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『
理
性
と
叛
逆
』

　
　
　
　
ー
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
政
治
思
想
史
i

政
治
思
想
史
と
い
え
ば
、
か
な
ら
ず
ギ
リ
シ
7
人
の
政
治
思
想
を
端
初
と
す



る
．
何
故
な
の
か
．
か
れ
ら
以
前
に
、
た
と
え
ば
ペ
ル
シ
ア
人
と
か
エ
ジ
プ
ト

人
は
政
治
に
つ
い
て
思
考
し
な
か
つ
た
の
か
。
ポ
リ
ス
と
い
う
狭
隣
な
政
治
的

空
間
よ
り
も
遙
か
に
臣
大
な
帝
国
を
支
配
し
て
い
た
か
れ
ら
に
と
つ
て
、
解
決

す
べ
き
政
治
問
題
が
無
か
つ
た
わ
け
で
は
け
つ
し
て
な
い
。
そ
れ
に
為
か
か
わ

ら
ず
、
政
治
思
想
史
を
ア
テ
ー
ナ
イ
人
の
思
想
か
ら
始
め
る
の
は
、
か
れ
ら
が

政
治
に
注
意
を
向
け
た
最
初
の
人
間
で
あ
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、
政
治
を
研
究

し
た
最
初
の
人
間
で
あ
つ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
た
ち
は
、

政
治
生
活
の
日
常
的
習
慣
か
ら
政
治
を
《
抽
象
化
》
す
る
能
力
を
示
し
た
と
い

わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
思
索
と
い
う
冒
×
ξ
望
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
人
の

い
わ
ゆ
る
哲
学
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ト
ン
の
『
ポ

リ
テ
ィ
ア
』
こ
そ
最
初
の
政
治
哲
学
の
書
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
に
、
一
見
単
純
な
問
題
に
こ
こ
か
し
こ
で
答
え
な
が
ら
、
ゾ
ル
は

爽
快
な
筆
の
は
こ
び
を
以
て
、
「
人
間
の
世
界
と
イ
デ
ア
の
世
界
」
か
ら
「
草

雲
の
下
で
」
に
い
た
る
西
欧
政
治
思
想
の
知
的
遺
産
を
叙
述
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
冒
頭
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
本
書
は
伝
統
か
ら
の
離
反
で
あ
る

と
同
時
に
、
伝
統
の
反
覆
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
思
想
を
討
究
す
る
に
当
つ

て
、
幾
分
、
憤
習
と
は
ず
れ
た
ム
ー
ド
を
選
ん
で
い
る
点
で
離
反
で
あ
る
。
だ

が
本
書
は
、
政
治
哲
学
を
歴
史
的
パ
：
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
に
お
い
て
提
示
し
よ

う
と
努
力
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
伝
統
的
学
問
の
よ
く
耕
さ
れ
た
フ

ィ
ー
ル
ド
を
ふ
た
た
び
包
含
し
よ
う
と
し
た
点
で
は
伝
統
的
で
あ
る
。
本
書
が

こ
の
よ
う
な
親
し
み
あ
る
シ
ェ
ー
マ
に
固
執
し
た
理
由
は
、
そ
う
し
た
研
究
方

向
が
信
望
を
得
て
お
り
、
か
つ
実
際
上
、
不
可
避
で
あ
る
と
著
者
が
思
つ
た
か

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

ら
で
あ
る
。
思
想
史
と
は
思
想
史
で
あ
る
。
こ
の
分
り
き
つ
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

は
、
先
ず
も
つ
て
無
意
味
で
あ
る
か
、
皮
相
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
事
実
は
依
然
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の

思
想
家
と
は
骨
董
じ
み
た
趣
味
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
い
さ
さ
か
老
蒼
の
剰
軽

な
人
物
で
あ
る
、
と
あ
る
人
た
ち
は
わ
れ
わ
れ
を
信
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
歴
史
的
政
治
理
論
と
い
う
も
の
が
、
研
究
者
の
知
的
尊
厳
に
影
響
を
お
よ

ぽ
す
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
と
く
に
、
そ
れ
が
感
傷
的
な
態
度
の
街
い
な
の
だ

と
い
う
よ
う
な
見
解
を
著
者
は
拒
否
す
る
」
と
。

　
本
書
の
副
題
に
い
う
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
と
い
う
言
葉
は
誤
解
を
招
き
や
す

い
。
そ
れ
は
逆
に
、
政
治
思
想
史
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
規
準
と
か
方
法
が
存
在
す

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
が
ち
で
あ
る
。
本
書
全
体
に
通
じ
て
、
離
反
と

い
う
表
現
は
そ
れ
程
明
確
で
な
く
、
ま
た
秘
話
と
か
拾
遺
を
綴
つ
た
型
破
り
な

政
治
思
想
史
で
あ
る
と
も
言
い
難
い
。
も
ち
ろ
ん
、
記
述
の
仕
方
に
、
し
ど
け

な
さ
を
救
う
新
鮮
味
が
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
。
さ
ら
に
、
『
理
性
と
叛

逆
』
と
い
う
標
題
に
関
し
て
は
、
著
者
自
身
も
な
ん
ら
そ
れ
に
規
定
を
あ
た
え

て
お
ら
ず
、
使
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
閃
①
げ
。
臣
8
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
形
容
詞
的
用
法
を
含
め
て
．
十
数
ヵ
所

に
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
寄
器
8
と
対
立
概
念
で
あ
る
と

は
限
ら
な
い
。
二
、
三
の
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
正
義
へ
の
要
請

は
、
ア
テ
ー
ナ
イ
の
不
安
と
叛
逆
1
ま
さ
に
《
正
義
》
の
不
在
性
の
帰
結
で

あ
る
（
一
七
頁
）
。
エ
ピ
ク
・
ス
学
派
は
一
種
の
静
寂
主
義
的
叛
逆
で
あ
る
（
五

四
頁
）
。
ル
ー
テ
ル
の
個
人
的
叛
逆
は
、
煽
情
的
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
カ
ト

リ
ッ
ク
信
仰
を
追
放
し
、
新
し
い
ド
グ
マ
ー
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
（
一
三
〇
三
）
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用
す
べ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
半
ば
を
誘
う
基
本
的
原
因
と
は
僅
か
に
触
れ
合
5
程

度
に
す
ぎ
な
い
（
二
…
頁
）
。
デ
ュ
ー
イ
お
よ
び
ブ
リ
ン
ト
ン
に
擁
護
さ
れ
、

バ
ビ
ッ
ト
に
よ
つ
て
批
判
さ
れ
た
人
民
民
主
主
義
は
、
歴
史
の
審
判
に
立
た
さ

れ
て
い
る
。
節
度
あ
る
論
調
を
超
え
て
、
理
性
に
で
は
な
く
、
新
し
い
叛
逆
、

人
間
精
神
の
新
し
い
苦
悩
へ
の
訴
え
が
存
在
し
て
い
る
（
三
四
六
頁
）
、
と
い
う

よ
う
に
。

　
政
治
思
想
家
と
し
て
の
ゾ
ル
の
立
場
は
、
最
後
の
二
章
に
お
け
る
現
代
的
問

題
状
況
に
対
す
る
批
判
に
明
瞭
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
思
想
史
家
と
し
て
の

態
度
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
章
の
結
び
に
、
M
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
言
葉
を
引
き

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
政
治
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
政
治
活
動

に
お
い
て
成
功
す
る
よ
う
わ
れ
わ
れ
の
能
力
を
増
大
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
的
企
図
の
善
悪
を
識
別
す
る
手
だ
て
と
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
が
も
つ
示
唆
を
追
求
す
る
と
い

う
企
て
に
お
い
て
、
政
治
哲
学
は
わ
れ
わ
れ
を
翻
導
し
た
り
、
方
向
づ
け
た
り

す
る
力
を
も
つ
て
い
な
い
。
だ
が
政
治
活
動
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
つ
た
一
般

的
理
念
ー
自
然
、
作
為
、
理
性
、
意
志
、
法
、
権
威
、
義
務
な
ど
の
諸
理
念

を
忍
耐
強
ぐ
分
析
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
作
用
の
歪
み
の
あ
る
部
分

を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
、
概
念
の
一
層
経
済
的
な
使
用
へ
と
導
く
限
り
に
お

い
て
、
過
大
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
軽
蔑
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
活
動
で

あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
分
析
を
追
求
す
る
な
ら
、
す
く
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ

は
曖
昧
な
命
題
な
り
不
適
切
な
議
論
に
欺
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
て
す
む
で
あ

ろ
う
。
」
一
体
政
治
思
想
史
の
研
究
者
は
何
を
な
し
つ
つ
あ
る
か
、
ま
た
何
故
そ

う
す
る
の
か
。
右
の
引
用
句
は
研
究
者
の
心
構
え
に
対
す
る
当
然
の
反
省
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
　
　
（
一
三
〇
四
）

る
。
研
究
者
は
先
ず
政
治
思
想
史
に
関
し
て
は
、
ま
さ
に
①
×
鼠
窃
ぞ
Φ
な
思
想

史
的
視
野
の
ひ
ろ
が
り
を
も
た
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
自
己

の
思
想
の
一
暮
雪
巴
奉
な
深
さ
を
も
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
ゾ
ル
が
政
治
思
想
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
プ
ラ
ト
ソ
の
政
治
哲
学
を
取
り

上
げ
、
政
治
思
想
史
と
い
う
も
の
は
プ
ラ
ト
ン
以
後
の
長
い
脚
註
で
あ
る
と
言

い
、
M
・
ア
；
ノ
ル
ド
に
し
た
が
つ
て
、
政
治
思
想
家
を
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
か

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
か
に
分
類
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
唯
一
の
正
当
的
権
力
は
徳
性
の
支
配
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
は
．
プ
ラ

ト
ン
に
お
い
て
は
ま
さ
に
ポ
リ
ス
の
イ
デ
ア
、
美
学
的
・
理
性
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

と
し
て
描
か
れ
た
が
、
以
来
、
こ
の
命
題
を
め
ぐ
つ
て
思
想
史
は
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
き
た
と
言
つ
て
よ
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
か
れ
の

テ
　
　
　
ロ
　
　
ス

目
的
論
的
思
惟
は
、
そ
の
プ
ラ
ト
ン
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
似
性
を
示
し

て
い
る
の
だ
が
ー
は
、
全
体
的
幸
福
と
個
人
的
徳
性
と
の
補
完
性
か
ら
法
の

支
配
と
平
等
な
政
治
参
加
を
導
出
し
．
《
市
民
性
》
概
念
を
確
立
し
た
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
目
的
に
対
す
る
手
段
の
経
験
的
探
究
を
試
み
、
ゾ
ル
の
独
創
的

見
解
で
は
な
い
が
、
近
代
的
表
現
を
用
い
れ
ば
、
つ
ね
に
教
条
主
義
を
回
避

し
．
8
暮
ω
o
】
9
3
器
o
鍔
げ
一
書
窃
。
・
の
立
場
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

経
験
的
合
理
性
は
、
買
ッ
ク
、
バ
ー
ク
に
連
な
る
知
的
伝
統
を
形
成
す
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
時
代
に
は
、
そ
の
生
活
空
間

の
変
動
の
な
か
で
、
反
ポ
リ
ス
的
思
想
学
派
が
族
生
し
た
。
な
か
で
も
、
エ
ピ

ク
・
ス
の
周
辺
に
集
つ
た
絶
望
的
個
人
は
、
あ
た
か
も
第
二
次
大
戦
後
に
」
・

P
・
サ
ル
ト
ル
の
足
下
を
取
り
巻
い
た
人
び
と
と
相
似
て
い
る
、
と
い
う
よ
う

な
ゾ
ル
の
表
現
は
、
比
喩
と
し
て
興
味
深
い
。
同
じ
よ
う
に
、
ス
ト
ア
学
派
は
、



ロ
ー
マ
社
会
に
お
い
て
甘
ψ
轟
9
蚕
す
ご
目
導
客
塁
の
概
念
を
発
展
せ
し
め

る
が
、
そ
れ
は
知
識
階
級
の
哲
学
に
と
ど
ま
り
、
す
で
に
セ
ネ
カ
に
い
た
つ
て

は
自
然
的
世
界
と
超
自
然
的
世
界
と
の
《
分
裂
》
が
ほ
の
め
か
さ
れ
、
政
治
的

権
威
の
否
定
と
と
も
に
、
コ
ロ
シ
ア
ム
に
進
ん
で
行
つ
た
ス
ラ
ム
街
の
無
知
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
中
世
へ
の
準
備
を
と
と
の
え
る
。
し
か
も
中
世
期
は
、
こ
よ

な
く
論
争
を
愛
し
た
《
理
性
》
と
《
信
仰
》
の
時
代
で
あ
つ
た
。
ト
マ
ス
に
よ

る
綜
合
は
．
政
治
生
活
の
キ
リ
ス
ト
教
的
秩
序
化
で
あ
る
。
神
学
か
ら
は
や
が

て
哲
学
が
自
律
し
、
政
治
哲
学
の
主
題
が
新
た
に
登
場
し
、
中
世
末
期
に
は
教

会
内
部
に
改
革
運
動
が
展
開
さ
れ
る
。
ゾ
ル
は
、
ト
ミ
ズ
ム
の
世
界
は
十
八
・

九
世
紀
の
批
判
精
神
と
対
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
中
世
の
知
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
．
、
U
畦
犀
》
α
q
窃
．
．
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
誤
り
を

証
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
事
実
に
誤
り
は
な
い
が
、
中

世
期
は
啓
蒙
的
理
性
の
ミ
§
等
錺
に
照
ら
し
て
ま
さ
に
暗
黒
で
あ
つ
た
の
で

あ
り
、
そ
し
て
こ
の
光
り
は
ま
た
、
狂
乱
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
悪
魔
の

業
と
呪
わ
れ
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
や
ド
・
ボ
ナ

！
ル
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
反
動
を
想
起
せ
よ
。

　
＞
暮
一
6
年
一
9
と
し
て
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ー
、
＜
o
一
8
亀
9
器
Φ
暮
と
し
て
の

ル
ー
テ
ル
お
よ
び
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
は
じ
め
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
、

パ
ー
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
経
て
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
ま
で
の
ド
イ

ツ
観
念
論
、
こ
れ
ら
近
代
政
治
思
想
史
の
形
成
と
展
開
は
、
ど
の
思
想
史
に
も

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
主
題
で
あ
り
、
格
別
に
言
う
程
の
こ
と
も
な
い
。
十
九
世

紀
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ン
サ
ム
、
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
改
革
の
哲
学
に
よ
つ
て
も
社
会
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変
動
の
崩
壊
を
阻
止
で
き
ず
、
産
業
革
命
の
進
行
は
い
経
済
的
・
政
治
前
・
心

理
的
要
因
を
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
解
決
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。
こ
こ
に
当
然
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
言
及
が

な
さ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ン
が
暴
力
革
命
．
エ
リ
ー
ト
主
義
　
共
産
党
の
主
導
性
、

帝
国
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
神
秘
化
に
よ
つ
て
政
治
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
貢

献
し
た
一
方
、
《
哲
学
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
》
あ
る
い
は
《
社
会
主
義
者
》
は
、

社
会
主
義
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
差
異
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
乖

離
す
る
程
定
義
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
。
ゾ
ル
自
身
は
、
政
治
革
命
を
目
指

さ
ず
に
、
議
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
媒
介
と
す
る
社
会
・
経
済
的
改
良
を
実
践

す
る
フ
ア
ビ
ア
ン
的
社
会
主
義
を
、
イ
ギ
リ
ス
的
生
活
の
も
つ
と
も
価
値
あ
る

政
治
的
寛
容
の
心
情
と
し
て
擁
護
す
る
。

　
ベ
ン
サ
ム
の
快
楽
計
算
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
、
ダ
：
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘

汰
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
の
経
済
決
定
論
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
ま
ば
ゆ
い
ば

か
り
の
思
想
体
系
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
質
的
に
は
合
理
的
な
存
在
と
し
て

の
人
間
へ
の
信
仰
と
、
人
間
事
象
の
秩
序
あ
る
進
歩
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
十
九
世
紀
は
ま
た
、
地
下
生
活
者
の
精
神
の
時
代
で
も
あ

つ
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
の
意
志
と
し
て
の
世
界
像
、
二
ー
チ
ェ
の
権
力

“
意
志
に
よ
る
価
値
転
換
は
、
人
間
的
《
自
然
》
の
薄
暗
が
り
に
対
す
る
仮
借

な
き
糾
問
で
あ
り
、
来
る
べ
き
世
紀
に
深
い
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
陰
窮
を
投

げ
か
け
た
の
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
出
現
は
、
今
世
紀
の
思
想
の

も
つ
と
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
革
命
と
し
て
、
ま
さ
に
非
理
性
の
時
代
の
告
知

と
で
も
言
う
べ
ぎ
も
の
で
あ
つ
た
。
知
識
の
壮
烈
な
拡
張
と
深
淵
な
混
乱
の
時

代
1
ま
さ
し
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
処
女
地
に
蛮
族
が
踏
み
込
ん
で
こ
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
二
　
　
（
一
三
〇
五
）
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た
、
そ
れ
に
比
肩
し
得
る
大
激
動
を
目
撃
し
た
も
の
は
い
な
い
、
と
言
わ
れ
る

の
も
誇
張
し
た
表
現
で
は
な
い
。
人
間
性
の
新
し
い
哲
学
が
登
場
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
思
想
的
評
価
は
、
い
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
属
す

る
問
題
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
そ
れ
ら
が
二
十
世
紀
の
フ
ア
シ
ズ
ム
化
に
思

想
的
に
か
り
に
も
直
接
か
か
わ
り
を
も
つ
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て

は
、
ゾ
ル
も
言
う
よ
う
に
、
否
定
的
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

　
フ
ァ
シ
ズ
ム
ー
こ
の
政
治
的
信
仰
は
、
多
様
な
理
念
や
神
話
の
無
秩
序
な

寄
せ
集
め
で
し
か
な
い
が
ー
は
、
e
超
国
家
主
義
と
人
民
の
神
話
、
⇔
エ
リ

ー
ト
主
義
と
人
種
主
義
、
白
指
導
者
原
理
、
四
非
合
理
主
義
と
反
知
性
主
義
、

㈲
地
理
的
決
定
論
、
㈹
テ
ロ
と
全
面
的
統
制
、
的
貴
族
主
義
的
価
値
へ
の
反

情
、
に
集
約
さ
れ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
に
附
き
ま
と
う
思
想
家
と
し
て
ト
ラ

イ
チ
ュ
ケ
、
パ
レ
ー
ト
、
ミ
ヘ
ル
ス
、
ゴ
ビ
ノ
ー
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
そ
れ
に

特
異
な
人
物
と
し
て
ソ
レ
ル
を
加
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
か
れ
ら
の
思
想
の

一
斑
は
フ
ア
シ
ズ
ム
に
責
任
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
．
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
公
認
哲

学
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ロ
ッ
コ
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
あ
る
い
は
・
i
ゼ
ン
ベ

ル
ク
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
異
な
り
、
パ
レ
ー
ト
の
《
エ
リ
！
ト
循
環
》

と
か
ミ
ヘ
ル
ス
の
《
寡
頭
制
の
鉄
則
》
は
、
現
代
政
治
の
社
会
学
的
理
論
に
他

な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
ゾ
ル
の
言
及
は
明
確
さ
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
は
ひ
ろ
く
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
厳
密
に
は
第
二
次
大

戦
後
の
経
済
的
な
も
の
L
。
8
琶
o
鍔
8
馨
暮
Φ
．
「
で
あ
り
、
そ
れ
が
《
国

民
性
》
神
話
に
彩
ら
れ
、
政
治
現
象
と
し
て
み
る
と
、
問
題
を
解
決
す
る
と
い

う
よ
り
問
題
か
ら
注
意
を
逸
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
病
理
的
自
己
欺
購
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
の
は
正
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
一
一
　
　
（
一
一
二
〇
山
ハ
）

　
現
代
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
劣
ら
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
タ
ー
ム

も
ま
た
曖
昧
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
西
欧
社
会
に
お
け
る
啓
蒙
主
義
に

根
源
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
も
現
段
階
に
お
い
て
は
、

《
民
族
共
産
主
義
》
（
M
・
ジ
ラ
ス
）
に
転
形
し
、
　
ス
タ
ー
リ
ン
、
　
フ
ル
シ
チ
ョ

フ
的
修
正
を
も
受
け
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
十
九
世
紀
か

ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
大
き
く
変
容
を
遂
げ
た
。
ゾ
ル
に
よ
れ
ば
、
立
憲
的
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
、
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
i
、
人
民
あ
る
い
は
社
会
的
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
三
段
階
を
経
過
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
バ
ー
ク
・
ピ
ッ
ト
、
ア
メ
リ
カ

で
は
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
の
時
期
、
ミ
ル
・
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
、
お
よ
び
ジ
ャ
ク

ソ
ン
の
時
期
、
個
人
主
義
と
全
体
的
福
祉
と
の
調
和
、
国
家
権
力
の
拡
大
と
そ

の
社
会
的
責
任
が
問
題
化
し
た
二
十
世
紀
の
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
み

て
よ
い
。
さ
ら
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
哲
学
的
に
考
察
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、

生
活
様
式
と
し
て
の
道
徳
原
理
、
機
能
的
概
念
と
し
て
の
手
続
に
対
す
る
態
度

と
い
う
二
側
面
を
析
出
で
き
よ
う
。
現
代
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ー
イ
が
そ
の
哲

学
的
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
包
括
的
な
意
味
に

お
い
て
よ
く
把
握
し
て
い
る
。
ゾ
ル
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
す
く
な
く
と
も

大
多
数
が
同
意
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
実
質
的
な
一
般
性
の
原
理
と
属
性

は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
得
る
。
e
多
数
決
原
理
に
よ
る
決
定
、
⇔
人

民
代
表
制
の
必
要
性
、
㊧
国
家
の
社
会
的
必
要
と
人
民
主
権
、
四
人
問
平
等
へ

の
信
念
、
㈲
法
尊
重
と
《
法
の
支
配
》
の
不
可
欠
性
、
㈹
個
人
の
茸
、
厳
と
私
有

財
産
の
承
認
を
反
映
し
た
個
人
の
自
由
の
保
証
、
細
価
値
相
対
主
義
（
絶
対
キ

義
に
対
す
る
）
、
寛
容
の
精
神
、
多
元
的
社
会
へ
の
願
望
、
¢
9
人
間
の
善
性
と
改

善
可
能
性
を
前
提
と
し
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
熊
度
、
ω
協
調
的
で
あ
り
、
完



全
な
利
己
心
を
拒
否
す
る
他
愛
主
義
、
⑥
社
会
的
福
祉
を
極
大
化
す
る
媒
体
と

し
て
の
表
現
の
自
由
と
新
し
い
実
験
へ
の
自
由
、
O
真
理
が
誤
謬
に
勝
利
す
る

と
い
う
信
念
、
白
問
題
解
決
と
し
て
真
理
を
規
定
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な

態
度
。
こ
れ
ら
各
項
目
に
つ
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
擁
護
者
の
側
か
ら
さ
え
異

論
や
反
論
も
あ
ろ
う
．
た
と
え
ば
、
バ
ピ
ッ
ト
の
ご
と
ぎ
は
、
人
民
民
主
主
義

に
批
判
的
で
あ
り
、
倫
理
的
に
優
れ
た
人
間
に
よ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
救
済

を
求
め
て
い
る
。

　
本
書
の
最
終
章
は
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
原
爆
の
現
出
と
い
う
名
状
し
難
き

恐
怖
に
よ
り
、
政
治
的
省
察
が
も
つ
と
も
衝
迫
し
て
い
る
事
実
に
反
し
て
、
政

治
哲
学
す
る
こ
と
と
政
治
的
現
実
と
の
完
全
な
分
離
と
い
う
プ
レ
デ
ィ
カ
メ
ン

ト
を
、
ゾ
ル
は
鋭
く
突
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的
、
あ
る
い
は
無
思
想

的
と
で
も
言
う
べ
き
か
、
ム
ー
ド
の
原
因
は
、
政
治
問
題
の
有
意
義
性
を
否
定

し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
態
度
と
、
政
治
現
象
な
い
し
政
治
分
析
を
科
学
に
還
元

可
能
で
あ
る
と
す
る
傾
向
に
示
さ
れ
る
。
し
か
も
両
者
が
相
反
す
る
方
向
に
お

い
て
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
、
現
代
哲
学
思

想
の
主
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
実
存
主
義
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
科
学
主
義
と
論
理
主
義
へ
の
反
抗
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
そ
の
ラ
デ
ィ
カ

ー
ル
な
主
観
主
義
的
個
人
の
内
8
蛍
§
u
へ
の
傾
斜
、
自
我
に
外
在
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
価
値
の
否
定
は
、
政
治
理
論
化
を
減
少
せ
し
め
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ヘ

と
向
わ
し
め
る
。
だ
が
政
治
的
実
践
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
コ
ソ
に
直
面
す
る
時
、

サ
ル
ト
ル
の
超
越
“
革
命
の
哲
学
は
、
唯
物
論
と
折
り
合
わ
な
い
が
、
マ
ル
ク

ス
主
義
へ
と
左
傾
化
し
、
ヤ
ス
ペ
ル
ス
の
実
存
哲
学
も
マ
ス
隔
機
械
へ
の
反
擾

と
し
て
、
貴
族
主
義
へ
と
保
守
化
し
て
い
る
。
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他
方
て
、
政
治
研
究
の
科
学
還
元
化
は
、
第
一
に
価
値
を
実
証
主
義
的
研
究

か
ら
排
除
し
、
あ
る
い
は
価
値
そ
の
も
の
を
認
め
た
と
し
て
も
．
政
治
《
科
学

者
》
と
し
て
は
相
対
主
義
的
立
場
に
と
ど
ま
り
、
価
値
判
断
の
禁
欲
を
保
持
す

る
，
二
の
よ
う
な
研
究
動
向
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
署
一
三
畠
一
ぎ
夢
4
簿
の

方
法
論
と
分
析
に
も
つ
と
も
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
T
・
D
・
ウ
ユ
ル

ド
ン
に
み
ら
れ
る
《
論
理
実
証
主
義
》
は
、
政
治
哲
学
を
言
語
の
論
理
的
分
析

と
同
一
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
価
値
と
い
5
も
の
は
形
而
上
学
的
実
体
と

し
て
拒
否
さ
れ
．
も
つ
ば
ら
政
治
言
語
の
明
晰
化
に
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
中

さ
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ド
ン
の
言
葉
を
引
い
て
お
こ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
本
質
論
の
仮
定
の
も
つ
効
能
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
利
用
し
た

多
く
の
ひ
と
び
と
の
心
の
中
に
さ
え
常
に
疑
惑
の
影
が
ひ
ろ
が
つ
て
行
つ
た
。
た

と
え
ば
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
ー
彼
の
政
治
論
は
、
プ
ラ
ト
ン
の

『
国
家
篇
』
（
始
箋
§
R
）
の
第
一
巻
に
嘲
弄
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
ー
を
は
じ
め
、

つ
ね
に
実
証
主
義
者
の
反
対
が
根
づ
よ
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
か
れ
ら

は
「
正
義
」
と
か
、
そ
れ
に
類
す
る
語
の
も
つ
本
質
的
な
意
味
の
研
究
と
い
う
慣

例
的
方
法
が
な
ん
の
役
に
も
た
た
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
つ
た
。
つ
ま

り
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
実
際
の
政
治
間
題
の
解
決
に
な
ん
ら
役
立
た
な
い
。
こ

れ
に
た
い
し
て
必
要
な
こ
と
は
、
人
間
の
社
会
に
お
い
て
現
実
に
何
が
お
こ
つ
て

お
り
．
ま
た
起
る
傾
向
が
あ
る
か
を
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
何

が
起
る
べ
き
で
あ
る
か
、
或
は
空
想
さ
れ
た
理
想
的
条
件
の
も
と
で
何
が
起
る
か

を
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
つ
て
、
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
論
議
す
る
の
は
純
粋

に
言
葉
の
上
だ
け
の
も
の
で
、
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
井
陽
之
助
訳
『
政
治
の
論
理
』
六
頁
）
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紹
介
と
批
評

　
こ
の
よ
う
な
政
治
理
論
の
科
学
主
義
に
対
し
て
は
、
ゾ
ル
は
そ
の
ナ
イ
ー
ヴ

な
科
学
“
客
観
性
に
厳
し
く
批
判
的
で
あ
り
、
「
現
実
に
な
に
が
お
こ
つ
て
い

る
か
」
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
に
、
科
学
主
義
の
政
冶
的
《
当
為
》
の
自
己
輻

晦
を
察
知
し
て
い
る
．

　
実
存
主
義
と
実
証
主
義
と
が
、
現
代
的
状
況
へ
の
政
治
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
沈
滞
さ
せ
て
い
る
と
い
つ
て
も
、
ゾ
ル
は
あ
な
が
ち
悲
観
的
で
も
な
い
。

人
間
行
動
に
関
す
る
情
報
の
量
的
蓄
積
を
素
材
と
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
人
間
性

に
つ
い
て
の
充
分
に
許
容
し
得
る
概
念
の
定
型
化
が
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、

政
治
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
復
活
に
か
な
り
の
見
透
し
が
も
て
る
か
ら
で
あ

る
。
実
証
主
義
的
試
み
の
方
で
も
、
穏
健
な
ス
ケ
ー
ル
で
、
哲
学
的
妥
当
性
に

欠
け
る
と
は
言
え
、
概
念
の
明
晰
性
へ
の
メ
リ
ッ
ト
を
示
唆
し
て
さ
え
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
と
か
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ご
と
き
政
治
哲
学
の
体
系
的

構
築
を
行
う
に
は
余
程
の
大
胆
さ
が
必
要
で
あ
ろ
う
．
現
在
の
と
こ
ろ
、
政
治

哲
学
は
ま
さ
に
自
然
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
と
言
つ
て
よ
い
．
し
か
し
な
が
ら
、

理
性
へ
の
復
帰
、
理
性
的
な
政
治
判
断
に
人
間
知
性
を
適
応
す
る
試
論
は
、
た

と
え
ば
、
E
・
フ
ェ
ー
ゲ
リ
ン
、
ド
・
ジ
ュ
ヴ
ネ
ル
、
あ
る
い
は
R
・
二
ー
バ

ー
な
ど
に
灰
か
に
予
感
さ
れ
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
か
ら
説
き
起
し
、
実
存
主
義
、
論
理
実
証
主
義
、
政
治
行
動
論
の

二
十
世
紀
的
思
想
状
況
の
分
析
に
ま
で
お
よ
ぶ
本
書
は
、
政
治
思
想
史
と
し
て

い
ま
だ
類
例
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）

＝
二
四
　
　
（
＝
二
〇
八
）


