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は
じ
め
に

「
社
会
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
経
験
的
本
質

0

0

0

0

0

を
、つ
ま
り
は
ボ
ロ
儲
け
と
そ
の
諸
前
提
を

廃
棄
で
き
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
存
在
は
即
座
に
不
可
能

0

0

0

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ユ

ダ
ヤ
人
の
意
識
は
そ
の
対
象
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
教
の
主
体

的
基
礎
す
な
わ
ち
実
利
的
要
求
が
人
間
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
人
間
の
私
的

存
在
と
類
的
存
在
と
の
抗
争
が
止
む
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
社
会
的

0

0

0

解
放

と
は
、
社
会
を
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
解
放
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る①
。」

マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
四
年
二
月
に
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
『
独
仏
年
誌
』
に
お
い
て
、

す
で
に
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
お
よ
び
『
ス
イ
ス
か
ら
の
二
一
ボ
ー
ゲ
ン
』
誌
上
で
発
表

さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
す
る
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
二
つ
の
論
文
を
相
手

取
っ
て
批
判
的
書
評
を
著
し
、ユ
ダ
ヤ
人
の
唯
一
現
実
的
な
解
放
は
「
人
間
的
解
放
」

に
他
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、「
国
家
公
民
と
し
て
解
放
さ
れ

る
た
め
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
、
そ
し
て
総
じ
て
人
間
は
宗
教
を
廃
棄
す

る
」
必
要
が
あ
る
と
バ
ウ
ア
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
主
張
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題

に
つ
い
て
の
一
面
的

0

0

0

把
握
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
バ
ウ
ア
ー
は
「
宗

教
を
政
治
的
に

0

0

0

0

廃
棄
す
る
こ
と
」
と
人
間
的
な
解
放
と
を
混
同
し
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る②
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
宗
教
と
は「
も
は
や
現
世
的
制
約
の
根
拠

0

0

で
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
そ
の
現
象

0

0

」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
「
自
由
な
国
家
公

民
の
宗
教
的
束
縛
状
態
を
そ
の
現
世
的
束
縛
か
ら
」
説
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た③
。
だ

か
ら
彼
は
「
安
息
日
の
ユ
ダ
ヤ
人

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
は
な
く
、「
平
日
の
ユ
ダ
ヤ
人

0

0

0

0

0

0

0

」
に
、
つ
ま
り

「
現
実
的
で
世
俗
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
」に
問
題
解
決
の
糸
口
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
彼
は

言
う
。「
ユ
ダ
ヤ
教
の
現
世
的
根
拠
と
は
何
か
。
そ
れ
は
実
利
的

0

0

0

欲
求
す
な
わ
ち
利
己

0

0

心0

で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
現
世
的
崇
拝
の
対
象
は
何
か
。
そ
れ
は
ボ
ロ
儲
け

0

0

0

0

で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
現
世
的
な
神
と
は
何
か
。
そ
れ
は
カ
ネ

0

0

で
あ
る
。
よ
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
ボ
ロ
儲
け

0

0

0

0

と
カ
ネ

0

0

か
ら
、
す
な
わ
ち
こ
の
実
際
的
で
現
実
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
が
現
代
の
自
己
解
放
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う④
」。

マ
ル
ク
ス
は
ボ
ロ
儲
け
と
カ
ネ
と
い
う
こ
の
現
世
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
中
に
ユ
ダ
ヤ
人

問
題
の
根
本
原
因
を
見
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
現
世
的
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
社
会
を
解
放

す
る
こ
と
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
な
ら
ず
人
間
の
解
放
に
繋
が
る
と
主
張
し
た
。
こ
の

点
を
捉
え
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
の
多
く
は
、
マ
ル
ク
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
通
し

て
む
し
ろ
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
疎
外
か
ら
の
解
放
を
象
徴
的
に
描
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
宗
教
批
判
に
始
ま
る
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
観
念
論
か
ら
脱
却
し
た
と
主
張
し
て

き
た⑤
。
も
し
こ
の
主
張
が
妥
当
性
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
が
唯
物
史
観
形
成
に
至

る
マ
ル
ク
ス
の
思
想
的
発
展
過
程
を
彩
る
た
ん
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
重
み
を
持
ち
得
た
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
彼
の
こ
の
批
判
的
書
評
が
三
月
前
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
め
ぐ
る
ひ
と

マ
ル
ク
ス
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題*

神　

田　

順　

司
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つ
の
論
考
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ

い
て
」
と
い
う
具
体
的
な
問
題
の
解
決
策
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
彼
の
こ
の

「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」を
そ
の
よ
う
な
思
想
発
展
史
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
貶
め
る
こ
と
な

ど
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
す
る
こ
の
論
考
を
記

し
た
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
も
し
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
を
真
に
望
ん

だ
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
提
案
は
同
時
代
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
妥
当
性
を
持
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
社
会
主
義
崩
壊
以
降
、
そ
の
功
罪
を
も
含
め
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
リ
ア
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
徹
底
的
な
検
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
在
、
彼
の
理
論
を
総
体
と
し

て
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
す
る
彼
の
思
想
的
営
み
も
ま
た
改
め

て
こ
う
し
た
歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

１
．
ラ
イ
ン
州
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
社
会
状
況

マ
ル
ク
ス
が「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
再
現
し
て
見
せ
た「
ボ

ロ
儲
け
」
や
「
暴
利
」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
発
言
か
ら
、
ひ
と
は
数
多
く
の

ユ
ダ
ヤ
人
金
融
業
者
の
存
在
を
想
定
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
三
月
前
期
の
ユ

ダ
ヤ
人
問
題
の
具
体
的
現
実
の
中
に
ひ
と
た
び
足
を
踏
み
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
想

定
が
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
即
座
に
明
ら
か
に
な
る
。
た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
が

『
ラ
イ
ン
新
聞
』
の
寄
稿
者
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
心
を
持
っ
た
頃
の
ケ
ル
ン

で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
就
業
人
口
の
う
ち
の
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
金
融
業
を
営
ん
で
い

た
に
す
ぎ
な
い⑥
。
当
時
、
ケ
ル
ン
で
は
行
商
や
古
物
商
や
金
融
業
と
い
っ
た
ユ
ダ
ヤ

人
に
「
許
容
」
さ
れ
た
伝
来
の
職
業
か
ら
、
食
糧
品
や
衣
類
を
扱
う
商
業
へ
と
急
速

な
職
種
の
変
化
が
起
っ
て
い
た⑦
。
ま
た
手
工
業
の
う
ち
、
と
り
わ
け
精
肉
業
や
装
身

具
・
時
計
販
売
業
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
就
業
人
口
は
急
速
に
上
昇
し
、
そ
の
割
合
は

一
八
四
四
年
に
は
最
大
の
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
製
造
業
者

の
割
合
は
一
八
五
〇
年
ま
で
に
よ
う
や
く
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
に
と
ど
ま
っ

た⑧
。
ま
た
教
師
、
医
師
、
弁
護
士
な
ど
の
自
由
業
、
お
よ
び
会
社
員
の
就
業
者
数
も

顕
著
な
増
加
を
示
し
、
前
者
は
一
八
三
〇
年
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
就
業
者
の
う
ち
の
一
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
、
後
者
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た⑨
。
惨
め
な
商
い
に
よ
っ

て
よ
う
や
く
糊
口
を
凌
ぐ
貧
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
姿
は
、
ケ
ル
ン
に
お
い
て
は
も
は
や

過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た⑩
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
下
層
人
口
の
減
少

と
中
間
層
の
急
速
な
増
大
の
背
景
に
は
、一
八
一
七
・
一
八
年
以
降
ユ
ダ
ヤ
人
貧
困
層

の
定
住
を
ほ
ぼ
不
可
能
に
し
た
ケ
ル
ン
市
の
移
住
規
定
の
強
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る⑪
。

こ
れ
に
対
し
マ
ル
ク
ス
が
生
ま
れ
育
っ
た
ト
リ
ー
ア
市
で
は
、
一
八
二
五
年
か
ら

四
三
年
の
間
で
は
全
住
民
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
占
め
る
割
合
は
、
二
・
〇
か
ら
一
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
の
あ
い
だ
を
推
移
し
て
い
る⑫
。
ト
リ
ー
ア
市
で
は
、
ラ
イ
ン
州
が
プ

ロ
イ
セ
ン
に
併
合
さ
れ
て
以
来
、
度
重
な
る
不
作
に
よ
る
飢
饉
に
襲
わ
れ
、
住
民
は

困
難
な
状
況
の
下
に
置
か
れ
た⑬
。
そ
の
状
況
は
、
市
当
局
が
物
乞
い
を
力
ず
く
で
排

除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
程
の
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ー
ア
市
長
は
中
間
層
の

生
活
水
準
の
低
下
と
、
悪
化
の
一
途
を
辿
る
最
下
層
の
困
窮
に
つ
い
て
多
く
の
証
拠

を
も
と
に
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る⑭
。
こ
の
報
告
書
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
記
載

は
欠
け
て
い
る
も
の
の⑮
、
そ
の
状
況
は
物
質
的
困
窮
と
当
時
拡
が
り
つ
つ
あ
っ
た
ユ

ダ
ヤ
人
差
別
と
が
重
な
り
極
め
て
悲
惨
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も

一
八
四
二
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
実
施
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
的
状
態
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
ト
リ
ー
ア
管
区
に
は
四
五
七
四
人
の
ユ
ダ
ヤ
人

が
在
住
し
、
そ
の
う
ち
一
〇
五
六
人
が
都
市
部
に
、
三
五
一
八
人
が
農
村
部
に
暮
ら

し
、
ト
リ
ー
ア
市
に
限
れ
ば
四
八
家
族
二
一
〇
人
が
在
住
し
て
い
た
が
、
そ
の
生
活

状
態
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
例
外
を
除
け
ば
平
均
し
て
貧
困
で
、
子
供
を
学
校
に
や

る
余
裕
な
ど
な
か
っ
た
と
い
う⑯
。
こ
の
よ
う
に
三
月
前
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
置
か
れ
た

社
会
状
況
は
、
地
域
に
よ
り
ま
た
都
市
に
よ
っ
て
異
な
り
は
す
る
。
だ
が
彼
ら
の
大

多
数
は
「
ボ
ロ
儲
け
」
や
「
暴
利
」
と
い
っ
た
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
金
融
業
者
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の
よ
う
な
比
較
的
豊
か
な
階
層
に
属
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
。
な
る
ほ

ど
市
場
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
商
人
と
ド
イ
ツ
人
手
工
業
者
と
の
間
の
利
害
対
立
が
、
こ
の

よ
う
な
歪
め
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
像
醸
成
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
た⑰
。
し
か

し
彼
ら
の
大
多
数
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
社
会
の
下
層
か
あ
る
い
は
中
間
層
に

属
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
的
状
況
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス

の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
む
し
ろ
謎
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク

ス
は
、
父
の
改
宗
に
伴
い
六
歳
の
時
に
す
で
に
改
宗
し
た
と
は
い
え
、
父
方
母
方
と

も
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
系
に
属
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
続
け
た
親
族
を
含
め
周
辺
の

ユ
ダ
ヤ
人
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
マ
ル
ク

ス
が
、
何
故
か
く
も
陳
腐
で
通
俗
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
像
を
口
に
す
る
の
か
。
こ
の
よ
う

な
問
い
を
彼
の
思
想
発
展
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
繋
が
る
同
時
代
的
文
脈

に
お
い
て
解
き
ほ
ぐ
し
、
あ
わ
せ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
研
究
に
お
い
て
は
問
う
こ
と

自
体
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
マ
ル
ク
ス
の
内
面
に
ま
で
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と

が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

２
．  

一
八
四
〇
年
代
前
半
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
論
争
と

バ
ウ
ア
ー
と
マ
ル
ク
ス
の
対
立

一
八
四
〇
年
代
は
じ
め
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
の
直
接
の
き
っ
か
け

は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
特
殊
な
ユ
ダ
ヤ
人
団
体
内
に
押
し
込
め
る
た

め
の
新
た
な
法
案
を
意
図
的
に
流
布
さ
せ
た
こ
と
に
あ
っ
た⑱
。
こ
の
法
案
に
対
し
て

は
す
で
に
一
八
四
二
年
の
二
月
に
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の
改
革
派
ラ
ビ
の
指
導
者
ル
ー
ド

ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ゾ
ー
ン
が
八
〇
に
お
よ
ぶ
ユ
ダ
ヤ
教
区
の
署
名
を
携
え
て
抗

議
の
意
思
を
表
明
し
て
い
た⑲
。
し
か
し
一
八
四
二
年
七
月
カ
ー
ル
・
ヘ
ル
メ
ス
が『
ケ

ル
ン
新
聞
』
紙
上
で
こ
の
法
案
を
支
持
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
法
的
平
等
を
求
め

る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
要
求
を
断
固
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
新
た
な
ユ
ダ
ヤ
人

政
策
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
ヘ
ル

メ
ス
が
同
じ
く
『
ケ
ル
ン
新
聞
』
に
お
い
て
、
当
時
ボ
ン
大
学
私
講
師
の
地
位
を
奪

わ
れ
た
バ
ウ
ア
ー
に
狙
い
を
定
め
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神

を
根
拠
に
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
理
性
国
家
論
を
批
判
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
敵
」
に
教
授

職
を
あ
た
え
る
こ
と
を
否
定
し
た
よ
う
に⑳
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
解
放
に
つ
い
て
も
彼
は
キ

リ
ス
ト
教
精
神
を
理
由
に
そ
れ
を
断
固
否
定
す
る
。
ヘ
ル
メ
ス
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
人
間
は
弱
く
偏
見
に
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
宗
教
を
必
要
と
す
る
と
い
う
。
宗

教
だ
け
が
「
わ
れ
わ
れ
を
欠
陥
だ
ら
け
の
状
態
か
ら
、﹇
…
﹈
よ
り
高
尚
で
よ
り
良

く
、
よ
り
純
粋
で
よ
り
習
俗
に
か
な
っ
た
状
態
へ
と
高
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
こ
の
宗
教
こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
な
の
だ
と
い
う
。し
た
が
っ
て
彼
に
よ
れ
ば「
あ

ら
ゆ
る
国
家
組
織[S

taatsgesellsch
aften

]

は
「
そ
の
本
性
上
キ
リ
ス
ト
教
に
根

ざ
し
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
市
民
的
な

諸
制
度
の
基
礎
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

同
等
の
権
利
を
授
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
話
し
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
よ
う
な
権

利
を
授
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
矛
盾
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る㉑
。
だ
が
ヘ
ル
メ

ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
解
放
を
否
定
す
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
彼
は
さ
ら
に
改

革
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
も
不
当
極
ま
り
な
い
悪
罵
を
浴
び
せ
る
。
改
革
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒

は
「
そ
の
心
底
に
お
い
て
は
と
っ
く
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
く

せ
に
、
彼
ら
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
不
満
を
感
ず
る
と
い
う
な
ら

ば
、
そ
れ
は
自
業
自
得
で
し
か
な
い
の
だ
」
と㉒
。
こ
の
よ
う
な
反
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
見

地
に
対
し
て
改
革
派
の
ラ
ビ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ゾ
ー
ン
が
反
論
を
加
え
る
と
、
ヘ
ル
メ

ス
は
改
め
て
ド
イ
ツ
の
「
国
家
組
織
」
が
キ
リ
ス
ト
教
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
根

拠
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
等
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人

が
「
わ
が
子
を
」
教
え
、
「
お
こ
が
ま
し
く
も
わ
れ
わ
れ
の
お
上
を
名
乗
る
」
よ
う
な

平
等
社
会
な
ど
ま
っ
ぴ
ら
だ
な
ど
と
嫌
悪
感
を
露
わ
に
す
る
。
し
か
も
彼
は
東
部
プ

ロ
イ
セ
ン
地
域
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
高
い
犯
罪
率
を
示
す
「
統
計
」
な
る
も
の
を
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挙
げ
て
差
別
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
っ
た㉓
。
キ
リ
ス
ト
教
ゲ
ル
マ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
憎

悪
は
極
め
て
激
し
く
、三
月
前
期
で
さ
え
す
で
に
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
」
傾
向
を
持
っ

て
い
た
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
複
雑
な
関
係
が
、
宗

教
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
そ
の
神
学
的
性
格
を
奪
わ
れ
、
心
理
的
か
つ
人
間
学
的
領
域

へ
と
移
行
し
て
い
た
時
代
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
し
ば
し
ば
劣
等
性
の

概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
た㉔
。
こ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
像
は
時
に
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
つ
い

て
の
過
激
な
解
決
策
の
な
か
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
一
八
一
九
年
、
フ
ン
ト
・
ラ

ド
ヴ
ス
キ
は
彼
の
『
ユ
ー
デ
ン
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
男
は
去

勢
し
て
し
ま
え
、
女
は
売
春
屈
へ
売
り
払
え
と
要
求
し
て
い
る㉕
。
一
九
世
紀
前
半
の

ユ
ダ
ヤ
人
差
別
を
宗
教
的
差
別
と
看
做
し
、
一
九
世
紀
末
の
そ
れ
を
人
種
的
差
別
と

す
る
画
一
的
な
見
解
が
い
か
に
皮
相
な
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
し
か

に
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
と
い
う
概
念
の
由
来
や
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
長
期
的
な
変
遷
の

経
緯
か
ら
言
え
ば
、
こ
う
し
た
概
括
的
な
特
徴
付
け
は
可
能
で
あ
ろ
う㉖
。
し
か
し
こ

の
区
別
を
画
一
的
に
個
々
の
事
例
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
本
質

を
見
失
う
こ
と
に
な
る㉗
。

一
八
四
二
年
九
月
マ
ル
ク
ス
は
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
の
発
行
人
で
、
の
ち
に
ケ
ル
ン

の
銀
行
家
と
な
る
ダ
ー
ゴ
ベ
ル
ト
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
ヘ
ル
メ
ス
の
記
事
に
対
す

る
批
判
を
書
く
用
意
の
あ
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
批
判
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ

ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
考
察
に
「
別
の
方
向
を
与
え
る
」
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た㉘
。

し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
批
判
を
書
か
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の

頃
バ
ウ
ア
ー
は
す
で
に
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
す
る
批
判
的
論
文
を
仕
上
げ
、
そ
れ
を

『
ラ
イ
ン
新
聞
』
に
掲
載
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
。
の
ち
に
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
で
公

刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
バ
ウ
ア
ー
の
こ
の
論
文
は
、彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
現
実
的
解
決
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
問
い
の
た
て

方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
原
理
的
批
判
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た㉙
。
バ
ウ
ア
ー
に
よ

れ
ば
、
ひ
と
が
「
解
放
の
問
題
」
を
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
と
し

て
扱
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
問
題
の
捉
え
方
そ
の
も
の
が
「
根
本
的
に
間
違
っ
て
い

た
」
と
い
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
ま
た
彼
ら
が

そ
の
特
権
や
「
あ
り
も
し
な
い
空
想
上
の
民
族
性
」
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
限
り
、

彼
ら
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
キ
リ
ス

ト
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
続
け
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
特
権
を
保
持
し

よ
う
と
す
る
限
り
、
解
放
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る㉚
。
バ
ウ
ア
ー
に

と
っ
て
「
解
放
の
問
題
は
全
般
的
な
問
題
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
。
も
し
ユ
ダ
ヤ

教
徒
が
、
彼
ら
の
「
独
占
に
対
す
る
排
他
的
な
信
仰
」
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は

人
間
と
し
て
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
彼
ら
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を

止
め
る
の
で
あ
っ
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
必
要
な
ど
全
く
な
い
の
だ
」
と㉛
。
こ

う
し
て
バ
ウ
ア
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
一
員
と
し
て
、
無
神
論
的
共
和
主
義
的
国

家
像
の
中
で
ユ
ダ
ヤ
人
解
放
の
道
を
描
く
。
そ
の
国
家
と
は
、
す
べ
て
の
国
家
公
民

が
宗
教
的
従
属
意
識
を
捨
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
で
自
覚
的
な
個
人
と
し
て
参
加
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
神
学
的
に
は
一
貫
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
り
続

け
た
。
そ
の
意
味
で
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
に
、と
り
わ
け
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
、

疎
外
さ
れ
た
姿
で
は
あ
る
も
の
の
、
人
類
史
の
必
然
的
発
展
過
程
の
本
質
的
契
機
を

見
た32
。
し
た
が
っ
て
バ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
発

展
の
能
力
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
彼
が
つ
ね
に
歴
史
的
関
心
の
外
に
存
在
し
て
き
た
と

看
做
す
ユ
ダ
ヤ
教
よ
り
は
解
放
に
向
け
て
高
い
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
の
で

あ
る33
。
だ
が
、
彼
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
は
、
す
で
に
述
べ
た
キ
リ

ス
ト
教
ゲ
ル
マ
ン
の
、
時
に
反
ユ
ダ
ヤ
的
傾
向
さ
え
示
す
扇
動
と
は
、
そ
の
論
拠
か

ら
し
て
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
バ
ウ
ア
ー
の
議
論
は
、
ギ
ラ
ニ
ー

の
露
骨
な
ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
と
も
全
く
異
な
る
。
ギ
ラ
ニ
ー
は
バ
ウ
ア
ー
の
論
文
「
ユ

ダ
ヤ
人
問
題
」
へ
の
「
付
論
」
を
僭
称
す
る
彼
の
小
冊
子
の
中
で
、ユ
ダ
ヤ
人
の
「
選

民
意
識
」
の
「
証
し
」
と
し
て
の
「
割
礼
」
に
対
し
て
、
ま
た
「
現
世
的
メ
シ
ア

0

0

0

0

0

0

願

望
」
に
対
し
て
露
骨
な
嫌
悪
感
を
表
わ
し
て
い
る34
。
た
と
え
バ
ウ
ア
ー
が
の
ち
に
明
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け
透
け
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も35
、
こ
の
時
期
の
バ
ウ

ア
ー
の
ユ
ダ
ヤ
教
批
判
と
キ
リ
ス
ト
教
ゲ
ル
マ
ン
の
反
ユ
ダ
ヤ
的
扇
動
と
の
間
に
類

縁
性
を
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
不
当
で
あ
ろ
う36
。

一
八
四
二
年
の
末
、バ
ウ
ア
ー
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
に
関
す
る
彼
の
論
考
を
『
ド

イ
ツ
年
誌
』
に
掲
載
し
始
め
た
頃
、
ラ
イ
ン
新
聞
社
内
で
深
刻
な
対
立
が
生
じ
て
い

た
。
そ
れ
は
解
任
さ
れ
た
ル
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
替
わ
っ
て
編
集
主
幹
に
就
任
し
た
マ

ル
ク
ス
と
、
こ
れ
ま
で
通
信
員
と
し
て
同
紙
に
記
事
を
送
っ
て
い
た
バ
ウ
ア
ー
な
ら

び
に
ベ
ル
リ
ン
の
「
自
由
人
」
グ
ル
ー
プ
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
立
は
、
さ

ら
に
ヘ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
と
と
も
に
ベ
ル
リ
ン
を
訪
れ
た
ル
ー
ゲ
と
、
バ
ウ
ア
ー
な
ら
び

に
「
自
由
人
」
と
の
間
で
衝
突
が
起
こ
る
に
至
っ
て
決
定
的
と
な
る
。「
自
由
人
」
グ

ル
ー
プ
の
集
う
酒
場
「
ヴ
ァ
ル
ブ
ル
ク
」
で
、彼
等
に
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
る
ル
ー

ゲ
に
対
し
、
バ
ウ
ア
ー
は
彼
ら
を
弁
護
し
、
ル
ー
ゲ
を
「
反
動
野
郎
」
と
決
め
つ
け

た
こ
と
か
ら
一
同
騒
然
と
な
り
、
摑
み
合
い
の
騒
ぎ
に
発
展
し
た
の
で
あ
る37
。
運
動

の
分
裂
を
避
け
よ
う
と
す
る
ル
ー
ゲ
は
こ
の
衝
突
事
件
を
内
密
に
し
て
お
こ
う
と
努

め
た
が
、
一
部
の
新
聞
が
こ
れ
を
嗅
ぎ
つ
け
、
そ
れ
を
ル
ー
ゲ
で
は
な
く
、
ヘ
ル

ヴ
ェ
ー
ク
と
「
自
由
人
」
グ
ル
ー
プ
と
の
衝
突
と
し
て
描
き
、ヘ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
が
「
自

由
人
」
た
ち
を
侮
辱
し
た
と
報
じ
た38
。
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
は
『
ラ
イ
ン

新
聞
』
に
反
論
を
送
り
掲
載
を
求
め
た39
。
か
ね
て
よ
り
政
治
経
済
誌
と
し
て
の
『
ラ

イ
ン
新
聞
』
本
来
の
目
的
に
沿
っ
て
、「
自
由
人
」
グ
ル
ー
プ
の
影
響
を
排
除
し
よ
う

と
狙
っ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
ら
を
さ
ら
に
侮
辱
す
る
内
容
の
こ
の
反
論
を
要
約

し
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
紙
上
に
「
通
信
」
の
形
で
公
開
し
た40
。
こ
の
「
通
信
」
は
元
来

「
自
由
人
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、バ
ウ
ア
ー
は
そ
れ
が
自
分
に
向
け
ら

れ
た
も
の
だ
と
思
い
激
怒
し
た41
。
彼
の
怒
り
は
ヘ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
や
ル
ー
ゲ
に
対
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
に
向
け
ら
れ
た
。
バ
ウ
ア
ー
と
ル
ー
ゲ
と
は
そ
の
後

も
交
流
が
続
き42
、
ル
ー
ゲ
自
身
も
バ
ウ
ア
ー
に
信
頼
を
置
き
続
け
て
い
る43
。
し
か
し

マ
ル
ク
ス
は
、
ル
ー
ゲ
が
一
八
四
二
年
一
二
月
四
日
付
け
の
手
紙
の
中
で
、「
自
由

人
」
グ
ル
ー
プ
と
の
対
立
問
題
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
自
身
が
バ
ウ
ア
ー
と
話
す
こ

と
を
勧
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず44
、
何
の
手
も
打
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク

ス
と
バ
ウ
ア
ー
と
の
関
係
は
険
悪
化
す
る
。
同
年
一
二
月
一
三
日
、
バ
ウ
ア
ー
は
マ

ル
ク
ス
に
怒
り
の
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
バ
ウ
ア
ー
は
言
う
。
マ
ル
ク
ス
は
ベ

ル
リ
ン
の
「
自
由
人
」
グ
ル
ー
プ
や
そ
の
状
況
を
知
り
も
し
な
い
の
に
、
何
故
ベ
ル

リ
ン
か
ら
の
手
紙
を
す
べ
て
一
方
的
に
批
判
で
き
る
の
か
。「
あ
か
ら
さ
ま
に
徒
党
を

組
ん
で
い
る
」
の
は
君
の
方
だ
。
君
は
ヘ
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
「
通
信
」
だ
け
を
採
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
か
ら
「
自
由
な
批
判
を
排
除
」
し
て
い
る
の
だ

と45
。
バ
ウ
ア
ー
は
マ
ル
ク
ス
が
「
自
由
人
」
グ
ル
ー
プ
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
党
派
」
を
形
成
し
て
い
る
と
看
做
し
た
。
し
か
も
こ
の
徒
党
が
バ
ウ
ア
ー
に
は
『
ラ

イ
ン
新
聞
』と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
経
営
す
る「
独
占
体
」に
群
が
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
す
で
に
彼
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
の
中
で
批
判
し

た
「
独
占
権
へ
の
排
他
的
信
仰
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た46
。
一
八
四
二
年
一
〇
月
末
、

バ
ウ
ア
ー
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
の
原
稿
を
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
の
編
者
ル
ー
ゲ
に
送

付
し
た
際
に
、
添
状
の
中
で
す
で
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
批
判
は
、
そ
れ
が
完
璧
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
神
学
的
特
権
的
経
済
を

も
含
む
あ
ら
ゆ
る
神
学
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
れ
ば
、今
や
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
て
、

つ
ま
り
特
権
と
独
占
の
こ
の
吐
き
気
を
催
す
姿
に
対
し
て
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
私
は
﹇
同
封
の
﹈
こ
の
論
文
を
﹇
す
で
に
﹈
ラ
イ
ン
新
聞
に
送

り
ま
し
た
が
、
検
閲
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
同
紙
の
発
行
人
た
ち

は
胸
を
撫
で
お
ろ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
何
せ
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
常
気
を

逸
す
る
程
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
。
彼
は
改
宗
し
ま
し
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
的

な
も
の
の
持
つ
特
権
や
独
占
に
対
す
る
志
向
は
強
力
で
あ
り
、
改
宗
者
と
い
え

ど
も
そ
の
独
占
志
向
を
捨
て
ら
れ
な
い
の
で
す47
。」
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マ
ル
ク
ス
は
す
で
に
一
八
四
二
年
一
〇
月
一
五
日
付
け
で
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
の
編

集
主
幹
に
な
っ
て
い
た
か
ら48
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
の
原
稿
掲
載
を
め
ぐ
る
バ
ウ

ア
ー
と
ラ
イ
ン
新
聞
と
の
こ
の
争
い
に
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
も
そ
の
争
い
の
種
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
不
愉
快

な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
バ
ウ
ア
ー
と
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
は
、
両
者
間
の
「
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
」
を
め
ぐ
る
論
争
以
前
に
、す
で
に
ラ
イ
ン
新
聞
内
の
こ
の
争
い
に
始
ま
り
、

「
自
由
人
」グ
ル
ー
プ
を
め
ぐ
る
対
立
を
通
し
て
す
で
に
決
裂
し
て
い
た
。
こ
の
一
連

の
争
い
の
の
ち
、
バ
ウ
ア
ー
と
マ
ル
ク
ス
と
の
文
通
は
途
絶
え
る
の
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
が
バ
ウ
ア
ー
と
断
絶
し
た
の
は
、
た
ん
な
る
政
治
路
線
の
対
立
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
背
後
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
を
め
ぐ
る
バ
ウ
ア
ー
と
の
確

執
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
対
立
か
ら
生
じ
た
マ
ル
ク
ス
の
バ
ウ
ア
ー
に
対
す

る
深
い
敵
意
は
、
た
ん
に
『
独
仏
年
誌
』
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
に
お
け
る
批
判
だ

け
で
は
収
ま
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ス
が
制
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず49
、

そ
の
後
も
『
聖
家
族
』
で
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
お
い

て
、
彼
の
師
で
あ
り
友
で
あ
っ
た
バ
ウ
ア
ー
を
執
拗
に
攻
撃
す
る
の
で
あ
っ
た
。
と

り
わ
け
『
聖
家
族
』
に
お
け
る
彼
の
悪
意
に
満
ち
た
バ
ウ
ア
ー
攻
撃
は
、
同
時
代
人

か
ら
さ
え
「
高
慢
さ
と
傲
慢
さ
に
満
ち
」、「
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
掲
げ
な
が

ら
不
道
徳
で
残
忍
な
「
テ
ロ
リ
ス
ト
的
恣
意
」
に
陥
っ
て
い
る
と
酷
評
さ
れ
る
程
で

あ
っ
た50
。

３
． 

剥
き
出
し
に
さ
れ
た
「
市
民
社
会
」
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題

こ
の
対
立
を
き
っ
か
け
と
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
が
徐
々
に
傾
倒
し
つ
つ
あ
っ
た

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
急
接
近
し
、
そ
の
「
人
間
主
義
」
の
哲
学
に
政
治
批
判
の
基

礎
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
や
が
て
彼
自
身
も
気
付
く
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ッ
ハ
の
哲
学
に
は
彼
の
期
待
す
る
政
治
理
論
が
欠
け
て
い
た51
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
彼
は
そ
れ
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
求
め
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス

は
、
久
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
最
終
的
に
そ
れ
と
決
別
し
た

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
、
自
ら
の
バ
ウ
ア
ー
と
の
決
別
を
重
ね
た52
。
こ
う
し
て
マ
ル

ク
ス
は
、
出
版
さ
れ
て
間
も
な
い
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
論
考
「
哲
学
改
革
の
た
め

の
暫
定
的
テ
ー
ゼ
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
す
で
に
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
で
の
活
動
を
通

し
て
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
論
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
る
。

マ
ル
ク
ス
の「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」は
、従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、一
八
四
三

年
三
月
彼
が
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
廃
刊
に
よ
り
同
社
を
退
社
し
た
の
ち
、
同
年
九
月
末

に
パ
リ
に
向
け
て
旅
立
つ
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
き
た53
。
し
か
し
、

こ
の
草
稿
は
お
そ
ら
く
一
八
四
三
年
の
夏
か
ら
九
月
末
に
か
け
て
書
か
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
八
四
三
年
三
月
か
ら
五
月
の
間
、
彼
は
婚
約
者
イ
ェ

ン
ニ
ー
と
共
に
結
婚
に
向
け
て
最
後
の
「
も
っ
と
も
き
つ
い
」
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、一
方
で
イ
ェ
ン
ニ
ー
の
家
系
す
な
わ
ち
「『
天
に
ま

す
主
』
と
『
ベ
ル
リ
ン
の
主
』
と
が
同
じ
崇
拝
対
象
で
あ
る
」
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ

ン
家
の
「
敬
虔
的
貴
族
的
な
親
族
」
と
の
、
そ
し
て
他
方
で
「
幾
人
か
の
坊
主
と
敵

対
者
た
ち
が
巣
食
う
」
マ
ル
ク
ス
「
自
身
の
親
族
」
と
の
長
き
に
亘
っ
て
繰
り
広
げ

ら
れ
て
き
た
「
不
必
要
で
攻
撃
的
な
抗
争
」
で
あ
っ
た54
。
こ
の
両
家
系
内
の
抗
争
は
、

一
八
四
二
年
三
月
、啓
蒙
主
義
者
で
あ
っ
た
イ
ェ
ン
ニ
ー
の
父
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
没
後
、
当
時
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
貴
族
と
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
と

の
間
の
こ
の
結
婚
に
対
し
て
、
そ
の
遺
族
た
ち
、
と
り
わ
け
狂
信
的
な
敬
虔
主
義
者

で
あ
る
長
子
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た55
。
こ

の
よ
う
な
彼
の
結
婚
を
め
ぐ
る
抗
争
の
た
め
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
三
年
五
月
末
に

イ
ェ
ン
ニ
ー
と
共
に
、
当
時
す
で
に
バ
ー
ト
・
ク
ロ
イ
ツ
ナ
ー
ハ
に
引
き
籠
っ
て
い

た
彼
女
の
母
の
許
に
移
り
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
挙
式
を
催
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る56
。
こ
う
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
彼
の
心
に
深
く
癒
え
る
こ
と
の
な
い
傷
を
残
し
た
で

あ
ろ
う
こ
の
抗
争
に
一
応
の
終
止
符
を
打
ち
、
生
活
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
こ
と
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に
よ
っ
て
よ
う
や
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
に
着
手
で
き
た
と
思
わ
れ
る57
。
さ

ら
に
マ
ル
ク
ス
が
同
年
八
月
に
記
し
た
読
書
ノ
ー
ト
に
は
、
ラ
ン
ケ
の
論
文
に
対
す

る
論
評
が
あ
り
、
そ
の
中
で
彼
は
「
主
語
の
述
語
へ
の
転
換
と
述
語
の
主
語
へ
の
転

換
」
と
い
う
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
論
理
を
も
と
に
フ
ラ
ン
ス
の

政
権
交
代
に
つ
い
て
論
じ
、
ま
た
同
じ
論
理
に
基
づ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
を
「
政0

治
神
学

0

0

0

」
と
し
て
批
判
し
て
い
る58
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
逆
転

の
方
法[U

m
keh

rm
eth

ode]
」
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
の
う
ち
の
主
に
前

半
部
分
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
批
判
に
着

手
し
た
の
は
一
八
四
三
年
夏
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
要
綱
』（
以
下

『
法
哲
学
』
と
略
称
）
の
第
五
部
第
三
節
「
国
内
法
」
の
う
ち
の
二
六
一
節
か
ら
三
一
二

節
を
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
』
の
全
体
を

通
し
て
そ
の
体
系
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
「
国
内
法
」
に
批
判
の
的
を
絞
っ
た
の
で

は
断
じ
て
な
い
。
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
よ
う
に59
、
明
ら
か
に
彼
は
「
国

内
法
」
と
い
う
関
心
の
対
象
だ
け
を
、
し
か
も
予
備
知
識
も
な
く
読
み
、
論
評
を
加

え
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
多
く
の
無
理
解
や
曲
解
が
含
ま
れ
て
い
た
。

実
際
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
を
読
む
と
、
彼
が
「
概
念
」、「
理

念
」、「
現
実
態
」
と
い
っ
た
客
観
的
観
念
論
の
初
歩
的
概
念
に
つ
い
て
さ
え
稚
拙
な

知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
哲

学
』
の
冒
頭
で
、「
理
念
」
と
は
空
虚
な
構
想
物
で
は
な
く
、「
概
念
と
そ
の
現
実
態
」

で
あ
る
明
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず60
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
抽
象
的
「
理
念
」

な
い
し
は
「
論
理
的
理
念
」
と
取
り
違
え
て
い
る
た
め
に
、
彼
に
と
っ
て
は
法
的
政

治
的
制
度
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
的
な
叙
述
が
「
汎
神
論
的
神
秘
主
義
」
に

し
か
見
え
な
い61
。
こ
う
し
た
誤
解
に
さ
ら
に
輪
を
か
け
て
批
判
を
混
乱
さ
せ
て
い
る

の
が
、
法
概
念
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
の
知
識
の
欠
如
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
知

識
の
欠
如
は
、
彼
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
在
籍
し
な
が
ら
も
、
法
学
に
つ
い
て

ま
と
も
に
勉
強
も
せ
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
や
三
文
文
士
が
集
う
酒
場
に
入
り
浸
り
、

放
蕩
の
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た
事
実
を
考
え
れ
ば
、
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い62
。
た
と

え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
哲
学
』
に
お
い
て
一
貫
し
て
「
人
格
（
法
人
格
）」
を
基
礎
に

据
え
た
法
思
想
を
、
す
な
わ
ち
国
家
法
人
説
を
展
開
し
て
い
る
が63
、
マ
ル
ク
ス
は
こ

の
「
人
格
」
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
に
倣
っ
て
漠
然
と
「
ひ
と
」

か
「
人
間
」
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に64
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
描
い
た
国
家
意

思
の
決
定
と
帰
責
の
形
式
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
立
憲
君
主
制

に
お
け
る
国
家
意
思
決
定
の
最
終
的
責
任
主
体
と
し
て
描
く
「
君
主
」
の
機
能
に
つ

い
て
こ
の
「
人
格
」
概
念
を
曲
解
し
て
マ
ル
ク
ス
は
言
う
。「
君
主
は
『
人
格
化
し
た

主
権
』
つ
ま
り
『
人
間
化
し
た
主
権
』
で
あ
り
、身
体
を
持
っ
た
国
家
意
識
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
す
べ
て
の
人
間
は
こ
の
主
権
か
ら
、
人
格
性
か
ら
、
そ
し
て
国

家
意
識
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
」
と65
。
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
基
本
概
念
や

法
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
知
識
の
欠
如
に
加
え
、
マ
ル
ク
ス
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解

を
妨
げ
る
決
定
的
な
制
約
が
あ
っ
た
。
彼
は
三
〇
三
節
の
論
評
で
理
論
的
破
綻
を
き

た
し
た
際
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
「
市
民
社
会
」
の
一
部
を
参
照
す
る

ま
で
は
、驚
く
べ
き
こ
と
に
「
市
民
社
会
」
の
概
念
す
ら
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
彼
は
、
具
体
的
論
証
と
な
る
と
「
市
民
社
会
」
概
念
を
駆
使
で
き
ず
、
彼
が

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
「
主
語
と
述
語
の
転
倒
」
と
い
う
批
判
の
論
理
を
支
え
る
宗

教
批
判
の
構
図
、
す
な
わ
ち
現
世
と
来
世
、
此
岸
と
彼
岸
へ
の
人
間
の
分
割
と
い
う

構
図
か
ら
捏
造
し
た
「
非
政
治
的
国
家
」
や
「
物
質
的
国
家
」
な
ど
と
い
う
勝
手
な

造
語
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た66
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
い
て
彼
岸
と
此
岸
、

宗
教
と
世
俗
と
の
間
に
あ
っ
た
疎
外
と
対
立
の
関
係
が
、
近
代
に
お
い
て
現
世
そ
の

も
の
の
分
極
化
に
よ
っ
て
現
世
の
中
に
浸
透
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
が

宗
教
と
世
俗
の
「
現
実
的

0

0

0

﹇
目
に
見
え
る
﹈
二
元
論
」
の
世
界
だ
と
す
れ
ば
、
近
代

と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
政
治
的
国
家
」
と
「
非
政
治
的
国
家
」
の
、
つ
ま
り
は

「
政
治
的
国
家
」
と
「
物
質
的
国
家
」
と
の
「
抽
象
的

0

0

0

二
元
論
」
の
支
配
す
る
世
界
だ
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と
い
う
の
で
あ
る67
。
明
ら
か
に
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の
市
民
社
会
論

を
読
ま
ず
に
、
し
か
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
疎
外
論
を
も
と
に
近
代
の
二
元
論
を

捏
造
し
た
。
こ
の
よ
う
な
対
立
の
構
図
か
ら
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
近
代
市
民
社
会
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
国
家
意
思
へ
と
形
成
す
る
機
構
と
し
て
描
い
た「
職
業
団
体
」や「
管

理
行
政
」
あ
る
い
は
「
官
僚
制
」
や
「
議
会
」
な
ど
の
媒
介
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
理
解

で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
論
的
制
約
は
、
彼
が
我
流
の
「
二
元
論
」
を
論
評
の
途

中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
法
に
倣
っ
て
「
国
家
」
と
「
市
民
社
会
」
の
「
二
元
論
」
に

修
正
し
た
と
し
て
も
、
変
わ
り
は
し
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
市
民
社
会
の
無
政
府
性
を

統
御
し
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
国
家
意
思
へ
と
高
め
る
媒
体
と
し
て
描
い
た
「
職

業
団
体
」
や
「
官
僚
機
構
」
は
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
「
解
消
さ
れ
な
い
二
元
論
の

た
ん
な
る
妥
協
」
と
し
て
あ
る
い
は
「
空
想
上
の
同
一
性
」
と
し
て
否
定
さ
れ68
、「
国

家
と
市
民
社
会
の
対
立
」
は
「『
法
的
に
』『
固
定
さ
れ
た
』
対
立
と
な
る
の
で
あ

る
」69
。
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
国
家
論
の
前
提
と
し
て
描
い
た
「
近
代
的
私

人
」
と
「
全
面
的
相
互
依
存
の
体
系
」
と
の
「
分
裂
」
を
知
ら
な
い
。
彼
は
「
抽
象

法
」
も
「
道
徳
」
も
「
市
民
社
会
」
の
章
も
読
ま
ず
に
「
国
内
法
」
だ
け
を
批
判
の

対
象
に
据
え
た
た
め
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
宗
教
批
判
の
構
図
か
ら
「
政
治
的

国
家
」
と
「
物
質
的
国
家
」
と
の
対
立
と
い
う
我
流
の
「
二
元
論
」
を
造
り
出
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
対
立
を
前
提
と
し
て
い
る
と
決
め
て
か
か
っ
た
。
だ

か
ら
彼
は
立
法
権
や
議
会
に
つ
い
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
無
縁
な
像
を
描
き
出
し
そ
れ

を
批
判
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
立
法
権
の
「
確
固
た
る
基
盤
」
と
す
る
憲
法
は70
、
「
国

家
と
市
民
社
会
の
対
立
」
を
前
提
と
す
る
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
「
政
治
的
国
家
と

非
政
治
的
国
家
と
の
妥
協
」
の
産
物
で
あ
っ
た71
。
ま
た
議
会
も
こ
う
し
た
構
図
の
中

で
は
「
市
民
社
会
の
政
治
的
幻
想

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
な
る72
。
こ
の
よ
う
な
「
二
元
論
」
の
中
で
彼

は
ま
す
ま
す
「
物
質
的
国
家
」
に
、
そ
し
て
「
市
民
社
会
」
に
向
か
っ
て
ゆ
く
。
し

か
し
、そ
れ
は
他
で
も
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
思
想
を
総
括
し
つ
つ
、

近
代
市
民
社
会
の
無
政
府
性
を
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
制
度

的
に
克
服
す
る
た
め
に
描
い
た
「
政
治
的
国
家
」
を
、
そ
し
て
「
国
家
」
そ
の
も
の

を
排
除
す
る
行
程
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
哲
学
」
研
究
に
多
大
な
功
績

を
残
し
た
イ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
マ
ル
ク
ス
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
を
評
し
て
、

マ
ル
ク
ス
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
の
政
治
的
意
味
を
ほ
と
ん
ど
摑
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
述
べ
た73
。
マ
ル
ク
ス
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
」
に
対
す
る
唯
一
正
当
な

こ
の
評
価
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
草
稿
の
一
面
を
特
徴
づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
た
し
か
に
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
』
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
い

や
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
の
ほ
と
ん
ど
が
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法

哲
学
』
の
曲
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
問
題
は
「
理
解
で
き
な

か
っ
た
」
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
無
理
解
あ

る
い
は
曲
解
を
通
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ド
イ
ツ
の
近
代
化
に
向
け
て
体
系
化
し
た
西

欧
近
代
の
法
的
政
治
的
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
幻
想
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
妥
協
」

と
し
て
排
除
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
の
恣
意
や
情
念
の
、
そ
し
て
暴
力

の
暴
走
を
阻
止
す
る
た
め
に
長
き
に
わ
た
っ
て
築
か
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
や

政
治
制
度
が
「
幻
想
」
と
し
て
排
除
さ
れ
、
い
ま
や
剥
き
出
し
に
さ
れ
た
「
欲
求
の

体
系
」
が
社
会
や
歴
史
の
全
面
に
置
か
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
曲
解
に
基
づ
い

た
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
一
面
的
な
「
市
民
社
会
の
発
見
」
が
、
道
徳
理
論
、
法
理
論
、

国
家
論
そ
し
て
民
族
理
論
の
欠
如
と
い
う
の
ち
の
マ
ル
ク
ス
の
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主

義
の
最
大
の
欠
陥
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
致
命
的
な
曲
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
」
は
マ

ル
ク
ス
に
と
っ
て
新
た
な
理
論
的
地
平
を
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
彼
は

そ
う
確
信
し
て
い
た74
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
バ
ウ
ア
ー
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
に
関

す
る
新
た
な
論
考
を
『
ス
イ
ス
か
ら
の
二
一
ボ
ー
ゲ
ン
』
誌
に
発
表
す
る
。
そ
れ
は

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
す
で
に
『
ド
イ
ツ
年
誌
』
に
連
載
し
て
い
た
論
考
を
も
と
に

小
冊
子
に
ま
と
め
た
ら
れ
た
バ
ウ
ア
ー
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
と
と
も
に
、
自
ら
の

新
た
な
見
解
を
検
証
す
る
格
好
の
対
象
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
そ
の
よ
う
な
批
判
的
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対
決
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
原
稿
掲
載
を
め
ぐ
る
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
内
の
争
い
以
来
、

彼
が
バ
ウ
ア
ー
に
対
し
て
一
方
的
抱
い
て
い
た
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
晴
ら
す
絶
好
の
機

会
で
も
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
す
で
に
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
摑
む
に
は
「
あ
ま

り
に
抽
象
的
」
で
あ
る
と
看
做
し
て
い
た
バ
ウ
ア
ー
の
無
神
論
的
共
和
主
義
的
見
解

に
対
し
て75
、
そ
れ
が
「
政
治
的
解
放
」
と
「
人
間
的
解
放
」
と
を
混
同
し
て
い
る
と

批
判
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
真
の
解
決
は
そ
の
「
現
世
的
根
拠
」
を
廃
棄
す
る
こ
と

に
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
「
解
決
策
」
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

現
実
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
決
と
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
が
貧
困

層
か
ら
成
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
民
的
帰
属
の
求
め
に
対
し
て
「
ボ
ロ
儲
け
と
そ
の
諸
前

提
を
廃
棄
」
せ
よ
と
要
求
す
る
こ
と
が
、い
っ
た
い
何
の
解
決
に
繋
が
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
欲
求
の
体
系
」
を
前
提
と
し
た
彼
の
こ
の
「
解
決
策
」
は
、
ユ
ダ

ヤ
人
問
題
を
そ
の
「
現
世
的
根
拠
」
に
矮
小
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ボ
ロ
儲
け
」

と
「
カ
ネ
」
に
執
着
す
る
「
守
銭
奴
」
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
伝
来
の
偏
見
を
再
現
す
る

結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
発
言
は
、の
ち
に
彼
が
み
ず
か
ら
を「
生

粋
の
ド
イ
ツ
人
」
と
し
て
位
置
づ
け76
、
他
方
で
ラ
サ
ー
ル
を
、
そ
の
身
体
的
特
徴
を

捉
え
て
「
ユ
ダ
ヤ
の
ニ
グ
ロ
」
な
ど
と
侮
辱
し
て
い
る
事
実
を
も
考
え
合
わ
せ
る
な

ら
ば77
、
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
捉
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
示
唆
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
人
生
と
著
作
の
ほ
と
ん
ど
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
自
己
嫌
悪
」

に
貫
か
れ
て
い
た
と
見
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る78
。
マ
ル
ク
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
問

題
」
を
め
ぐ
る
社
会
史
的
思
想
史
的
文
脈
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
複
雑
で
あ
り
、

彼
の
見
解
を
特
定
の
個
人
や
環
境
の
影
響
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
う
し
た
歴
史
的
か
つ
理
論
的
な
分
析
を
踏
ま
え
て
も
な
お
、
彼
が
ユ
ダ
ヤ

人
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
と
し
て
残

る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
み
ず
か
ら
の
出
自
や
父
の
改
宗
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
一
度
た

り
と
も
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
ハ
イ
ネ
や
ヘ
ス
の
よ
う
に
、
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る

こ
と
の
、そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
の
「
痛
み
」
を
率
直
に
語
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
マ
ル
ク
ス
は
幼
少
期
に
改
宗
し
た
と
は
い
え
、
多
く
の
ラ
ビ
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の

親
族
に
囲
ま
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
社
会
状
況
を
熟
知
し
、
か
つ
み
ず
か
ら
が
徹
底
し
た

差
別
を
体
験
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
差
別
社
会
と
闘
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
批
判
の
矛
先
を
同
胞
に
向
け
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
解
放
と

は
「
ボ
ロ
儲
け
」
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
ネ
が
別
の
事

例
に
つ
い
て
厳
し
く
批
判
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
「
自
分
の
出
自
に
気
付

か
れ
な
い
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
ひ
ど
い
悪
口
を
言
っ
て
見
せ
た79
」
の
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
は
彼
自
身
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い80
。

注*

本
稿
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ユ
ダ
ヤ
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
二
〇
〇
八
年
ド

イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
て
開
催
さ
れ
た
国
際
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
学
会
大
会
に
お
い

て
筆
者
が
行
っ
た
口
頭
発
表
と
そ
れ
に
基
づ
い
て
公
刊
さ
れ
た
論
考
を
も
と
に
、そ
の

後
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
加
筆
修
正
の
上
、
邦
語
で
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
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