となる。その結果，ソフトの購入価格の高騰が起きる。たとえば，世
界最大のスポーツの祭典といわれるワールドカップ，この 1998年フラ
ンス大会の全世界の視聴者は延 400億人を越えたと言われている。その
2002年と 2006年の大会の放送権を手中にしたのが，ドイツのキルヒグ
ループとスイスの代理店 ISLワールドワイドである。その放送権料は，
2002年が 13億スイスフラン，2006年が 15億スイスフランという。こ
の決定によって，各テレビ局はこれまでの 10～ 12倍の放送権料を支払
うことになった。第二は，先進国のなかでさえ，市場主義の徹底による
ソフトの高騰によって，「視聴する権利」が制限されかねない状況があ
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るという問題である。イギリスの事例を参考にしよう。B sky Bはスポ
ーツ有料チャンネルを加入者獲得戦略の中心と考え，イギリスのスポー
ツ放送権を次々に獲得した。しかも当時のサッチャー政権は放送分野に
競争原理を導入することを支持し，こうした B sky Bの独占放送権獲得
を規制しなかった。こうしたなか，B sky Bが，1996年 1月，特別指定
行事であるオリンピックのヨーロッパ放送権獲得に乗り出したことを契
機に，イギリスでは国民の誰もがビッグスポーツを視聴する権利，つま
りユニバーサル・アクセス権を守ろうとする議論が再燃し，1996年の
放送法で，地上波フリーツーエアー (free to air) によるビッグスポーツ
の放送が確保されたという経緯がある。フリーツーエアーとは，受信料
と広告収入を財源とするサービス，つまり視聴者が追加料金を支払わず
に受信できるサービスを指している。これら一連の事態は放送の「公共
的」役割など従来のメディア制度の反省をせまるものとなった。

 31 Castells (1996) p. 456.

 32 Bourdieu (1996),訳 82頁。
 33 この小論を執筆中に，9月 11日の「同時多発テロ」が起きた。ここで

詳論することは不可能だが，アメリカのメディア報道と共にそれと直接
リンクした日本国内の報道について精緻な分析を行なう必要がある。本
文で示唆したように，メディアが召還するオーディエンスのポジション
は明らかにネイションという「想像の政治的共同体」を超えはじめてい
るように思える。

 34 Melucci (1989) pp. 110-17.

　　　第 7章

 1 Louw (2001)参照。
 2 アメリカ国内におけるテレビ報道の問題については，日本でもかなり紹

介されはじめている。Said (2002); Sontag (2002); Chomsky (2001)，そし
て Gluck (2002)を参照されたい。

 3 日本の報道をめぐる課題については，伊藤 (2002a)でも指摘した。
 4 辺見 (2001)参照。
 5  テレビというメディアのメディア特性として，あらためて「映像」と
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「語り」の関係性に着目する必要がある。伊藤 (2002b)では，この問題
を取り上げている。

　　　第 8章

 1 Benjamin (1931),訳 553頁。
 2 Ibid.,訳 567頁。
 3 Ibid.,訳 559頁。
 4 Ibid.,訳 571頁。
 5 Barthes (1980),訳 142頁。
 6 Ibid.,訳 9頁。
 7 Benjamin (1916),訳 13頁。
 8 Ibid.,訳 18頁。
 9 Ibid.,訳 35頁。
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