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『
政
治
の
機
能
分
析
』

　
現
代
政
治
学
が
名
の
り
を
あ
げ
て
す
で
に
久
し
い
。
，
そ
れ
は
伝
統
的
政
治
学

か
ら
も
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
か
ら
も
、
非
難
に
近
い
批
判
を
う
け
な
が
ら
、

そ
れ
に
耐
え
、
そ
れ
に
反
論
を
加
え
な
が
ら
内
実
を
か
た
め
て
き
た
。
そ
し
て

現
在
な
お
大
い
な
る
可
能
性
を
秘
め
な
が
ら
発
展
を
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
学

間
は
だ
か
ら
、
現
在
の
時
点
で
そ
の
全
貌
を
と
ら
え
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な

い
。
と
ら
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
内
容
が
豊
か
で
あ
り
、
方
法
論
的
に
も
必
ず

し
も
一
元
化
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
著
者
が
焦
点
を
合
わ
し
た
よ
う
に
、

こ
の
学
問
の
方
法
論
的
、
認
識
的
な
中
核
の
一
つ
が
機
能
論
で
あ
る
こ
と
に
異

議
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
著
者
の
論
旨
展
開
の
過
程
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
間
題
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
本
書
の
力
点
を
と
ら
え
直
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
．
し
か
し
、
筆
者
の
意
図
は
、
本
書
を
忠
実
に
跡
づ
け
る
こ

と
で
は
な
く
、
機
能
分
析
の
方
法
は
す
で
に
私
を
ふ
く
め
た
わ
が
国
の
研
究
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
　
　
　
（
五
六
八
）

に
よ
つ
て
論
ぜ
ら
れ
、
紹
介
も
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
、
著
者
の
確
認
の

し
か
た
、
評
価
の
し
か
た
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
※

『
序
論
』
に
お
い
て
は
、
「
機
能
論
の
本
質
」
、
「
機
能
論
の
起
源
」
、
〔
機
能
論

が
政
治
学
に
到
達
し
た
理
由
」
、
「
機
能
論
の
批
判
」
、
「
機
能
論
の
利
点
」
が
論

じ
ら
れ
る
。

　
機
能
論
は
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
も
つ
機
能
の
本
質
を
確
認
す
る
こ
と
を
も
っ

て
、
社
会
的
・
政
治
的
事
象
を
説
明
す
る
一
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会

的
・
政
治
的
研
究
に
た
い
す
る
刺
戟
と
用
具
を
あ
た
え
る
こ
と
を
も
つ
て
第
二

の
特
徴
と
す
る
広
範
囲
に
わ
た
る
知
的
運
動
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
機
能
論
者

の
追
求
す
る
目
的
は
、
「
重
大
な
意
義
を
も
つ
た
機
能
と
そ
う
で
な
い
機
能
を

識
別
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
意
味
の
あ
る
諸
範
曝
に
分
類
す
る
た
め
の
概
念

装
置
」
（
や
N
）
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
こ
で
意
義
の
あ
る
機
能
と
は
、

政
治
体
系
内
に
あ
つ
て
、
そ
れ
を
維
持
す
る
活
動
を
行
な
う
構
造
の
機
能
で
あ

る
。　

こ
う
し
た
論
脈
で
考
え
る
機
能
論
は
、
C
・
ダ
ー
ウ
イ
ン
や
ラ
ド
ク
リ
フ
ー

ブ
ラ
ウ
ン
、
そ
し
て
T
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
を
へ
て
次
第
に
、
有
機
体
と
か
制
度
と

い
う
概
念
を
克
服
し
つ
つ
体
系
概
念
に
接
続
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

社
会
科
学
的
風
土
は
、
倫
理
や
理
念
の
学
と
し
て
の
政
治
学
が
、
第
一
次
大
戦

後
に
訪
れ
た
自
由
主
義
の
終
焉
を
む
か
え
て
．
「
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
意
図
を

も
ち
、
立
派
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
栄
光
に
み
ち
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
政

治
学
の
問
題
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
に
よ
つ
て
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
つ
た
」
（
づ
」
。
）
悲
観
的
状
況
に
直
面
し
た
と
き
に
、
政
治
学
に
う
け
入



れ
ら
れ
る
基
礎
が
で
ぎ
た
と
い
え
よ
う
。

　
機
能
論
が
政
治
学
に
最
初
に
あ
た
え
た
衝
撃
は
、
政
治
学
の
も
つ
価
値
志
向

性
を
大
き
く
削
減
し
た
こ
と
で
あ
り
、
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
、
非
制
度
的
な
政
治

活
動
の
分
析
用
具
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
、
「
機
能
論
は
、

そ
れ
が
非
制
度
的
で
あ
り
、
科
学
的
で
あ
り
、
ま
た
比
較
の
問
題
に
か
ん
し
て

成
功
し
た
と
い
う
理
由
で
魅
力
を
も
つ
に
い
た
つ
た
。
」
（
マ

一
一
）

　
機
能
論
に
あ
た
え
ら
れ
る
批
判
の
一
つ
は
、
機
能
論
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
た

も
の
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
イ
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
事
象
を
説
明

す
る
の
に
機
能
を
も
つ
て
説
明
す
る
の
と
、
あ
る
が
ま
ま
に
提
出
す
る
こ
と
と

は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
説
明
す
る
過
程
に
は
、
す
で
に
そ
⑳
事
象
の
本
質
解
明

の
過
程
が
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
イ
と
は
い
え
な
い
は
ず
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
政
党
は
同
一
の
機
能
を
は
た
す
と
か
、
そ
の

機
能
は
同
じ
よ
う
に
は
た
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
サ
駐
）

と
は
機
能
論
は
い
わ
な
い
．
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
の
機
能
と
、
そ
の
機
能
の
は
た

し
か
た
の
確
認
が
機
能
論
の
目
的
に
な
る
。

　
第
二
の
批
判
は
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
研
究
方
法
と
し
て
の
機
能

論
が
価
値
に
盲
目
で
あ
る
と
い
う
点
に
か
か
わ
る
。
し
か
し
、
機
能
論
の
政
治

学
へ
の
流
入
が
、
政
治
学
に
お
け
る
価
値
判
断
の
基
本
理
念
の
動
揺
と
衰
退
を

契
機
と
し
た
点
で
逆
に
政
治
学
を
蘇
生
さ
せ
る
原
動
力
に
な
つ
て
い
た
亡
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ツ
ク
ロ
ー
ズ
ド
，
「

思
い
、
ま
た
政
治
学
的
機
能
論
が
、
「
価
値
を
一
つ
の
囲
み
ご
ま
れ
た
範
疇
に

位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
る
」
（
質
お
）
意
図
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ

る
と
、
か
え
つ
て
政
治
研
究
の
方
法
と
し
て
の
意
義
の
ほ
う
が
で
て
く
る
。
か

く
し
て
著
者
は
、
次
の
よ
う
な
長
所
を
機
能
論
に
一
般
的
に
確
認
す
る
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
O
　
そ
れ
は
体
系
を
第
一
に
、

機
能
を
第
二
に
、
そ
し
て
構
造
を
第
三
に

　
お
い
て
い
る
か
ら
、
制
度
に
た
い
し
て
片
意
地
な
力
点
を
お
く
傾
向
の
あ
る

　
伝
統
的
政
治
学
よ
り
も
、
政
治
過
程
を
説
明
す
る
の
に
、
も
つ
と
は
る
か
に

　
豊
か
で
重
大
な
意
味
を
も
つ
た
範
囲
の
社
会
的
事
象
に
た
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
パ
ラ
テ
イ
ブ

　
　
⇔
　
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
比
較
的
で
あ
る
か
ら
し
て
、
政
治
の
一
般
理

　
論
へ
の
道
を
ひ
ら
き
う
る
。

　
　
㊧
　
政
治
的
行
為
者
に
よ
つ
で
は
た
さ
れ
る
機
能
（
行
為
者
自
身
が
意
識

　
的
に
担
当
し
、
あ
る
い
は
担
当
す
る
こ
と
を
認
め
る
機
能
を
ふ
く
む
）
■
に
力
点

　
を
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
億
主
観
的
な
動
機
と
観
察
す
る
こ
と
の
で
き

　
な
い
目
的
に
か
ん
す
る
専
念
を
脱
し
、
真
の
政
治
科
学
へ
と
進
む
。
（
層
ミ
）

　
　
　
　
　
　
※

　
第
二
章
『
モ
デ
ル
』
で
は
、
「
機
能
論
の
理
論
的
意
味
」
、
「
体
系
の
一
般
的

特
性
」
、
「
政
治
体
系
」
、
「
モ
デ
ル
の
批
判
」
、
「
モ
デ
ル
の
支
持
」
が
語
ら
れ

る
。　

説
明
と
い
つ
た
場
合
、
事
象
と
概
念
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

「
概
念
の
構
成
に
も
つ
と
一
貫
し
て
関
連
を
も
ち
う
る
事
象
の
数
が
ふ
え
れ
ば
、

提
出
さ
れ
る
説
明
の
力
は
ま
す
ま
す
大
ぎ
く
な
る
」
（
層
お
）
の
で
あ
り
、
こ
の

種
の
概
念
は
社
会
科
学
に
あ
つ
て
は
、
モ
デ
ル
に
よ
つ
て
一
貫
性
が
あ
た
え
ら

れ
る
場
合
が
多
い
．
機
能
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
構
造
は
体
系
内
に
あ
つ

て
機
能
を
は
た
す
と
考
え
れ
ば
、
機
能
の
性
質
と
体
系
内
に
お
け
る
そ
の
関
連

性
と
を
明
ら
か
に
す
る
モ
デ
ル
が
今
や
構
築
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
機
能
と
体

系
と
は
、
政
治
学
に
本
質
的
に
特
殊
な
概
念
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
モ
デ
ル
の

も
つ
あ
る
特
性
は
、
非
常
に
一
般
的
な
用
語
で
描
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
九
　
　
　
（
五
六
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

そ
の
後
、
こ
う
L
た
概
念
が
政
治
に
適
用
さ
れ
る
」
（
》
8
）
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

し
か
ら
ぽ
、
体
系
の
一
般
的
特
性
と
は
何
か
。
ま
ず
、
こ
の
種
の
体
系
は
固

定
的
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
流
動
過
程
内
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、

入
力
が
投
入
さ
れ
、
出
力
が
流
出
し
、
こ
の
入
カ
ー
出
力
の
転
換
を
機
能
が
に

な
う
と
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
た
体
系
と
い
う
考
え
方
に

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

基
本
的
な
の
は
、
相
互
依
存
、
す
な
わ
ち
「
体
系
の
あ
る
構
成
要
素
（
な
い
し

機
能
）
の
性
質
が
か
わ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
要
素
が
、
そ
し
て

体
系
全
体
が
影
響
を
う
け
る
」
（
サ
さ
。
N
）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の

考
え
方
に
は
、
論
理
的
に
均
衡
と
い
う
理
念
が
と
も
な
わ
れ
て
く
る
。
体
系

は
、
そ
れ
を
転
覆
す
る
よ
う
な
事
態
に
た
ち
い
た
れ
，
ば
、
そ
う
し
た
転
覆
因
を

吸
収
し
、
矯
正
す
る
作
用
を
は
た
す
機
構
を
も
つ
こ
と
に
よ
つ
て
、
前
述
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
じ
フ
ア
ソ

モ
デ
ル
の
要
件
を
み
た
す
の
で
あ
る
．
こ
の
均
衡
維
持
に
作
用
す
る
の
が
正
機

ク
シ
ヨ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ス
フ
ァ
ソ
ク
シ
ヨ
ン

能
で
あ
り
、
均
衡
を
く
ず
す
作
用
は
逆
　
機
　
能
と
認
識
さ
れ
る
。

　
体
系
は
さ
ら
に
論
理
的
に
は
、
概
念
的
に
異
な
つ
た
三
水
準
で
作
動
し
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
イ
パ
ピ
リ
テ
イ

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
能
力
の
水
準
で
あ
り
、
外
的
環
境
に
た
い
し
て
体

系
が
も
つ
諸
関
係
を
意
味
す
る
。
第
二
は
、
投
入
さ
れ
る
入
力
に
対
応
し
、
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ア
ブ
リ
ツ
ク

カ
と
し
て
流
出
す
る
転
換
機
能
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
体
系
が
そ
の
構
　
造
を

持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
水
準
、
す
な
わ
ち
体
系
維
持
の
水
準
で
あ
る
。
こ

の
体
系
維
持
は
、
そ
れ
に
要
す
る
役
割
の
補
充
と
、
入
カ
ー
出
力
の
転
換
様
式

を
承
認
さ
せ
る
の
に
必
要
な
規
制
方
法
と
し
て
の
成
員
の
社
会
化
の
二
側
面
で

確
認
さ
れ
る
。

　
こ
の
一
－
般
概
念
と
し
て
の
体
系
を
政
治
状
況
に
適
用
し
、
政
治
学
的
に
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
　
　
（
五
七
〇
）

し
た
の
が
、
D
・
イ
ー
ス
ト
ン
や
G
・
A
・
ア
ー
モ
ン
ド
ら
の
政
治
体
系
概
念

で
あ
る
。
こ
の
展
開
状
況
と
意
義
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
（
拙
稿
「
『
政
治
体
制
』
論
の
展
開
」
・
法
学
研

究
・
三
九
巻
一
号
・
昭
和
四
一
年
一
月
）

　
機
能
論
的
な
モ
デ
ル
に
た
い
す
る
批
判
は
、
著
者
に
よ
つ
て
三
つ
の
範
疇
で

ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
は
定
義
に
か
ん
す
る
批
判
で
あ
つ
て
、
政
治
体
系
モ
デ

ル
の
適
用
範
囲
、
す
な
わ
ち
政
治
的
な
る
も
の
を
確
定
す
る
問
題
に
か
か
わ

る
。
ア
ー
モ
ソ
ド
は
た
と
え
ば
、
「
そ
の
も
つ
特
殊
性
と
特
徴
、
お
よ
び
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
ヘ
レ
ソ
ス

も
つ
体
系
と
し
て
の
結
合
性
を
政
治
体
系
に
あ
た
え
る
か
ぎ
り
、
正
当
な
強
制

力
は
、
政
治
体
系
の
入
力
と
出
力
を
織
り
な
す
要
素
で
あ
る
」
（
ρ
》
＞
巨
。
呂

，
呂
』
oo
D
O
。
一
。
琶
弩
も
塗
サ
§
。
b
§
識
3
毫
b
§
ξ
ぎ
Q
卜
蓋
舞
這
O
ρ
サ
刈
）

と
し
て
、
決
定
過
程
と
し
て
の
政
治
過
程
を
．
何
ら
か
の
形
で
現
実
の
強
制
力

行
使
の
可
能
性
と
の
関
連
で
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
正
当
性
に
関
す
る
限

定
的
な
認
識
が
あ
る
か
ら
、
体
系
概
念
に
要
求
さ
れ
る
広
が
り
の
点
で
問
題
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

、
あ
る
。
一
方
イ
ー
ス
ト
ン
は
、
価
値
の
権
威
的
配
分
を
政
治
関
係
の
概
念
的
中

核
に
す
え
て
い
る
が
、
そ
の
配
分
に
は
強
制
力
の
行
使
を
直
接
か
か
わ
ら
せ
る

こ
と
は
し
な
い
。
「
こ
の
文
脈
で
権
威
的
と
い
う
の
は
、
人
び
と
が
み
ず
か
ら

そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
決
定
と
か
配
分
に
か
か
わ
り
、
ま
た
影
響

を
う
け
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
、
「
こ
の
種
の
配
分
は
正
当
で

あ
る
。
」
（
マ
舘
）
し
か
し
、
私
的
な
決
定
と
権
威
的
決
定
と
を
区
別
す
る
の
が
政

治
過
程
な
の
だ
か
ら
、
政
治
を
権
威
的
配
分
に
か
か
わ
る
点
で
確
認
す
る
立
場

か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
政
治
は
政
治
だ
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。
し
た

が
つ
て
、
「
適
用
可
能
な
範
囲
か
ら
で
は
、
政
治
的
決
定
と
疑
似
政
治
集
団
に



よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
決
定
と
は
必
ず
し
も
区
別
さ
れ
な
い
。
」
（
層
認
）

　
第
二
の
批
判
は
、
モ
デ
ル
の
内
的
一
貫
性
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
る
。
こ
の
問
題
点
は
価
値
か
ら
の
解
放
を
念
願
し
て
提
出
さ
れ
た
モ
デ
ル

が
、
実
は
均
衡
維
持
の
機
能
に
正
機
能
と
逆
機
能
を
識
別
し
た
時
に
、
価
値
加

担
的
概
念
と
な
る
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
正
と
逆
を
決
定
す
る
に
た
る

支
配
理
念
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
「
社
会
科
学
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る

　
　
　
　
　
ニ
ク
イ
リ
ブ
リ
ウ
ム

こ
と
だ
が
、
均
衡
と
は
、
い
く
つ
か
の
力
に
よ
つ
て
敦
撃
さ
れ
、
ま
た
そ

れ
以
外
の
力
に
よ
つ
て
防
衛
さ
れ
る
状
況
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
程
度
に
差
こ
そ
あ
れ
、
相
対
立
す
を
諸
力
間
の
バ
ラ
γ
ス
の
結
果
に
す

ぎ
な
い
。
」
し
た
が
つ
て
、
「
一
つ
の
結
果
と
し
て
の
均
衡
と
い
う
こ
の
概
念
は
、

防
衛
（
正
機
能
）
と
攻
撃
力
（
逆
機
能
）
と
を
認
め
る
何
ら
か
の
必
要
性
を
除

去
す
る
」
（
サ
器
）
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
問
題
状
況
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
批
判
は
、
政
治
体
系
は
シ
ー
ム
レ
ス
だ
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち

前
述
し
た
よ
う
に
政
治
体
系
が
体
系
で
あ
る
た
め
に
は
、
構
成
要
素
間
の
相
互

依
存
的
で
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
の
環
境
を
構
成
し
て
い
る
数
多
く
の
体
系
と
高

度
の
関
連
性
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
に
む
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ト
ラ

ー
や
ス
タ
ー
リ
ン
の
ご
と
く
体
系
内
で
の
孤
立
が
実
例
と
し
て
提
出
さ
れ
れ

ば
、
「
あ
る
環
境
に
お
い
て
政
治
構
造
が
存
在
し
、
特
定
の
政
治
機
能
が
特
定

の
政
治
体
系
の
他
の
側
面
に
が
か
わ
る
こ
と
な
く
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

ま
つ
た
く
可
能
で
あ
る
。
」
（
質
巽
）

　
さ
ら
に
、
機
能
論
者
は
人
間
経
験
の
一
側
面
と
し
て
政
治
的
側
面
の
概
念
化

に
進
も
う
と
す
る
が
、
機
能
と
い
う
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
」
当
然
の
こ
と
な
が

ら
人
間
を
全
体
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
イ
と
し
て
の
存
在
と
い
う
点
で
理
解
す
る
は

　
　
　
紹
・
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
ち

ず
だ
か
ら
矛
盾
が
で
て
く
る
。
役
割
概
念
に
し
て
も
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
イ
に
補
助

的
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
な
い
．
ま
た
、
機
能
論
は
政

治
生
活
の
目
的
に
は
ま
つ
た
く
触
れ
る
こ
と
も
で
ぎ
ま
い
。
「
政
治
は
、
特
定

の
社
会
全
体
に
た
い
す
る
目
的
を
も
つ
た
活
動
で
あ
り
、
ま
た
活
動
で
あ
り
う

る
。
…
…
政
治
と
は
、
体
系
を
維
持
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
る
体
系
を
お

そ
ら
く
ま
こ
と
に
急
激
に
変
革
す
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
」
（
峯
鐡
ふ
）
と
定

義
さ
れ
れ
ぽ
、
機
能
論
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
種
の
批
判
に
は
た
し
か
に
、
政
治
体
系
概
念
の
有
効
度
を
奪
う
に
た
る

も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
体
系
は
、
政
治
行
為
に
共
通
し
た
諸
側
面
の
概

念
化
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
共
通
の
習
慣
、
規
範
、
お
よ
び
信
条
を
ふ

く
み
、
…
…
政
治
行
動
へ
の
、
程
度
に
差
は
あ
る
が
共
通
し
た
諸
志
向
の
セ
ッ
ト
」

（
b
サ
8
為
）
と
規
定
さ
れ
、
類
型
化
も
さ
れ
る
政
治
文
化
と
の
関
連
で
と
ら
え

ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
人
問
の
行
為
の
性
質
の
決
定
因
の
分
析
と
確
認
を
め
ざ
す

機
能
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
痛
痒
は
な
い
．
こ
と
に
、
社

会
科
学
に
お
い
て
は
、
概
念
規
定
老
か
定
義
が
つ
ね
に
論
議
の
対
象
と
な
り
、

し
か
も
そ
の
論
議
は
ほ
と
ん
ど
不
毛
に
終
わ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た

批
判
に
拘
泥
す
る
よ
り
も
、
「
こ
こ
で
提
出
し
た
モ
デ
ル
は
、
大
胆
で
新
奇
な
方

法
で
大
問
題
に
と
り
く
む
と
い
う
明
白
な
長
所
を
有
し
て
い
る
」
（
や
ω
o
。
）
点

に
、
こ
の
方
法
の
可
能
性
を
認
趨
見
ま
も
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
※

　
第
三
章
「
政
治
制
度
に
た
い
す
る
機
能
的
見
方
」
、
第
四
章
「
集
団
に
た
い

す
る
機
能
的
見
方
」
、
そ
し
て
第
五
章
「
政
治
発
展
に
た
い
す
る
機
能
的
見
方
」

は
、
「
構
造
－
機
能
論
者
の
主
張
ば
、
そ
の
技
術
が
、
政
治
研
究
に
新
鮮
な
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
二
　
　
　
（
五
七
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

通
し
を
ひ
ら
く
こ
と
で
あ
る
」
と
ふ
ま
え
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
説
得
力
を
有
す
る

政
治
学
者
が
い
つ
の
日
に
か
取
り
く
ま
ね
ぽ
な
ら
ぬ
い
く
つ
か
の
問
題
と
の
関

連
で
検
討
す
る
」
（
や
8
）
た
め
に
展
開
し
た
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
政

治
学
的
機
能
論
の
意
義
を
見
分
け
る
に
は
重
要
な
部
分
で
は
あ
る
が
、
著
者
の

論
旨
に
は
逆
に
そ
れ
ほ
ど
新
鮮
味
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
十
分
流
通
し
て
い

る
理
論
部
分
の
整
理
な
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
、
指
摘
の
力
点
を
の
べ
る
に
止

め
る
の
も
、
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
政
治
制
度
に
た
い
す
る
伝
統
的
な
分
析
は
、
国
家
が
人
民
に
要
求
す
る
服
属

ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ

を
め
ぐ
る
問
題
に
焦
点
が
お
か
れ
た
。
し
た
が
つ
て
実
質
的
に
は
、
支
配
－
服

従
が
間
題
で
あ
つ
た
。
支
配
の
正
当
性
が
、
政
治
哲
学
と
政
治
学
の
境
界
線
に

存
在
す
る
問
題
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
た
の
は
、
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
。
ま
た
、

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
　
　
リ
パ
コ
ア
イ

制
度
の
目
的
は
自
由
の
維
持
、
社
会
正
義
の
推
進
と
い
つ
た
人
間
の
本
質
に
か

か
わ
る
も
の
と
し
て
理
念
化
も
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
理
念
的
前
提
が
あ
れ
ば
、

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
セ

制
度
の
組
織
化
と
有
効
性
が
ど
う
し
て
も
政
治
学
「
理
論
」
の
中
心
的
位
置
を

占
め
る
は
ず
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
機
能
論
か
ら
す
れ
ば
「
価
値
」
を
範
疇
的
に
一
括
し
た

上
で
、
こ
う
し
た
制
度
概
念
の
か
わ
り
に
モ
デ
ル
と
し
て
の
政
治
体
系
を
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ボ
　
ト
　
イ
ン
ブ
ツ
ト

し
た
。
（
こ
こ
で
正
当
性
に
匹
敵
す
る
位
置
を
占
め
た
の
が
支
持
入
力
で
あ
る
こ
と

は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
）
機
能
論
に
認
め
る
意
義
は
、
㌔
そ
れ
は
伝
統
的
論
議
に

あ
つ
て
は
欠
如
し
て
い
る
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
つ
た
概
念
的
明
澄
性
を
あ
る

程
度
ま
で
有
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
正
当
化
戦
略
に
か
ん
す
る
分
析

の
点
で
は
か
な
り
巧
妙
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
…
…
立
憲
的
秩
序
を
よ
り
広
い

政
治
的
．
社
会
的
文
脈
に
組
み
い
れ
た
。
ま
免
そ
れ
は
、
政
治
制
度
の
効
果
を
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
　
　
（
五
七
二
）

較
的
に
硯
究
す
る
手
段
を
提
出
す
る
と
思
わ
れ
た
。
機
能
論
が
伝
統
的
分
析
の

傍
ら
に
気
楽
に
位
置
を
占
め
る
と
は
、
予
想
さ
る
べ
く
も
な
い
」
（
峯
零
占
）

と
著
者
が
指
摘
し
た
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
政
治
の
集
団
理
論
は
A
・
F
・
ベ
ン
ト
リ
イ
の
再
発
見
以
来
、
と
く
に
政
治

　
　
　
コ
ソ
プ
ロ
マ
イ
ズ

現
象
を
歩
み
よ
り
と
認
識
す
る
基
礎
と
な
り
、
現
代
政
治
学
の
重
大
な
支
柱
の

一
つ
に
な
つ
て
い
る
。
著
者
は
集
団
に
つ
い
て
も
、
ベ
ン
ト
レ
イ
学
派
を
伝
統

的
分
析
と
し
て
、
機
能
論
に
対
置
し
て
い
る
。
ベ
ン
ト
レ
イ
は
た
し
か
に
、
形

而
上
学
と
し
て
の
政
治
学
に
反
逆
し
た
先
達
で
は
あ
る
が
、
集
団
に
力
点
を
お

く
の
に
急
な
あ
ま
り
、
集
団
的
利
益
に
限
定
さ
れ
た
利
益
の
対
立
状
況
を
政
治

の
基
礎
に
す
え
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
対
立
を
調
整
す
る
の
が
政
府
で
あ
り
、
か

く
し
て
観
察
可
能
な
活
動
が
政
治
の
本
質
だ
と
さ
れ
る
．

　
し
か
L
、
機
能
論
か
ら
す
れ
ば
「
政
治
的
現
実
に
ふ
く
ま
れ
る
個
別
的
な
構

造
に
対
応
す
る
必
要
の
な
い
分
析
概
念
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
る
」
（
サ
8
）

は
ず
だ
か
ら
、
要
求
や
入
力
と
政
治
体
系
と
の
関
連
を
た
ず
ね
る
の
が
一
般
的

問
題
に
な
る
。
集
団
は
要
求
や
入
力
を
産
出
し
、
担
当
す
る
点
で
意
味
を
も
つ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
ト
レ
イ
学
派
は
、
政
治
活
動
（
集
団
活
動
）
の
一

側
面
へ
の
専
念
が
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
拡
大
し
て
政
治
全
体
に
及
ぼ
せ
る

と
し
た
の
だ
が
、
機
能
論
は
首
尾
一
貫
性
を
も
つ
た
政
治
の
分
析
図
式
を
追
求

す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
そ
れ
に
よ
つ
て
政
治
行
動
の
特
定
の
側
面
に
照
明
を

あ
て
よ
う
と
す
る
∀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
オ
ア
ツ

　
か
く
し
て
、
機
能
論
は
集
団
に
か
ん
し
て
は
、
欲
求
か
ら
要
求
へ
、
そ
し
て

要
求
が
削
減
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、
さ
ら
に
権
威
的
出
力
を
産
出
す
る
た
め
の
争

点
に
そ
れ
が
転
換
さ
れ
る
三
段
階
で
意
味
を
認
め
る
．
機
能
論
は
、
「
集
団
活



動
を
、
政
治
体
系
の
諸
構
造
の
一
般
類
型
に
組
み
い
れ
る
．
そ
し
て
、
そ
の
意

味
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
発
達
し
た
集
団
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
種
の
体
系

の
有
効
な
活
動
に
基
本
的
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
を
．
」
（
夢
置
ふ
）

　
政
治
発
展
に
か
ん
し
て
機
能
論
は
、
体
系
維
持
に
関
心
の
中
心
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
本
質
的
に
虚
弱
だ
と
主
張
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ぽ
、
工
業

化
、
都
市
化
な
ど
の
諸
力
が
政
治
発
展
に
作
用
す
る
の
だ
か
ら
、
「
政
治
研
究

に
妥
当
な
、
相
対
的
に
明
確
な
概
念
枠
組
の
中
で
、
こ
う
い
つ
た
変
り
う
る
諸

力
全
部
を
取
り
扱
う
の
は
、
ま
こ
と
に
難
か
し
い
」
（
層
ミ
）
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。

　
著
者
が
あ
げ
る
伝
統
的
な
政
治
発
展
へ
の
ア
プ
冒
r
チ
は
、
　
マ
ル
ク
ス
と

」
・
且
・
カ
ウ
ツ
キ
イ
の
そ
れ
で
あ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
体
系
は
、
人
間
心

理
お
よ
び
歴
史
過
程
全
体
に
つ
い
て
の
一
貫
性
を
も
つ
た
説
明
に
、
あ
ら
ゆ
る

社
会
現
象
を
結
び
つ
け
る
強
力
な
体
系
で
あ
る
」
（
層
お
）
と
そ
の
意
義
を
認
め

る
が
、
「
経
済
状
況
が
社
会
的
・
政
治
曲
構
造
を
決
定
し
、
国
家
は
階
級
闘
争

の
手
段
で
あ
り
、
そ
し
て
階
級
闘
争
は
史
的
過
程
の
手
段
で
あ
り
、
顕
示
で
あ

る
」
（
や
o
。
O
）
と
の
認
識
は
、
必
ず
し
も
、
現
在
政
治
発
展
の
問
題
の
焦
点
と
な

つ
て
い
る
新
興
諸
国
の
社
会
状
況
に
は
当
た
ら
な
い
と
、
ま
こ
と
に
常
識
的
に

論
ず
る
。
カ
ウ
ツ
キ
イ
は
現
代
の
新
興
諸
国
の
状
況
は
、
急
激
な
工
業
化
の
間

題
だ
と
し
、
む
し
ろ
こ
の
問
題
こ
そ
マ
ル
ク
ス
自
身
の
鮮
烈
な
経
験
の
一
部
だ

と
認
識
す
る
こ
と
で
、
「
中
間
階
級
は
近
代
化
を
求
め
、
昔
な
が
ら
の
貴
族
制
、

旧
中
間
階
級
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
保
守
的
精
神
を
も
つ

た
農
民
と
も
衝
突
す

る
で
あ
ろ
う
」
（
夢
o
。
一
山
）
と
問
題
を
提
出
す
る
点
で
、
階
級
論
者
で
あ
る
．

　
機
能
論
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
異
な
り
、
広
壮
な
歴
史
理
論
も
、
社
会
の
基
本
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，
的
な
力
に
基
づ
い
た
一
般
的
因
果
法
則
も
目
的
と
し
な
い
．
そ
れ
は
、
政
治
発

展
に
関
し
て
は
、
政
治
体
系
を
葛
藤
持
続
・
葛
藤
変
形
の
機
構
と
考
え
る
．
す

な
わ
ち
、
、
葛
藤
の
存
在
と
体
系
内
の
構
造
に
よ
る
処
理
が
、
政
治
体
系
モ
デ
ル

の
本
質
的
特
徴
な
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
動
態
論
の
中
心
に
お
い
た

政
治
体
系
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
葛
藤
は
承
認
さ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と

は
直
だ
ち
に
、
体
系
モ
デ
ル
は
変
動
に
無
力
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
前
述
し
た
正
機
能
、
逆
機
龍
の
概
念
を
考
え
て
み
よ
う
。
む
し
ろ
こ
の
一

セ
ッ
ト
の
機
能
概
念
こ
そ
、
政
治
体
系
モ
デ
ル
が
安
定
を
常
態
と
し
な
い
と
い

う
認
識
に
発
し
て
い
る
。
ア
ー
モ
ン
ド
が
逆
機
能
入
力
に
た
い
す
る
権
威
的
対

応
を
、
適
合
的
、
拒
否
的
、
代
替
的
の
三
様
式
で
構
想
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
変

動
論
へ
の
概
念
的
・
理
論
的
認
識
あ
れ
ぽ
こ
そ
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
色
彩
を
も
た
ぬ
変
動
論
は
意
味
が
な
く
、
意
味
の
あ
る
変
動
論
は
つ

ね
に
変
革
の
教
義
を
内
蔵
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
す
る
批
判
は
当
た
る

べ
く
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
※

　
第
六
章
「
機
能
論
に
か
ん
す
る
別
の
見
方
」
で
は
、
否
定
的
な
面
と
肯
定
的

な
面
に
分
け
ら
れ
て
総
括
さ
れ
る
。
前
者
に
あ
つ
て
は
す
で
に
論
じ
て
き
た
こ

と
を
要
約
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
ド
ー
ズ
が
、
「
科
学
的
法
則
の
不
可
欠
の

要
件
は
、
機
能
的
な
準
拠
枠
組
に
よ
つ
て
は
、
真
の
意
味
で
の
科
学
的
性
質
を

も
つ
た
説
明
を
生
み
だ
す
と
は
期
待
で
ぎ
な
い
」
（
マ
3
）
と
指
摘
し
た
点
を
提

出
し
て
、
機
能
論
の
科
学
性
を
問
題
に
し
な
お
し
た
点
が
目
を
ひ
く
程
度
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
…
　
　
　
（
五
七
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
肯
定
的
な
面
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
既
述
の
批
判
に
機
能
論

が
対
応
す
る
姿
勢
が
語
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
新
味
は
な
い
。
「
伝
統
的
な
政
治

学
の
方
法
に
完
全
に
満
足
し
て
い
る
人
び
と
だ
け
が
、
機
能
論
の
利
点
を
了
解

で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
機
能
分
析
が
解
決
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
い
く
つ
か

の
挑
戦
を
認
識
し
て
い
る
人
び
と
は
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
何
ら
か
の
成
功
に
心

か
ら
の
声
援
を
お
く
る
で
あ
ろ
う
」
（
や
8
）
と
い
う
ご
く
控
え
目
な
結
論
を
加

え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
※

　
私
が
現
代
政
治
学
に
と
び
こ
ん
で
か
ら
で
も
、
現
代
政
治
学
の
方
法
は
一
貫

性
を
強
化
す
る
方
向
で
誤
つ
た
こ
と
は
な
い
。
制
度
論
や
政
治
価
値
論
の
拒
否

に
発
端
し
た
こ
の
方
法
的
認
識
は
、
制
度
化
概
念
に
よ
つ
て
制
度
の
本
質
に
迫

り
、
公
共
政
策
決
定
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
社
会
的
価
値
や
信
条
を
と
り
上
げ

る
こ
と
で
、
難
点
を
堅
実
に
克
服
す
る
発
展
途
上
に
あ
る
。
ま
た
政
治
発
展
に

対
応
し
て
、
一
方
で
は
歴
史
的
認
識
を
近
代
化
論
で
練
磨
し
、
他
方
で
は
動
態

分
析
へ
の
決
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
、
現
代
政
治
学
は
、
訣
別
す

る
時
点
で
確
認
し
た
留
保
条
件
を
ほ
ぼ
完
全
に
と
り
戻
し
、
政
治
学
の
系
譜
の

中
で
、
近
代
市
民
政
治
学
の
鬼
子
で
は
な
く
、
正
統
な
嫡
出
児
と
し
て
の
本
来

の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
本
書
の
意
義
は
、
従
来
ア
メ
リ
カ
政
治
学
と
し
て
、
と
く
に
学
間
的
風
土
の

点
で
異
質
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
拒
絶
に
近
い
姿
勢
を
と
つ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス

に
あ
つ
て
、
総
監
修
者
で
あ
る
E
・
V
・
ワ
イ
ズ
マ
ン
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
に
お

い
て
ご
く
最
近
の
こ
と
だ
が
、
政
治
学
者
が
、
合
衆
国
で
は
じ
め
に
展
開
さ
れ

た
政
治
研
究
へ
の
新
し
い
ア
プ
p
ー
チ
に
次
第
に
関
心
を
示
し
億
じ
め
た
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
　
　
（
五
七
四
）

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
簡
に
し
て
要
を
え
た
説
明
は
、

研
究
者
に
は
ほ
と
ん
ど
入
手
で
き
な
い
」
（
Q
Φ
ま
蚕
一
①
象
窪
．
¢
ぽ
母
a
q
9
一
。
戸

緊
～
）
と
の
べ
た
状
況
に
こ
そ
見
い
だ
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
に
し
て
も
本
書
に
不
満
が
あ
る
。
ど
う
に
も
欠
陥
と
思
わ
れ
る
の

は
、
機
能
論
の
国
際
政
治
に
た
い
す
る
適
用
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

現
代
政
治
の
特
徴
が
世
界
大
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
政
治
化
の
時
代
で
あ
る
と

い
う
認
識
に
求
め
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
省
略
は
何
と
も
残
念
で
な
ら
な
い
。
折

角
、
政
治
体
系
を
紹
介
し
、
論
じ
た
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
最
も
概
念
的
に
ス
マ

！
ト
な
国
際
体
系
ま
で
論
ず
る
べ
ぎ
で
あ
つ
た
。

　
も
う
一
つ
気
に
か
か
る
の
は
、
機
能
、
構
造
、
体
系
の
連
関
が
曖
昧
な
点
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
政
治
学
に
あ
つ
て
は
、
機
能
論
は
構
造
－
機
能
論
と
し
て

導
入
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
集
約
的
モ
デ
ル
で
あ
る
政
治
体
系
の
展
開
が
唐
突

で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
社
会
科
学
の
方
法
と
し
て
の
機
能
論
の
一
般
的

意
義
と
政
治
学
で
の
そ
れ
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
力
点
を
お
い
た
こ
と
か
ら

生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
最
近
、
社
会
学
の
分
野
で
新
明
正
道
教
授
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
（
「
社
会
学

的
機
能
主
義
」
・
誠
信
書
房
・
昭
和
四
二
年
）
。
わ
が
政
治
学
の
分
野
で
も
こ
の
種

⑳
著
書
の
公
刊
が
切
望
さ
れ
る
。
そ
れ
は
後
続
の
研
究
者
た
ち
に
た
い
す
る
先

進
者
の
義
務
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
　
　
ー
一
九
六
八
・
二
・
九
1
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