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森
田
代
表
理
事
、
川
田
所
長
な
ら
び
に
ご
列
席
の
皆
様
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
き
大
変
光
栄
で
す
。「
対

話
の
文
明
（dialogical

civilization

）」
と
い
う
新
し
い
理
念
に
つ
い

て
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
皆
様
と
分
か
ち
あ
え
れ
ば
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
一
九
九
五
年
、
池
田
会
長
は
ホ
ノ
ル
ル
の
東
西

セ
ン
タ
ー
で
講
演
を
な
さ
れ
ま
し
た
が
、

（
１
）

私
は
そ
の
時
、
光
栄

に
も
討
論
者
の
一
人
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
は
そ
こ
で
、
東
洋
と
西
洋
と
の
対
話
に
つ
い
て
の
池
田
会
長

の
思
想
に
初
め
て
出
会
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
、「
第
三
文

明
」
と
い
う
理
念
に
触
れ
た
最
初
の
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。

「
第
三
文
明
」
と
は
東
洋
と
西
洋
と
い
う
二
分
法
を
乗
り
越
え
る

文
明
で
す
。
ま
た
、
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
が
、
我
々
二
人
は

と
も
に
、「
第
三
文
明
」
が
東
洋
と
西
洋
の
持
つ
力
と
豊
か
な
可

能
性
と
を
結
び
つ
け
る
文
明
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
、
最
初
の
東
西
間
対
話
の
経
験
は
大
学
時
代
に
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。
私
は
、
毎
日
で
は
な
い
に
し
て
も
、
毎
週
、

ア
メ
リ
カ
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
大
学
の
卒
業
生
た
ち
と
会
話
を

交
わ
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
オ
ー
バ
ー
リ
ン
や
プ
リ
ン
ス

ト
ン
、
イ
ェ
ー
ル
と
い
っ
た
大
学
の
出
身
で
し
た
が
、
私
の
母

校
で
あ
る
台
湾
の
東
海
大
学
で
英
語
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を

特
別
公
開
講
演
会
よ
り
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務
め
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
の
お
か
げ
で
英
語
で
表
現
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
、
私
が
す
ぐ
に
会
話
の
話
題
と
し
て
取
り
上
げ
た

の
は
、
ア
メ
リ
カ
文
明
と
中
国
文
明
と
に
お
け
る
中
核
的
な
価

値
観
の
一
致
と
不
一
致
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
し
た
。
豊
富
で

は
な
い
英
語
の
単
語
力
で
彼
ら
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
ど
う

奮
闘
し
た
の
か
、
私
は
今
で
も
憶
え
て
い
ま
す
。
英
語
の
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
言
っ
て
も
、
彼
ら
は
私
よ
り
三
歳
か
四
歳
上

に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
が
そ
の
時
言
い
た
か
っ
た
の
は
、

な
ぜ
共
感
の
方
が
合
理
性
よ
り
重
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
し

た
。一

九
八
○
年
代
の
末
、
私
は
十
四
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
東
西
セ

ン
タ
ー
の
文
化
・
文
明
研
究
所
の
所
長
職
を
拝
命
し
、
文
明
間

対
話
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
ま
し
た
。

（
２
）

こ
れ
は
特
に
世
界

宗
教
相
互
の
交
流
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
は
、
幾
人
か
の
卓
越
し
た
宗
教
研
究
者
と
宗
教
指
導
者
が

参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
エ
ワ
ー
ト
・
カ
ズ
ン
ズ
、

（
３
）

ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ェ
ル
・
ス
ミ
ス
、

（
４
）

ヒ
ュ
ー
ス

ト
ン
・
ス
ミ
ス
、

（
５
）

Ｈ
・
ナ
ス
ル
、

（
６
）

レ
イ
モ
ン
・
パ
ニ
カ
ル
、

（
７
）

バ

ラ
ス
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ア
ン

（
８
）

な
ど
で
す
。
彼
ら
は
ホ
ノ
ル
ル
を
訪
れ
、

啓
発
的
な
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
は
、
二
つ
の
統
合
軸
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
水
平

的
な
次
元
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
垂
直
的
な
次
元
で
す
。
水
平

的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
主
要
な
世
界
宗
教
が
含
ま
れ
ま
す
。

そ
の
基
礎
に
な
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
い
で
す
、「
こ
う
し

た
主
要
な
思
想
伝
統
の
代
表
者
た
ち
は
、
知
的
・
精
神
的
な
共

同
作
業
に
お
い
て
、
宗
教
間
対
話
・
文
化
間
対
話
の
相
手
と
し

て
如
何
に
相
互
に
対
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」。
一
九
四

○
年
代
に
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、「
枢
軸

時
代

（
９
）

」
の
文
明
と
し
て
規
定
し
た
七
つ
の
文
明
は
、
南
ア
ジ
ア

（
特
に
イ
ン
ド
）
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
、
中
国
に
お
け

る
儒
教
と
道
教
、
中
東
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
、
そ
れ
と

関
連
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
（
こ
の
三
つ
は
、
旧
約
聖
書

を
軸
と
す
る
精
神
性
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
す
）
と
い
う
七
つ
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
背
景
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
も
精
神

的
伝
統
と
し
て
含
ま
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
加
え
て
、
垂
直
的
な
次
元
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

全
世
界
の
土
着
的
な
宗
教
が
含
ま
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ネ
イ

テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
、
ハ
ワ
イ
人
、
マ
オ
リ
族
、
ア
フ
リ
カ
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諸
民
族
な
ど
の
宗
教
が
そ
う
で
す
し
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
神
道

の
伝
統
も
そ
う
で
す
。
日
本
的
精
神
性
の
一
表
現
と
し
て
の
神

道
に
つ
い
て
言
う
と
、
私
は
自
分
で
も
研
究
し
ま
し
た
し
、
何

人
か
の
日
本
の
学
者
と
も
対
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、

著
名
な
岡
田
武
彦

（
10
）が

い
ま
す
。
彼
は
九
州
の
儒
教
研
究
者
で
、

楠
本
正
継

（
11
）

の
弟
子
で
あ
り
、
山
崎
闇
斎
に
遡
る
水
戸
学

（
12
）の

継
承

者
で
す
。
ま
た
、
禅
の
導
師
で
あ
る
阿
部
正（

13
）雄

や
、
哲
学
者
の

西
谷
啓
治
と
も
対
話
し
ま
し
た
。
西
谷
は
、
京
都
学
派
の
創
始

者
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
の
後
継
者
で
す
。
丸
山
眞
男
は
、
大
き

な
影
響
力
の
あ
る
知
識
人
で
し
た
が
、
特
に
通
奏
低
音
（b

asso

ostinato
(

14)

）
と
い
う
実
り
豊
か
な
概
念
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
対
話
や
研
究
を
通
じ
て
、
私
は
日
本
文
明
の

独
自
性
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

厳
密
に
言
え
ば
、
日
本
は
枢
軸
時
代
の
文
明
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
日
本
は
、
十
九
世
紀
の
半
ば
に
近
代
西
洋
の
衝

撃
を
受
け
る
前
に
、
儒
教
と
仏
教
と
い
う
二
つ
の
枢
軸
時
代
文

明
を
消
化
吸
収
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め

日
本
の
文
化
は
、
表
面
的
に
は
単
一
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
極
め
て
豊
か
で
変
化
に
富
む
多
様
な
も
の
と
な
っ
た
の
で

す
。
私
が
重
視
す
る
の
は
、
シ
ュ
ミ
ュ
エ
ル
・
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ

タ
ッ
ト

（
15
）の

解
釈
で
す
。
彼
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
の
社
会
学
者
で
、

比
較
文
明
論
研
究
の
ト
ッ
プ
・
レ
ベ
ル
の
研
究
者
で
す
。
彼
は
、

著
書
『
日
本
文
明

（
16
）

』
の
中
で
、
日
本
的
精
神
性
の
顕
著
な
特
徴

は
超
越
的
な
も
の
の
「
内
在
化
」
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
な
も
の

―
た
と
え
ば
仏

教
や
儒
教

―
を
独
自
の
仕
方
で
内
在
化
す
る
日
本
の
吸
収
力

は
、
比
較
文
化
の
観
点
か
ら
い
っ
て
、
他
に
類
を
見
な
い
も
の

な
の
で
す
。
と
は
い
え
、
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
が
あ
ま
り
に

も
一
般
化
し
す
ぎ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
留
保
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
日
本
独
自
の
感
受
性
に
慣

れ
親
し
む
こ
と
な
く
、
日
本
的
心
性
の
繊
細
さ
や
複
雑
さ
を
と

ら
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
歌
舞
伎

や
能
、
相
撲
、
日
光
の
温
泉
、
富
士
の
裾
野
、
桜
の
季
節
な
ど

と
い
っ
た
も
の
で
す
。

過
去
百
六
十
年
の
間
、
日
本
で
言
え
ば
明
治
維
新
以
後
、
近

代
西
洋
の
衝
撃
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
お
よ
び
そ
の
他
の

ア
ジ
ア
諸
国
、
さ
ら
に
は
全
て
の
非
西
洋
諸
国
が
甚
大
な
変
容

を
こ
う
む
り
ま
し
た
。
池
田
会
長
が
東
西
の
対
話
に
つ
い
て
語
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っ
た
時
、
そ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
単
に
太
平
洋
の
両
岸
と

い
う
以
上
の
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
西
洋
と
他
の
地

域
（
イ
ス
ラ
ー
ム
を
含
め
て
）
と
の
対
話
と
解
す
る
の
は
無
理
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
未
来
に
向
け
て
の
展

望
か
ら
い
え
ば
、
西
洋
と
他
の
地
域
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
二
分
法
や
三

分
法
に
よ
る
思
考
法
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
限
定
さ
れ

た
見
方
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
我
々
の
思
考
を
限
界
づ
け
る
も

の
で
す
。
現
在
の
世
界
は
、
富
と
力
を
競
い
合
う
三
つ
の
主
要

勢
力

―
北
米
・
Ｅ
Ｕ
・
東
ア
ジ
ア

―
が
形
作
っ
て
い
る
、
と

い
う
短
絡
的
な
見
方
は
、
そ
の
一
例
で
す
。

一
九
九
八
年
、
国
連
が
二
○
○
一
年
を
「
文
明
間
の
対
話
年
」

と
決
定
す
る
と
、
コ
フ
ィ
・
ア
ナ
ン
事
務
総
長
は
、
彼
の
代
理

人
で
あ
る
ジ
ア
ン
ニ
・
ピ
コ

（
17
）を

通
じ
て
、
対
話
を
促
進
す
る
た

め
の
国
際
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
ま
し
た

（
18
）

。
私
は
光
栄
に
も
、
い

わ
ゆ
る
「
賢
人
グ
ル
ー
プ
」（G

roup
of

E
m

inent
P

ersons

）
の
メ
ン

バ
ー
に
加
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
以
下
の
こ
と
を
提
案

し
ま
し
た
。
対
話
が
有
意
義
な
も
の
に
な
る
た
め
に
は
二
つ
の

原
則
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
の
原
則
は
、
相
互
性
の
原
則
、
な

い
し
は
配
慮
の
原
則
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
そ
れ
は
次
の
言

葉
で
言
い
表
せ
ま
す
。「
他
人
に
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
こ
と
を
、

他
人
に
し
て
は
い
け
な
い

（
19
）

」。
第
二
の
原
則
は
、
人
間
性
の
原
則

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、「
私
の
自
己
確
立
の
た
め

に
は
他
者
の
自
己
確
立
に
力
を
貸
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の

成
長
の
た
め
に
は
他
者
の
成
長
を
手
助
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
20
）

」
と
い
う
も
の
で
す
。
孔
子
の
『
論
語
』
に
あ
る
こ
の
原
則
は

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
次
の
言
葉
と
完
全
に
一
致
し
ま
す
。

「
我
々
は
人
格
を
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
う
べ
き
で
、
単
に
目

的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い

（
21
）

」。
グ
ル
ー

プ
の
一
員
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ

（
22
）は

、
普
遍
的
な
倫
理

規
範
を
定
式
化
し
よ
う
と
い
う
先
駆
的
営
為
に
お
い
て
、
同
じ

原
則
を
支
持
し
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
の
間
で
意
見
の
一
致
を

見
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
「
黄
金
律
」
を
積
極
的
な
形
で
表
現
す

べ
き
か
、
消
極
的
な
形
で
表
現
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
彼
の
考
え
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
つ
は
両
立
可
能
で
あ
り
、

同
一
で
さ
え
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
は
次

の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
儒
教
的
な
定
式（
ユ
ダ
ヤ

教
で
も
同
じ
で
す
が

（
23
）

）
は
、「
他
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
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と
を
、
他
人
に
も
し
な
さ
い

（
24
）

」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
言
い
方

と
は
違
い
、
宗
教
間
対
話
に
は
よ
り
適
合
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
性
の
精
神
に
お
い
て
も
、
批
判
的

な
自
己
意
識
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
自
明

な
こ
と
が
必
ず
し
も
対
話
の
相
手
側
に
受
け
入
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
と
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
す
。「
福
音
」
を
分
か
ち
合
う
前

に
、
ま
ず
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

語
源
学
の
観
点
か
ら
言
う
と
、「
仁
」
と
い
う
漢
字
は
、「
人

（
ｲ
）」
と
「
二
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
人
間
が

常
に
他
の
人
間
と
の
関
係
の
中
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
ま
す
。
バ
ー
ク
リ
ー
の
中
国
学
者
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ッ
ド
バ
ー

グ
（
25
）

が
、
考
慮
の
す
え
に
「
仁
」
を
「
共
人
間
性
」（co-hum

anity

）
と

訳
し
た
の
も
、
な
る
ほ
ど
と
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
興
味
深
い

の
は
、
新
発
見
の
郭
店
資
料

（
26
）

に
は
、「
仁
」
は
、「
身
」
の
下
に

「
心
」（
こ
こ
ろ
、
心
臓
）
を
書
い
た
字
（「

」）
で
書
か
れ
て
い
た

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

人
間
性
（「
仁
」）
と
は
単
に
社
会
性
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

身
体
的
か
つ
心
的
な
も
の
を
も
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
が
生
き

た
人
格
、
個
人
と
し
て
の
固
有
性
を
形
成
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
資
料
の
年
代
は
、
孟
子
以
前
、
紀
元
前
四
世

紀
で
す
か
ら
、
こ
の
「
仁
」
の
定
義
は
孔
子
の
直
弟
子
た
ち
に

は
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
相
互
性
を
あ
ら
わ

す
「
恕

（
27
）」

と
い
う
字
が
「
如
」
と
「
心
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の

も
、
同
じ
精
神
に
も
と
づ
く
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
誰
か
他
の

人
を
理
解
で
き
る
の
は
、
自
ら
の
心
に
よ
っ
て
（
「
心
」
の
「
如
」

く
）
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
種
の

類
比
的
想
像
力
は
、
儒
教
倫
理
の
精
髄
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
真

正
な
対
話
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
と
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
我
々
が
生
き
て
い
る
の
は
、
文
化
間
交
流
と
い
う
驚

異
的
な
時
代
で
す
。
新
し
い
枢
軸
時
代

（
28
）

の
到
来
に
よ
り
、
実
り

豊
か
な
東
西
対
話
の
可
能
性
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
互

い
の
中
核
的
価
値
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
今
日
、
啓

蒙
時
代
の
主
要
な
価
値
は
普
遍
的
な
価
値
と
み
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
自
由
、
理
性
（
た
と
え
ば
、
合
理
的
か
つ
理
性
的

な
思
考
）、
法
の
適
正
な
手
続
き
（
合
法
性
）、
権
利
意
識
（
特
に
人

権
）、
個
人
の
尊
厳
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
儒
教

的
伝
統
に
お
い
て
枢
要
な
価
値
、
た
と
え
ば
人
間
性
（
仁
）
、
正

し
さ
（
義
）、
礼
儀
（
礼
）、
叡
智
（
智
）、
信
頼
（
信
）
な
ど
は
、
し
ば
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し
ば
ア
ジ
ア
的
な
価
値
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
ま
す
。
実
際
に

は
、
こ
れ
ら
は
単
に
ア
ジ
ア
的
な
価
値
な
の
で
は
な
く
、
ア
ジ

ア
の
経
験
に
根
ざ
し
た
普
遍
的
な
価
値
な
の
で
す
。
一
例
と
し

て
人
間
性
（
仁
）
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
同
情
・

感
情
移
入
・
共
感
で
す
。
こ
れ
が
理
性
と
相
補
的
な
価
値
で
あ

る
こ
と
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
責
任
は
、
実

践
に
お
い
て
、
権
利
の
不
可
欠
な
条
件
で
す
。
合
法
性
は
礼
儀

と
両
立
し
ま
す
。

こ
う
し
た
重
要
な
諸
価
値
は
、
我
々
が
大
事
に
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
自
ら
内
面
化
し
現
実
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
こ
で
鋭
く
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
諸

価
値
が
、
時
と
し
て
緊
張
関
係
に
陥
り
、
さ
ら
に
は
対
立
す
る

こ
と
さ
え
あ
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
自
由
と
平
等
、
あ
る

い
は
効
率
性
と
連
帯
は
、
い
ず
れ
も
非
常
に
望
ま
し
い
価
値
で

す
が
、
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
市
場
経
済
に

お
い
て
自
由
が
優
先
さ
れ
れ
ば
、
社
会
的
不
平
等
が
生
じ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
効
率
性
が
最
大
に
強
調
さ
れ
れ
ば
、
社
会

的
連
帯
を
維
持
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

共
感
・
感
情
移
入
・
同
情
と
い
っ
た
も
の
と
合
理
性
と
の
間
に

も
緊
張
が
あ
り
ま
す
。
冷
静
で
合
理
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
長

け
て
い
く
と
、
時
と
し
て
他
人
に
対
す
る
共
感
的
な
理
解
が
持

て
な
く
な
り
ま
す
。
あ
ま
り
に
も
誰
か
に
対
し
て
情
緒
的
に
一

体
化
し
て
し
ま
う
と
、
私
心
な
く
公
平
・
客
観
的
な
観
点
か
ら

物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。同

時
に
、
合
法
性
と
礼
儀
と
の
間
に
も
不
可
避
の
緊
張
関
係

が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
国
に
お
い
て

は
、
法
（
し
ば
し
ば
刑
罰
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
し
た
が
）
と
礼
と
は
対

立
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
に
よ
る
強
制
を
強
調

し
過
ぎ
れ
ば
、
礼
を
失
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
作
法
や
丁
寧

さ
・
人
間
関
係
の
調
和
と
い
っ
た
こ
と
を
強
調
し
過
ぎ
れ
ば
、

法
が
後
景
に
か
す
む
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
権
利
・
人
権

と
責
任
・
義
務
と
の
間
に
も
緊
張
関
係
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

個
人
の
尊
厳
・
自
立
・
独
立
と
い
っ
た
も
の
と
、
社
会
的
連

帯
・
共
同
体
と
し
て
の
統
合
と
い
っ
た
も
の
と
の
間
に
も
緊
張

関
係
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
う

し
た
一
見
矛
盾
し
た
諸
価
値
が
結
合
さ
れ
た
り
、
少
な
く
と
も
、

実
り
豊
か
な
相
互
作
用
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、



疑
う
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
動
学
的
均
衡

（
29
）

に
向
け
て
作
業
を
行

え
ば
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
の
諸
価
値
の
統
合
に
達
す
る
こ
と

も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
自
由
と
正
義
は
ど
ち
ら
も
必
要
で
す
。

緊
張
関
係
が
有
意
義
な
循
環
関
係
に
な
る
よ
う
調
整
を
行
う
こ

と
は
可
能
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
、
日
本
文
化
か
ら
一
例
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
義
理
人
情
」
と
い
う
も
の
で
す
。
皆
様

は
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
私
に
は
微
妙
な
含
意

が
ま
だ
十
分
理
解
で
き
て
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の

倫
理
に
お
い
て
は
、「
義
理
」
と
「
人
情
」
は
い
ず
れ
も
本
質
的

な
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
動
学
的
均
衡
を
達
成
す
る
こ
と
が
命

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
義
理
と
い
う
原
則
無
し
に
社
会
的
安
定
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
人
情
を
欠
い
て
は
社
会
の
調
和
は
維
持
で
き

ま
せ
ん
。

東
西
の
間
の
価
値
の
対
立
が
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
東
洋

的
価
値
と
西
洋
的
価
値
の
解
釈
に
対
立
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
明
間
対
話
の
重
要
性
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

寛
容
は
最
低
限
の
条
件
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
我
々
は
他
者
の
存
在
を
認
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
他
者
が
還
元
不
能
な
実
在
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
認
め
な
け
れ
ば
、
尊
敬
と
い
う
姿
勢
を
涵
養
す
る
こ
と
は
困

難
で
す
。
昨
年
亡
く
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
デ
リ
ダ
は
、

晩
年
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、
し
ば
し
ば
「
赦
し
」
に
つ
い
て
語
っ
た
そ

う
で
す

（
30
）

。
私
の
推
測
で
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
特
定
の
価
値
に
関

与
し
た
の
は
、
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
相
続
し
た
遺
産
に
由
来

す
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
他
者
へ
の
配
慮
こ
そ
が
真
正
な
自

己
同
一
性
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
も
、
現

代
世
界
に
お
け
る
彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
経
験
を
反
映
し
た

も
の
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

寛
容
・
認
知
・
尊
敬
に
よ
っ
て
、
二
人
の
対
話
者
は
相
互
を

参
照
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
私
は
あ
な
た
を
通
じ
て

私
自
身
を
理
解
し
、
あ
な
た
は
私
を
通
じ
て
あ
な
た
自
身
を
理

解
し
ま
す
。
他
者
は
自
己
認
識
の
た
め
の
鏡
の
役
割
を
果
た
し

ま
す
。
こ
う
し
た
相
互
参
照
に
よ
っ
て
、
我
々
は
相
互
に
学
び

合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
初
め
て
、
対

話
相
手
の
他
者
性
を
、
自
ら
の
成
長
の
祝
福
の
機
会
と
し
て
、

む
し
ろ
恩
寵
と
し
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
意
味
で
、
対
話
と
は
単
に
会
話
の
機
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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自
分
の
意
思
を
他
人
に
押
し
付
け
る
好
機
と
し
て
対
話
を
道
具

化
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
相
互
性
の
原
則
に
も
と
づ
け
ば
、
私

に
と
っ
て
良
い
か
ら
と
い
っ
て
、
他
者
に
と
っ
て
良
い
と
は
限

ら
な
い
の
で
す
。
自
分
の
信
条
・
信
仰
に
他
者
を
転
向
さ
せ
る

に
あ
た
っ
て
は
、
最
大
限
自
制
的
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
我
々
が
抱
く
思
想
や
経
験
を
共
有
す
べ
き
で
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
相
互
性
を
実
際
に
行

使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
他
者
を
真
の
対
話
の
た
め
の
前
提
条

件
と
し
て
共
感
的
に
理
解
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
警
告
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

対
話
の
目
的
は
、
転
向
さ
せ
た
り
、
影
響
を
与
え
た
り
、
説

得
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
教
義
が
正
し

い
と
主
張
す
る
こ
と
で
も
、
自
ら
の
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
傾
聴
し
、
理
解
し
、
学
ぶ

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
知
的
地
平
を
拡
大
し
、
自
己
省

察
を
深
化
す
る
機
会
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、
双
方
向
的
に
、
他

者
が
良
い
傾
聴
者
・
学
習
者
に
な
る
の
を
助
け
る
こ
と
に
も
な

る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
す
。「
私
の
自
己
確
立
の
た
め
に
は
他
者

の
自
己
確
立
に
力
を
貸
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
成
長
の
た

め
に
は
他
者
の
成
長
を
手
助
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

人
間
性
（
仁
）
の
原
則
は
、
こ
こ
で
も
適
切
な
も
の
で
す
。
厳
密

に
言
え
ば
、
人
間
性
（
仁
）
と
は
単
に
博
愛
の
一
形
態
な
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
本
質
的
に
は
、
そ
れ
は
自
己
認
識
と
自
己
理
解

の
深
み
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
す
。

人
類
史
の
こ
の
特
定
の
時
点
に
お
い
て
は
、
対
話
と
い
う
生

き
方
は
時
代
精
神
で
あ
り
ま
す
。
文
明
の
衝
突
と
い
う
危
機
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
文
明
間
対
話
は
一
層
の
急
務
と
な

り
ま
し
た
。
第
二
の
枢
軸
時
代
の
出
現
を
規
定
す
る
性
格
は
、

生
存
の
対
話
的
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
で
す
。
経
済
的
な
グ
ロ
ー

バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
が
意
味
す
る
の
は
、
貿
易
・
金
融
・
投

資
・
銀
行
業
の
標
準
化
と
均
質
化
が
全
世
界
で
生
じ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
世
界
が
単
一
の
市
場
経
済
へ
と
縮
約
さ

れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
ま
す
。
し
か
し
、
逆
説
的
な

こ
と
に
、
文
化
的
多
様
性
は
、
人
間
集
団
の
最
大
の
特
徴
な
の

で
す
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
と
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン

ト
ン
は
、
文
化
的
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
研
究

し
た
著
書
を
『
多
く
の
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

―
現
代
世

界
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性

(

31)

』
と
題
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
示
唆
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的
で
す
。
確
か
に
、
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
地
域
化
（
ロ

ー
カ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
）
を
促
進
し
ま
す
。
具
体
的
な
生
き
た
人
間

の
あ
り
方
を
規
定
す
る
原
初
的
紐
帯

(

32)

の
全
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
す
る
世
界
に
お
い
て
は
、
論
争
の
焦
点
と
化
し
ま
す
。
現
代

世
界
に
お
け
る
最
も
強
力
で
破
壊
的
な
勢
力
の
一
つ
が
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
言
い
過
ぎ

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
民
族
・
性
差
・
言
語
・
年
齢
・

居
住
地
・
階
級
・
信
仰
と
い
っ
た
も
の
が
、「
地
球
村
」
を
形
作

る
影
響
力
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、

我
々
が
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
過
程
で
理
解
す
る
こ
と

に
な
る
の
は
、
我
々
は
み
な
同
じ
救
命
艇
の
中
の
仲
間
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
は
避
け
よ
う
も
な
く
同
じ
生
命
と
い

う
織
物
に
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
家
の
中
で
プ
ラ
イ
ヴ

ェ
ー
ト
に
行
っ
た
こ
と
が
、
社
会
や
国
家
・
世
界
に
深
刻
な
結

果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。
我
々
は
同
じ
運
命
を
共

有
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
一
の
天
災
や
人
災
か
ら

被
害
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
人
類
と
い
う
家
族
の
全
て

の
メ
ン
バ
ー
は
、
最
も
貧
し
い
者
か
ら
最
も
富
ん
だ
者
に
い
た

る
ま
で
、
皆
自
ら
を
ひ
弱
い
者
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
最
も
進

ん
だ
国
防
技
術
を
有
し
最
も
強
く
最
も
富
ん
だ
国
家
で
さ
え
、

市
民
の
間
に
一
般
的
な
安
心
感
を
保
持
す
る
こ
と
に
は
成
功
し

て
い
ま
せ
ん
。
人
類
の
繁
栄
の
た
め
と
い
う
同
じ
志
に
よ
っ
て

相
互
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
望
み
た
い
の
で
す
が
、
実
際
に

は
、
破
壊
に
対
す
る
共
通
の
恐
怖
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
で
す
。
全
て
の
主
要
宗
教
は
、
人
類
史
に
お

い
て
未
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
新
し
い
現
実
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
人
類
の
生
存
可
能
性
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
二
の
枢
軸
時
代
の
比
類
な
い
特
徴
は
、
全
て
の
世
界
宗
教

の
間
で
相
互
交
流
の
新
し
い
パ
タ
ー
ン
が
出
現
し
た
こ
と
で
す
。

我
々
の
精
神
的
行
路
に
お
い
て
、
異
な
る
信
仰
に
加
担
し
て
い

る
人
や
異
な
る
宗
教
共
同
体
に
属
し
て
い
る
人
に
出
会
わ
な
い

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
最
も
可
能
性
が
高

い
の
は
、
内
面
的
に
も
実
践
的
に
も
無
宗
教
で
あ
る
人
と
出
会

う
こ
と
で
す
。
一
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
は
仏
教
徒
の
同
僚
や
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
隣
人
、
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
）
の
友
人
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
伴
侶
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
見
両
立

不
能
な
精
神
的
道
程
が
一
点
に
集
ま
っ
た
り
、
一
見
雑
多
な
宗

118



教
的
潮
流
が
合
流
す
る
こ
と
は
、
現
代
世
界
の
宗
教
的
景
観
を

豊
か
に
も
し
、
複
雑
に
も
し
ま
す
。
或
る
信
仰
共
同
体
の
メ
ン

バ
ー
が
他
の
信
仰
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
会
う
機
会
を
持
た
な

い
な
ど
と
は
、
想
像
し
が
た
い
こ
と
で
す
。
前
の
オ
ラ
ン
ダ
首

相
で
あ
る
ル
ベ
ル
ス
氏

（
33
）は

、
か
つ
て
私
に
、
自
分
は
カ
ト
リ
ッ

ク
の
共
同
体
の
中
で
育
っ
た
、
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
記

憶
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
人
と
会
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
同
級
生
に
出
会
う
と
い
う
シ
ョ

ッ
キ
ン
グ
な
経
験
を
し
た
の
は
、
彼
が
十
七
歳
に
な
っ
て
か
ら

で
し
た
。
今
日
、
完
全
に
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ
た
信
仰
共
同
体

が
存
立
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
で
す
。
異
な
る
信

仰
を
持
っ
た
人
々
は
共
に
生
き
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
必
要
性
が
な
く
て
も
、
相
手
が
い
な
く
て
も
、
私
た
ち
は

自
分
の
と
は
異
な
る
宗
教
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
リ
ー
ダ
ー
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
彼
自
身
は
無
宗

教
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
に
心
動
か
さ
れ
る
状
態
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
決
定
的
に
重
要
で
す
。
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と

に
失
敗
す
れ
ば
、
そ
れ
は
二
十
一
世
紀
の
良
心
的
な
リ
ー
ダ
ー

に
は
許
さ
れ
な
い
盲
点
と
な
る
で
し
ょ
う
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
と
の
関
連
で
、
地
域
化
を

促
進
し
ま
す
。
具
体
的
な
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
に
と
っ
て
本

質
を
な
す
原
初
的
紐
帯
は
、
経
済
的
な
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ

ョ
ン
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
る
た
め
、「
我
々
は
誰
な
の
か
」「
我
々

は
ど
の
よ
う
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
真
剣

に
考
え
る
こ
と
で
、
我
々
は
こ
の
状
況
に
応
答
し
ま
す
。
そ
の

結
果
、
我
々
の
う
ち
に
は
、
人
種
・
民
族
的
背
景
・
性
差
・
出

生
地
・
母
国
語
・
宗
教
的
関
係
の
感
覚
が
非
常
に
高
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
文
化
的
な
領
域
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ

イ
シ
ョ
ン
と
地
域
化
と
の
相
互
作
用
は
き
わ
め
て
複
雑
で
、
き

わ
め
て
濃
密
で
す
。
こ
の
逆
説
的
現
象
を
と
ら
え
る
た
め
、「
グ

ロ
ー
カ
ル
（glocal

）」
と
い
う
不
細
工
な
形
容
詞
が
作
り
出
さ
れ
た

ほ
ど
で
す
。

こ
れ
は
、
多
元
主
義
が
世
界
中
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る

理
由
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
生
態
学
者
た
ち
の
次
の
よ
う
な
主

張
に
は
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
地
理
的
多
様
性
と

生
物
学
的
多
様
性
は
生
命
の
複
雑
な
連
関
を
維
持
す
る
上
で
本

質
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
類
の
存
続
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
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だ
、
と
言
う
の
で
す
。
人
文
学
の
研
究
者
た
ち
は
、
文
化
的
多

様
性
は
人
類
の
繁
栄
と
一
致
す
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
言
語
学

者
た
ち
は
、
西
洋
化
・
近
代
化
・
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
言
語
的
多
様
性
の
損
傷
が
深
刻
に
な
る
こ
と
を
憂
慮

し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
あ
っ
た
言
語
は
驚
く
べ
き
速
度
で
失

わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
数
百
も
の
言
語
が
年
単
位
で
消
滅
し
て

い
ま
す
。
最
終
的
に
人
間
の
世
界
で
は
単
一
の
言
語
の
み
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
心
配
す
る
者
も
い
ま

す
。
彼
ら
は
、
遠
か
ら
ぬ
未
来
に
、
英
語
が
全
世
界
に
と
っ
て

の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

（
34
）

に
な
る
、
と
信
じ
て
い
る
の
で
す
。
皮
肉
な

こ
と
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン

の
よ
う
な
学
者
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
テ
キ
サ
ス
・
フ
ロ
リ

ダ
・
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
地
域
で
は
英
語
の
国
語
と
し
て

の
地
位
が
ス
ペ
イ
ン
語
に
侵
食
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
心
配
し
て

い
ま
す

（
35
）

。
未
来
に
お
い
て
英
語
が
唯
一
の
国
際
語
と
し
て
勝
利

す
る
こ
と
を
想
像
し
う
る
に
し
て
も
、
英
語
も
ま
た
一
つ
の
言

語
と
し
て
多
様
化
す
る
こ
と
を
免
れ
ま
せ
ん
。
イ
リ
ノ
イ
大
学

か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
学
術
誌
『
世
界
の
諸
英
語
（W

o
rld

E
nglishes

）』
は
、
私
に
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー

（
36
）（

あ
る
い
は
他
の
誰

か
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）の
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
は
同
じ
言
語
に
よ
っ
て
永
久
に
分
離
さ

れ
て
い
る
」
と
言
う
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
英
語
と
イ
ギ
リ
ス
英

語
は
二
つ
の
異
な
っ
た
言
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
き
な
違

い
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
多
く
の
種
類
の
英
語
が
存
在
し
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
互
い
に
は
通
じ
な
い
ほ
ど
で
す
。

多
元
的
な
世
界
に
お
い
て
は
、
差
異
に
寛
容
で
あ
り
、
差
異

を
認
知
し
尊
敬
す
る
た
め
、
文
化
的
能
力
と
倫
理
的
知
性
を
涵

養
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
が

提
示
す
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
他
者
性
」（radical

otherness

（
37
）

）
と
い

う
概
念
は
非
常
に
示
唆
的
で
す
。
確
か
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
他

者
性
に
直
面
す
る
こ
と
が
常
に
解
放
的
な
経
験
で
あ
る
と
は
想

像
し
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
判
断
を
可
塑
的
な
ま
ま
に
と
ど
め

て
お
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
深
く
傾
聴
で
き
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
は
必
要
で
も
あ
り
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
正
常
さ
・
合
理
性
・
適
切
さ
な
ど
に
つ
い
て
の

我
々
の
感
覚
は
拡
大
さ
れ
る
の
で
す
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
的
理
性
」
の
理
論
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ

ン
的
理
性
を
人
間
の
相
互
作
用
の
方
法
と
し
、
人
間
理
解
の
特
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質
と
す
る
た
め
に
は
、
多
大
な
実
践
が
要
請
さ
れ
ま
す
。
貿

易
・
金
融
・
旅
行
・
移
民
・
科
学
・
技
術
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ

ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
必
然
的
に
同
質
化
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ

れ
は
ま
た
民
族
性
・
性
差
・
言
語
・
居
住
地
・
年
齢
・
階
級
な

ど
へ
の
自
己
意
識
を
高
め
ま
す
。
そ
の
た
め
、
同
時
に
、
原
初

的
紐
帯
が
論
争
の
焦
点
へ
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
宗
教
の
重
要
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
め
ぐ
る
政
治
の
普
及
と
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
証
拠
が
あ
り

ま
す
。
西
洋
化
と
い
う
空
間
的
概
念
と
も
近
代
化
と
い
う
時
間

的
概
念
と
も
異
な
り
、
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
或
る
意

味
で
空
間
と
時
間
と
を
解
体
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
前

代
未
聞
で
あ
り
予
測
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
は
逆
説
的
に
地
域
意
識
を
強
化

し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
差
異
が
潜
在
的
に
は
祝
福
す
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
企
て
も
う
ま
く

い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
差
異
を
恐
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。

し
ば
し
ば
、
差
異
は
既
に
確
立
し
た
秩
序
に
対
す
る
挑
戦
と
受

け
止
め
ら
れ
ま
す
。
ギ
ア
ー
ツ
の
賢
明
な
忠
告
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
他
者
性
は
脅
威
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
た

だ
対
話
を
通
じ
て
の
み
、
危
険
な
敵
と
し
て
脅
威
を
も
た
ら
す

他
者
の
存
在
に
対
す
る
恐
怖
を
、
正
直
で
配
慮
に
満
ち
助
言
を

与
え
て
く
れ
る
友
人
へ
と
変
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

平
和
の
文
化
は
、
排
他
主
義
と
は
正
反
対
の
も
の
で
す
。
順
応

主
義
の
要
求
に
合
致
し
な
い
と
見
な
さ
れ
た
者
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
あ
ら
ゆ
る
企
て
は
、
多
様
な
民
族
的
・
言
語
的
・
宗
教

的
・
文
化
的
集
団
と
の
平
和
的
共
存
に
と
っ
て
有
害
な
も
の
で

す
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
緊
張
・
紛
争
・
対
立
・
暴
力
に
い
た

り
ま
す
。
抽
象
的
な
普
遍
主
義
は
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
。

特
定
の
思
想

―
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
包
括
的
な
も
の
で
あ
れ

―
に
も
と
づ
い
て
差
異
を
全
体
論
的
な
構
造
の
中
に
吸
収
し

よ
う
と
す
る
介
入
戦
略
は
、
予
期
に
反
し
て
覇
権
主
義
的
な
支

配
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
抽
象
的
な
普
遍
主
義

や
閉
じ
た
特
殊
主
義
で
は
な
く
、
多
元
主
義
こ
そ
が
新
し
い
枢

軸
時
代
の
人
類
の
繁
栄
に
と
っ
て
適
合
的
な
の
で
す
。

多
元
主
義
を
認
め
る
と
は
い
え
、
私
た
ち
は
人
間
性
に
関
わ

る
中
核
的
価
値
を
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く
真
正
な
も
の
と
し

て
受
け
と
め
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
価
値
は
理
念
上
の
目
的
と

い
う
だ
け
で
な
く
実
践
的
な
目
標
で
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
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は
、
私
た
ち
は
人
間
が
以
下
の
よ
う
な
存
在
だ
と
信
じ
て
い
る

か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
と
は
宇
宙
の
展
開
の
共
同
制
作

者
で
あ
り
、
進
化
過
程
の
守
護
者
で
あ
り
、
自
然
の
審
美
的
鑑

賞
者
で
あ
り
、
世
界
平
和
の
責
任
主
体
な
の
で
す
。
人
類
の
存

続
と
繁
栄
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
「
対
話
の
文
明
」
の
出
現
を

期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
興
味
を
持
っ
た
観
察
者
と
し

て
で
は
な
く
、
行
動
的
な
関
与
者
と
し
て
で
す
。
行
動
す
る
宗

教
者
・
思
想
者
と
し
て
、
私
た
ち
は
自
ら
の
信
仰
共
同
体
を
健

全
で
健
康
的
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、

地
球
市
民
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
を
鋭
く
意
識
し
て
い
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
人
間
の
条
件
に
関
心
を
向
け
る
の

は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
・
仏
教
徒
・
ム
ス
リ
ム
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
・
ユ
ダ
ヤ
人
・
シ
ク
教
徒
・
神
道
信
者
・
マ
オ
リ
族
・
ヒ
ポ

族
・
儒
教
徒
な
ど
と
し
て
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同

時
に
、
進
化
の
途
上
に
あ
る
人
類
と
し
て
、
関
心
を
持
つ
の
で

す
。訳

注
（
１
）「
平
和
と
人
間
の
た
め
の
安
全
保
障
」（
一
九
九
五
年
一
月
二
十

六
日
）、『
池
田
大
作
全
集
』
第
二
巻
（
聖
教
新
聞
社
、
一
九
九

九
）
所
収
。

（
２
）
一
九
九
○
年
か
ら
一
九
九
一
年
に
か
け
て
、
ド
ゥ
氏
は
同
研
究

所
の
所
長
（director

）
を
務
め
た
。

（
３
）E

w
ert

C
ousins.

一
九
二
七
‐
。
神
学
者
、
フ
ォ
ー
ダ
ム
大
学

名
誉
教
授
。
専
門
の
中
世
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
の
他
、
東
西

の
精
神
性
に
つ
い
て
多
く
の
業
績
が
あ
る
。

（
４
）W

ilfred
C
antw

ell
Sm

ith.

一
九
一
六
‐
二
○
○
○
。
イ
ス
ラ

ー
ム
研
究
・
比
較
宗
教
論
。
邦
訳
書
に
『
現
代
イ
ス
ラ
ム
の
歴

史
』（
中
村
廣
治
郎
訳
、
中
央
公
論
社
）
が
あ
る
。

（
５
）H

u
ston

S
m
ith

.

宗
教
学
・
哲
学
、
シ
ラ
キ
ュ
ー
ズ
大
学
名
誉

教
授
。
様
々
な
宗
教
実
践
（
Ｌ
Ｓ
Ｄ
で
有
名
な
テ
ィ
モ
シ
ー
・

リ
ア
リ
ー
と
行
っ
た
実
験
も
含
む
）
に
も
と
づ
く
宗
教
哲
学
で

知
ら
れ
る
。
世
界
の
諸
宗
教
に
つ
い
て
の
ビ
デ
オ
作
品
も
製
作

し
て
い
る
。

（
６
）Seyyed

H
ossein

N
asr.

一
九
三
三
‐
。

イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
、

ジ
ョ
ー
ジ
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
教
授
。
邦
訳
書
に
『
イ
ス
ラ
ー
ム

の
哲
学
者
た
ち
』（
黒
田
壽
郎
・
柏
木
英
彦
訳
、
岩
波
書
店
）
が

あ
る
。

（
７
）R

aim
u
n
d

（R
aim

on

）P
an

ik
k
ar.

一
九
一
八
‐
。
宗
教
哲

学
・
神
学
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン

タ
バ
ー
バ
ラ
校
名
誉
教
授
。
東
西
の
精
神
性
・
宗
教
間
対
話
に

関
す
る
指
導
的
学
者
の
一
人
。

（
８
）R

.
B
alasubrahm

anian.

イ
ン
ド
哲
学
、
ポ
ン
デ
ィ
シ
ェ
リ
ー

大
学
教
授
。
専
門
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
に
関
す
る
業
績
の
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ほ
か
、
様
々
な
宗
教
間
対
話
の
企
画
に
参
加
。P

an
ik
k
ar

ら
と

の
共
著

D
ie

V
eran

tw
ortu

n
g

d
es

M
en

sch
en

f ür
ein

e

bew
ohnbare

W
elt

im
C
hristentum

,
H
induism

us
und

B
uddhism

us, H
erder,1985

が
あ
る
。

（
９
）
一
九
四
九
年
の
著
作
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』
で
提
示
さ
れ
た
概

念
。「
そ
れ
以
降
人
間
が
人
間
と
し
て
存
在
し
う
る
も
の
、
す

な
わ
ち
高
度
の
人
間
存
在
が
生
ま
れ
た
時
点
、
人
間
存
在
の
形

成
に
お
い
て
強
烈
き
わ
ま
り
な
い
生
産
性
が
実
現
さ
れ
た
時

点
」
の
こ
と
で
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
・
パ
レ
ス
チ
ナ
・

ギ
リ
シ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
偉
大
な
宗
教
・
哲
学
が
生
ま
れ

た
紀
元
前
八
○
○
年
か
ら
紀
元
前
二
○
○
年
に
か
け
て
の
時
代

を
指
す
。

（
10
）
一
九
○
八
‐
二
○
○
五
。
元
九
州
大
学
名
誉
教
授
。
陽
明
学
研

究
の
権
威
。『
岡
田
武
彦
全
集
』
が
刊
行
中
。

（
11
）
一
八
九
六
‐
一
九
六
八
。
元
九
州
大
学
名
誉
教
授
。
平
戸
藩
の

儒
者
で
あ
っ
た
楠
本
家
に
生
ま
れ
、
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究

室
初
代
教
授
と
な
る
。
著
書
に
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』

な
ど
。

（
12
）
山
崎
闇
斎
は
江
戸
時
代
初
期
の
朱
子
学
者
。
厳
格
・
謹
厳
な
学

風
で
知
ら
れ
、
そ
の
一
門
は
江
戸
末
期
に
い
た
る
ま
で
朱
子
学

の
一
方
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。
水
戸
学
は
、
幕
末
の
水
戸
藩
で

成
立
し
た
儒
学
。
尊
王
攘
夷
論
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
山
崎
闇

斎
と
水
戸
学
は
、
尊
王
思
想
な
ど
の
点
で
共
通
性
を
持
つ
が
、

両
者
に
直
接
的
な
関
係
は
な
い
。

（
13
）
一
九
一
五
‐
。
奈
良
教
育
大
学
名
誉
教
授
。
禅
仏
教
・
西
田
哲

学
・
比
較
思
想
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
英
文
論
文
を
著
わ
し
、

海
外
で
高
い
評
価
を
受
け
る
。
邦
文
著
作
に
は
『
非
仏
非
魔
』

『
虚
無
と
虚
偽
』
な
ど
が
あ
る
。

（
14
）
丸
山
眞
男
が
論
文
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」（
一
九
七
二
年
）
で

提
唱
し
た
概
念
。
通
奏
低
音
（
執
拗
低
音
）
と
は
、
バ
ロ
ッ
ク

音
楽
で
高
音
部
を
支
え
る
低
音
部
の
こ
と
。
歴
史
の
中
で
、
表

面
的
な
変
化
を
こ
え
て
、
繰
り
返
し
出
現
す
る
思
考
の
パ
タ
ー

ン
を
指
す
。
同
論
文
で
丸
山
は
日
本
の
歴
史
意
識
の
執
拗
低
音

と
し
て
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
思
惟
様

式
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）S

h
m
u
el

E
isen

stad
t.

一
九
二
三
年
ワ
ル
シ
ャ
ワ
生
ま
れ
。
ヘ

ブ
ラ
イ
大
学
名
誉
教
授
。
社
会
理
論
・
比
較
社
会
学
。

（
16
）Jap

an
ese

C
iv

ilization
:
A

C
om

p
arativ

e
V
iew

,
1996,

U
niversity

of
C
hicago

P
ress.

邦
訳
、
梅
津
順
一
・
柏
岡
富

英
訳
『
日
本
　
比
較
文
明
論
的
考
察
』、
岩
波
書
店
。

（
17
）G

iandom
enico

（G
ianni

）P
icco.

一
九
四
八
‐
。
イ
タ
リ
ア

生
ま
れ
の
国
連
外
交
官
。
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で

政
治
問
題
担
当
の
事
務
総
長
補
佐
を
務
め
る
。「
文
明
間
の
対

話
年
」
担
当
の
国
連
事
務
総
長
個
人
特
使
（
国
連
事
務
次
長
兼

任
）
を
務
め
た
。
著
書M

an
W

ith
ou

t
a

G
u
n
:
O
n
e

D
ip

lom
at's

S
ecret

S
tru

g
g
le

to
F
ree

th
e

H
ostag

es,

F
ight

T
errorism

,and
E
nd

a
W

ar, T
im

es
B
ooks,1999.

は
映
画
化
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
一
九
九
八
年
、
国
連
総
会
は
二
○
○
一
年
を
「
文
明
間
の
対
話

年
」
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
は
、
ド

「対話の文明」を目指して123
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ゥ
・
ウ
ェ
イ
ミ
ン
氏
を
含
む
二
十
人
の
「
賢
人
グ
ル
ー
プ
」
を

招
集
し
た
。
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
報
告
書
は
『
分
裂
を
乗
り
こ
え

る
こ
と
』（C

rossin
g

th
e

D
iv

id
e:

D
ialog

u
e

am
on

g

C
ivilization ,

Setan
H
all

U
niversity,

2001

）
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
。
ド
ゥ
氏
は“T

h
e

C
on

tex
t

of
D
ialog

u
e:

G
lobalization

and
D
iversity

”

を
執
筆
し
て
い
る
。

（
19
）「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
は
人
に
施
す
こ
と
な
か
れ
」（『
論
語
』
衛
霊

公
篇
、
同
顔
淵
篇
）。

（
20
）「
夫
れ
仁
な
る
者
は
、
己
れ
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己

れ
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
」（『
論
語
』
雍
也
篇
）

（
21
）「
汝
は
、
汝
の
人
格
な
ら
び
に
あ
ら
ゆ
る
他
人
の
人
格
に
お
け

る
人
間
性
を
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
使
用
し
、
け
っ
し
て

た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用
し
な
い
よ
う
に
、
行
為
せ
よ
」

（
坂
部
恵
訳
、『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
』）。

（
22
）H

an
s

K
ü n

g
.

一
九
二
八
‐
。
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
。
元
チ
ュ

ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
。
地
球
倫
理
財
団
会
長
。
諸
宗
教
と
の

対
話
や
「
地
球
倫
理
宣
言
」
の
提
唱
に
よ
り
有
名
。

（
23
）「
自
分
が
い
や
な
こ
と
は
、
ほ
か
の
だ
れ
に
も
し
て
は
な
ら
な

い
」（
ト
ビ
ト
記
四
・
一
五
、
新
共
同
訳
）

（
24
）
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
六
・
三
一（
新
共
同
訳
）。

（
25
）P

eter
B
ood

b
erg

.

一
九
○
三
‐
七
二
。
中
国
学
者
、
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
リ
ー
校
教
授
を
務
め
た
。
こ
こ
で
言
及

さ
れ
て
い
る
の
は
、“T

he
Sem

asiology
of

Som
e

P
rim

ary

C
onfucian

C
oncepts ”

in
Selected

W
orks

of
P
eter

A
.

B
ood

b
erg

,
ed

.
A

lv
in

P
.

C
oh

en

（U
n
iv

ersity
of

C
alifornia

P
ress,1979

）26-40.

（
26
）
一
九
九
三
年
、
湖
北
州
荊
門
市
郭
店
一
号
墓
か
ら
出
土
し
た
竹

簡
（
竹
片
に
文
字
な
ど
を
書
い
た
も
の
）
の
こ
と
（
郭
店
楚
簡
と

通
称
さ
れ
る
）。『
老
子
』
や
『
礼
記
』
の
一
部
の
ほ
か
多
く
の
未

詳
文
献
を
含
ん
で
い
る
。
浅
野
裕
一
・
湯
浅
邦
弘
編
『
諸
子
百

家
〈
再
発
見
〉

―
掘
り
起
こ
さ
れ
る
古
代
中
国
思
想

―
』

（
岩
波
書
店
）
参
照
。

（
27
）
ゆ
る
す
、
お
も
い
や
る
、
の
意
。「
恕
」
が
相
互
性
（reciprocity

、

互
酬
性
）
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
子
曰
く
、
そ
れ
恕
か
、
己

の
欲
せ
ざ
る
所
は
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
」（『
論
語
』
衛
霊
公
篇
）、

「
恕
は
仁
な
り
」（『
太
戴
礼
』
衛
将
軍
文
子
篇
）
な
ど
の
言
葉
を

ふ
ま
え
た
理
解
。

（
28
）
現
代
を
第
二
の
枢
軸
時
代
と
す
る
の
は
、Ew

ert
C
ousins

の
所

説
を
ふ
ま
え
て
い
る
。Cou

sin
s,E

,
“Ju

d
aism

-C
h
ristian

ity
-

Islam
:
F
acin

g
M

od
ern

ity
T
og

eth
er, ”

Jou
rn

al
of

E
cum

enical
Studies,

30

（3-4

）（Sum
m
er-F

all,
1993

）.

ド

ゥ
氏
はC

ou
sin

s

記
念
論
集
（D

oor
of

U
n
d
erstan

d
in

g
:

C
on

v
ersation

s
on

G
lob

al
S
p
iritu

ality
in

H
on

or
of

E
w
ert

C
ousins,

ed
.
S
tev

en
C
h
ase,

F
ran

ciscan
P
ress,

1997

）
に“C

risis
and

C
reativity:A

C
onfucian

R
esponse

to
the

Second
A
xial

A
ge ”

を
寄
稿
し
て
い
る
。

（
29
）
あ
る
特
定
時
点
で
の
均
衡
（
静
学
的
均
衡
）
と
は
異
な
り
、
時
間

的
な
因
果
関
係
を
考
慮
し
た
均
衡
。

（
30
）D

errida,Jacque,L
e
si écle

et
le

pardon,Seuil,1999.

邦

訳
文
献
と
し
て
は
、「
世
紀
と
赦
し
」（
鵜
飼
哲
訳
、『
現
代
思
想
』
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二
○
○
○
年
十
一
月
号
）
参
照
。
デ
リ
ダ
は
「
赦
し
は
赦
し
え
な

い
も
の
の
み
を
赦
す
」
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
（
赦
し
う

る
も
の
を
赦
す
条
件
付
き
の
赦
し
と
と
も
に
）「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的

伝
統
」
に
属
し
、「
二
重
に
し
て
矛
盾
し
た
命
令
」
を
含
む
「
遺

産
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

（
31
）B

erg
er,

P
eter

an
d

S
am

u
el

H
u
n
tin

g
ton

ed
.,

M
an

y

G
lobalizations:C

ulturalD
iversity

in
the

C
ontem

porary

W
orld, O

xford
U
niversity

P
ress,2002.

（
32
）
原
文
はp

rim
ord

ial
ties

。
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
が
論

文
「
統
合
的
革
命

―
新
興
国
に
お
け
る
本
源
的
感
情
と
市
民

政
治
」（“T

h
e

In
teg

rativ
e

R
ev

olu
tion

:
P
rim

ord
ial

S
en

tim
en

ts
an

d
C
iv

il
P
olitics

in
th

e
N
ew

S
tates, ”

1963

）
で
提
起
し
たp

rim
ord

ial
attach

m
en

t
の
概
念
を
ふ
ま

え
た
表
現
。
原
初
的
（
本
源
的
）
紐
帯
と
は
、
特
定
の
民
族
・
言

語
・
宗
教
な
ど
に
由
来
す
る
社
会
的
存
在
の
所
与
性
を
意
味
す

る
（G

eertz,
C
lifford

,
T
he

Interpretation
of

C
ultures,

B
asic

B
ook

s,
1973.

邦
訳
、
吉
田
禎
吾
ほ
か
訳
『
文
化
の
解

釈
学
』、
岩
波
書
店
）。

（
33
）R

udolphus

（R
uud

）L
ubbers.

一
九
三
九
‐
。
一
九
八
二
年

か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
首
相
。
二
○
○
一
年
か
ら
二

○
○
五
年
ま
で
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
を
務
め
た
。

（
34
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
医
師
ザ
メ
ン
ホ
フ
が
世
界
共
通
語
と
し
て
考
案

し
た
人
工
言
語
。

（
35
）H

u
n
tin

g
ton

,
S
am

u
el

P
.,

W
h
o

A
re

W
e?

:
T
h
e

C
hallenge

to
A
m
erica's

N
ational

Identity,
Sim

on
&

S
ch

u
ster,

2004.

邦
訳
、
鈴
木
主
税
訳
『
分
断
さ
れ
る
ア
メ
リ

カ
』、
集
英
社
。

（
36
）
イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
（
一
八
五
六
‐
一
九
五
○
）。『
人
と
超
人
』

な
ど
の
戯
曲
の
ほ
か
、
多
く
の
辛
辣
な
箴
言
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
。

（
37
）
一
般
的
に
は
、rad

ical
oth

ern
ess

（alterity

）〈
フ
ラ
ン
ス
語

alté rité
rad

icale

〉
は
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
が
『
透
き
と
お
っ
た

悪
』（B

au
d
rillard

,
Jean

,
T
ransperant

du
m
al,

G
alilé e,

1990.

邦
訳
、
塚
原
史
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
）で
提
示
し
た
概
念

と
し
て
知
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
独
自
性
を
与
え
る
（
本

人
に
と
っ
て
も
把
握
不
能
な
）
絶
対
的
な
特
異
性
の
こ
と
。
ギ

ア
ー
ツ
は
、
論
文
「
文
化
の
概
念
の
人
間
の
概
念
へ
の
影
響
」

（“T
h
e

Im
p
act

of
th

e
C
on

cep
t

of
C
u
ltu

re
on

th
e

C
on

cep
t

of
M

an
, ”1966

）
の
中
で
、
人
間
の
普
遍
的
統
一
性

を
見
出
そ
う
と
し
て
き
た
啓
蒙
主
義
的
人
間
観
を
批
判
し
、
千

差
万
別
の
多
様
性
の
理
解
に
よ
っ
て
人
間
性
の
概
念
を
構
築
す

べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（G

eertz,ibid.

）。

（
杜
　
維
明
／
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
）

（
訳
・
ま
え
が
わ
　
け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）

（
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
三
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
当
研
究
所

主
催
の
公
開
講
演
会
の
内
容
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
）

「対話の文明」を目指して125
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