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社
会
学
は
進
歩
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
現
象
を
理
解
し
よ
う
と
試

み
る
と
き
、
こ
の
素
朴
な
疑
間
を
感
ず
る
こ
と
が
往
々
に
あ
る
、
こ
れ
に
は
二

通
り
の
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
の
展
開
を
ふ
り
か
え
れ

ば
、
諸
理
論
の
出
現
に
裏
づ
け
ら
れ
て
社
会
現
象
全
体
の
考
察
が
あ
る
程
度
可

能
に
な
る
と
共
に
、
特
殊
な
社
会
関
係
の
解
明
は
な
し
う
る
よ
う
に
な
つ
て
き

て
い
る
。
産
業
社
会
学
の
貢
献
な
ど
が
後
者
の
典
型
で
あ
り
、
被
会
の
特
定
領

域
な
い
し
特
定
集
団
内
に
お
け
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
、
応
用
可
能
な
経
験

的
知
識
と
技
法
と
を
社
会
学
は
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会

学
の
発
展
を
こ
う
し
た
側
面
に
見
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
先
の
疑
問
に
対
し
て
肯

定
的
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
構
造
機
能
主
義
や
社
会
体
系
論
な

ど
の
諸
理
論
は
、
不
十
分
な
が
ら
、
現
に
あ
る
社
会
全
体
の
仕
組
を
か
な
り
の

程
度
ま
で
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
初
期

社
会
学
か
ら
み
れ
ば
一
段
の
進
展
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
学
が
成
果
を
あ
げ
て
き
た
の
は
、
極
め
て
部
分
的

な
領
域
に
お
け
る
研
究
で
あ
る
か
、
社
会
全
体
に
関
す
る
限
定
さ
れ
た
理
論
構
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築
で
あ
る
と
い
う
気
持
も
否
め
な
い
。
今
日
支
配
的
で
あ
る
社
会
学
的
機
能
主

義
に
お
い
て
も
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
と
い
う
最
も
肝
腎
な
点
が
曖
昧
に
な

つ
て
し
ま
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
方
法
論
上
の
個
人
主
義
と
集
合

主
義
の
対
立
が
止
揚
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
理
論
構
築
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ぽ
、
現
在
の
社
会
学
理
論
と
い
え
ど
も
、
初
期
社
会

学
の
理
論
水
準
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
先
の
疑
問
に
は
否
定
的

に
答
え
る
よ
り
仕
方
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
個
人
が
社
会
を
支
え
て
い
る
の
か
、
社
会
が
個
人
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
か
。

社
会
は
個
人
に
ま
で
分
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
否
か
。
こ
う
し
た
間
い
か

け
に
は
、
社
会
に
関
す
る
唯
名
論
と
実
在
論
の
論
争
か
ら
心
理
還
元
主
義
と
創

発
主
義
の
対
立
に
至
る
ま
で
数
多
く
の
視
角
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、

個
人
主
義
と
集
合
主
義
の
長
い
論
争
に
よ
つ
て
も
、
議
論
が
決
着
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
社
会
学
の
原
点
は
あ
い
か
わ
ら
ず
不
安
定
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で
理
論
は
構
築
さ
れ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
構

築
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
雨
露
を
し
の
ぐ
た
め
に
は
土
台
な
き

家
に
で
も
住
め
、
ま
た
住
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
と
同
様
に
、
不
安
定
状
態
に
立

脚
す
る
理
論
で
も
社
会
現
象
の
説
明
は
可
能
で
あ
り
、
わ
か
る
範
囲
で
理
論
構

築
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
社
会

現
象
の
説
明
に
際
し
、
社
会
現
象
の
一
部
を
巧
妙
な
か
ら
く
り
に
よ
つ
て
理
論

の
前
提
に
置
い
て
し
ま
う
危
険
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
論
が
洗
練
さ
れ

一
般
化
さ
れ
る
度
合
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
も
増
大
す
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
そ
う
し
た
傾
向
に
対
す
る
反
省
も
強
ま
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

弱
体
な
理
論
基
盤
に
反
擾
し
て
社
会
学
の
原
問
題
に
対
す
る
回
顧
や
新
た
な
模
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索
が
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
ま
社
会
学
を
眺
め
て
み
る
と
、
理
論
の
再

検
討
期
に
入
つ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
社
会
学
的
機
能
主

義
の
停
滞
や
そ
れ
に
代
る
新
理
論
の
未
完
成
と
い
う
閉
塞
状
況
と
深
く
か
か
わ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
謂
う
な
れ
ば
、
本

書
も
原
点
へ
の
回
帰
を
目
ざ
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で

は
、
社
会
学
的
機
能
主
義
の
克
服
を
め
ざ
す
理
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
社
会
的
交

換
理
論
に
つ
い
て
、
知
識
社
会
学
的
観
点
か
ら
代
表
的
理
論
を
検
討
し
つ
つ
、

個
人
主
義
と
集
合
主
義
の
橋
わ
た
し
を
試
み
新
し
い
方
向
を
さ
ぐ
る
作
業
が
な

さ
れ
て
い
る
。
な
お
訳
者
の
あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
著
者
は
本
国
で
経
済
学
と

人
類
学
を
、
米
国
で
社
会
学
を
学
ん
だ
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
出
身
の
研
究
者
で
あ
り
、

現
在
は
ア
ー
マ
ド
・
ベ
ロ
大
学
の
社
会
経
済
研
究
セ
ソ
タ
ー
の
主
任
研
究
員
の

地
位
に
あ
る
。
簡
単
に
内
容
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
本
書
は
四
部
八
章
か
ら
な
つ
て
い
る
。
第
一
部
は
問
題
の
提
起
と
背
景
説
明
、

第
二
部
は
全
体
主
義
的
交
換
理
論
の
検
討
、
第
三
部
は
個
人
主
義
的
交
換
理
論

の
検
討
、
第
四
部
は
論
点
の
整
理
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

　
さ
て
第
一
部
は
第
一
章
と
第
二
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
で
は
、
社
会
学
の
な

か
に
個
人
主
義
的
志
向
と
全
体
主
義
的
志
向
と
い
う
二
つ
の
伝
統
の
根
づ
い
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
ス
ペ
ン
サ
！
か

ら
始
ま
る
個
人
主
義
的
社
会
学
が
中
心
で
あ
り
、
フ
ラ
ソ
ス
で
は
デ
ュ
ル
ケ
ム

を
始
め
と
す
る
全
体
主
義
的
社
会
学
が
主
流
を
占
め
て
き
た
と
言
う
。
そ
し
て
、

こ
の
対
立
は
現
在
の
研
究
者
に
ま
で
尾
を
引
い
て
い
る
が
、
方
向
を
み
れ
ば
社

会
学
理
論
は
両
者
の
統
合
に
向
つ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
結



合
に
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
無
理
が
多
く
、
綻
び
を
み
せ
て
い
る
、
と
し
て
い

る
。
第
二
章
で
は
、
社
会
人
類
学
な
い
し
文
化
人
類
学
と
呼
ば
れ
る
領
域
で
の

研
究
に
お
い
て
も
、
個
人
主
義
と
全
体
主
義
と
い
う
対
立
の
み
ら
れ
る
こ
と
が
、

三
人
の
研
究
者
に
よ
る
交
換
行
動
の
理
論
で
も
つ
て
例
証
さ
れ
て
い
る
。
著
者

は
ま
ず
フ
レ
ー
ザ
ー
に
注
目
す
る
。
彼
は
親
戚
行
動
と
結
婚
行
動
、
す
な
わ
ち

交
叉
い
と
こ
婚
の
研
究
に
よ
つ
て
、
最
初
の
社
会
的
交
換
理
論
の
提
示
者
と
な

つ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
行
為
者
の
経
済
的
動
機
を
強
調
す
る
個
人
主
義
的
性

格
が
強
い
も
の
で
あ
つ
た
。
次
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
で
あ
る
。
彼
は
ト
ロ
ブ
リ

ア
ソ
ド
島
に
お
け
る
ク
ラ
交
換
が
経
済
的
動
機
に
よ
つ
て
は
説
明
さ
れ
え
ぬ
と

し
、
経
済
的
交
換
と
社
会
的
交
換
と
を
明
確
に
区
別
し
た
点
が
評
価
に
値
す
る

と
い
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
社
会
的
交
換
を
支
え
る
も
の
と
し
て
個
人
の
基
本
的

心
理
的
欲
求
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
も
個

人
主
義
的
な
交
換
理
論
家
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
モ
ー
ス
が
登
場
さ
せ
ら
れ
て

い
る
。
彼
は
社
会
的
交
換
の
担
い
手
を
社
会
集
団
の
た
め
に
行
為
す
る
人
間
と

規
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
全
体
主
義
的
枠
組
の
な
か
で
社
会
的
交
換
を
捉
え

る
と
共
に
、
社
会
交
換
過
程
か
ら
生
ず
る
道
徳
性
を
強
調
す
る
点
に
特
色
が
あ

る
の
で
あ
る
。

　
第
二
部
は
第
三
章
と
第
四
章
か
ら
な
る
。
第
三
章
で
は
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
p
ー

ス
の
構
造
主
義
が
全
体
主
義
的
交
換
理
論
の
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
人
間
精
神
の
な
か
に
集
合
的
属
性
を
措
定
し
、
そ
の
あ

ら
わ
れ
と
し
て
集
合
的
社
会
現
象
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
創
発
性
の
概
念
す

ら
必
要
と
し
な
い
全
体
主
義
的
志
向
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
基
礎
的
社
会
の
考

察
に
よ
つ
て
集
合
的
現
象
は
解
明
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
明
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ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
志
向
が
、
社
会
的
交
換
の
説
明
に
お
い
て
は
反

経
済
的
・
反
心
理
学
的
立
場
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
に
と
つ
て
、
行

為
者
の
個
人
的
側
面
で
な
く
社
会
的
側
面
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
個
人
の
外
部

に
あ
る
、
た
と
え
ば
互
酬
性
の
原
則
が
交
換
過
程
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
著
者
は
、
互
酬
性
な
い
し
は
参
与
者
数
を
基
準
と
し
て
レ
ヴ
ィ
”

ス
ト
・
ー
ス
が
行
な
つ
た
限
定
的
交
換
（
当
事
者
二
人
、
利
益
の
直
接
授
受
）
と
一

般
化
さ
れ
た
交
換
（
当
事
者
三
人
以
上
、
利
益
は
順
送
り
さ
れ
る
）
の
分
類
を
精
緻

化
す
る
と
共
に
、
限
定
的
交
換
で
は
道
徳
性
が
崩
壊
し
や
す
い
の
に
対
し
て
一

般
的
交
換
で
は
人
々
の
信
頼
す
る
道
徳
が
生
じ
や
す
い
と
論
じ
て
い
る
。
第
四

章
で
は
、
社
会
的
交
換
の
型
と
社
会
的
連
帯
の
型
と
の
関
連
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
交
換
が
生
み
だ
す
（
道
徳
に
基
く
）

統
合
過
程
を
、
社
会
の
分
化
と
連
帯
に
関
連
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ぽ
限
定
的
交
換
は
社
会
体
系
単
位
の
機
械
的
統
合
に
す
ぎ
な
い
構
造
的
統
合

を
含
む
が
、
一
般
化
さ
れ
た
交
換
は
機
能
的
単
一
性
を
高
め
創
発
的
機
能
も
生

み
だ
す
機
能
的
統
合
を
含
む
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
有
機
的
連
帯

と
社
会
的
交
換
の
統
合
過
程
に
関
す
る
議
論
は
や
や
生
硬
か
つ
難
解
で
あ
る

が
、
著
者
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
社
会
過
程
の
分
析
を
行
な
う
場
合
、

社
会
構
造
の
変
動
を
み
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
機
能
そ
の
も
の
の
変
化
、

特
に
新
し
い
機
能
の
発
生
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

あ
る
。

　
第
三
部
は
三
章
か
ら
な
つ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
ホ
マ
ソ
ズ
の
交
換
理
論
の

特
色
が
記
さ
れ
る
。
彼
の
交
換
理
論
の
特
色
と
し
て
は
、
一
般
化
さ
れ
た
交
換

の
概
念
を
排
除
し
た
こ
と
、
社
会
的
交
換
の
功
利
的
属
性
を
強
調
し
た
こ
と
、
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心
理
的
欲
求
と
経
済
的
欲
求
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

て
、
彼
は
心
理
還
元
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
の
方
法
に

疑
問
を
持
つ
と
同
時
に
、
ホ
マ
ン
ズ
の
交
換
理
論
の
前
提
に
人
間
行
動
と
動
物

行
動
の
同
一
視
が
あ
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
多
少
の
重
複
は
あ

る
も
の
の
動
物
行
動
の
基
本
は
条
件
的
行
動
で
あ
り
、
人
問
行
動
の
基
本
は
象

徴
的
行
動
で
あ
る
。
従
つ
て
、
前
者
か
ら
後
者
を
類
推
す
る
こ
と
は
完
全
に
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ホ
マ
ソ
ズ
自
身
こ
の
点
に
気
づ
い
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
交
換
理
論
す
な
わ
ち
行
動
心
理
学
が
経
済
理
論
と
結
び
つ
く

こ
と
に
な
つ
た
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
結
果
、
交
換
理
論
の
主
要
概
念
で
あ
る

報
酬
概
念
に
、
過
去
の
経
験
を
強
調
す
る
心
理
的
報
酬
と
将
来
の
予
測
と
計
算

を
重
視
す
る
経
済
的
報
酬
が
含
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ら
を
同
等
視
す
る
混

乱
を
も
た
ら
し
た
と
著
者
は
評
価
し
て
い
る
。
第
六
章
で
は
前
章
に
続
き
ホ
マ

ソ
ズ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ホ
マ
ン
ズ
の
交
換
理
論
の
特
色
に
分
配
正
義
の
原

則
が
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
こ
の
原
則
が
彼
の
交
換
理

論
の
な
か
で
極
め
て
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
原

則
は
彼
の
『
社
会
的
行
動
』
に
お
い
て
五
番
目
の
原
則
と
し
て
出
て
く
る
の
で

あ
る
が
、
四
番
目
ま
で
の
原
則
は
個
体
内
比
較
を
行
な
う
利
得
的
交
換
を
扱

い
、
こ
れ
は
対
人
比
較
を
行
な
う
公
平
な
交
換
を
扱
つ
て
い
る
。
し
か
も
ホ
マ

ソ
ズ
は
両
者
の
接
合
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
、
限
定
的
交
換
で
は
公
平
な
交
換

が
、
一
般
化
さ
れ
た
交
換
で
は
利
得
的
交
換
が
優
勢
で
あ
る
と
整
理
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
交
換
行
動
を
規
範
的
行
動
と
み
る
こ
と
を
し
な
い
ホ

マ
ソ
ズ
の
理
論
枠
組
で
は
、
分
配
正
義
の
概
念
が
交
換
理
論
の
枠
外
に
置
か
れ

て
し
ま
う
結
果
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
七
章
で
は
ホ
マ
ン
ズ
と
の
対
比
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で
ブ
ラ
ウ
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
　
「
ブ
ラ
ウ
の
社
会
的
交
換
モ
デ
ル
は
経
済
的

人
間
行
動
で
あ
る
。
ホ
マ
ソ
ズ
の
社
会
的
交
換
モ
デ
ル
は
経
済
的
ハ
ト
の
行
動

で
あ
る
」
（
二
〇
九
頁
）
と
著
者
は
書
い
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

ブ
ラ
ウ
の
考
え
る
社
会
的
交
換
は
経
済
的
交
換
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
つ
ま
た
限

定
的
交
換
の
理
論
で
あ
る
と
性
格
づ
け
て
い
る
。
確
か
に
彼
は
間
接
的
交
換
の

概
念
を
用
い
て
社
会
集
団
一
般
へ
の
交
換
理
論
の
応
用
を
意
図
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
行
為
者
で
あ
る
交
換
相
手
に
か
わ
つ
て
社
会
規
範
が
交
換
の

当
事
者
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
間
接
的
交
換
が

個
人
的
交
換
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
と
著
者
は
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
彼
の
交
換
理
論
、
な
か
で
も
権
力
現
象
の
扱
い
は
フ
レ
ー
ザ
の
そ
れ
に
類

似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ブ
ラ
ウ
が
交
換
理
論
の
個
人
主
義
的
立
場
を
促
進
し

た
と
評
価
し
て
い
る
。

　
第
四
部
に
は
第
八
章
が
割
り
当
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
社
会
的
交
換
理
論

の
基
本
的
論
点
が
五
つ
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
各
研
究
者
の
見
解
と
著
者

の
考
え
が
示
さ
れ
て
結
論
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
項
目
的
に
示
す
こ
と
で

紹
介
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
㈲
社
会
的
交
換
理
論
の
う
ち
に
は
経
済
的
動

機
を
肯
定
す
る
も
の
と
否
定
す
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
働
同
様
に
互
酬
性

に
つ
い
て
も
単
一
的
互
酬
性
と
相
互
互
酬
性
と
い
う
二
通
り
の
考
え
方
が
存
在

し
て
い
る
。
＠
限
定
的
交
換
と
一
般
化
さ
れ
た
交
換
を
区
別
す
る
こ
と
が
交
換

理
論
に
か
ぎ
ら
ず
社
会
理
論
に
と
つ
て
大
切
で
あ
る
。
＠
社
会
的
交
換
理
論
の

な
か
で
搾
取
あ
る
い
は
権
力
の
概
念
を
考
え
る
こ
と
は
、
交
換
関
係
の
常
態
を

平
等
と
み
る
か
不
平
等
と
み
る
か
に
も
関
係
し
て
お
り
、
重
要
で
あ
る
。
㈲
社

会
的
連
帯
の
概
念
を
相
互
互
酬
性
と
限
定
的
交
換
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き



な
い
。
そ
れ
は
単
一
的
互
酬
性
と
一
般
化
さ
れ
た
交
換
か
ら
引
き
出
し
う
る
の

で
あ
る
。

　
以
上
の
粗
い
ま
と
め
で
内
容
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
紹
介
で
ぎ
た
か
覚
束
な
い

が
、
本
書
が
社
会
的
交
換
を
め
ぐ
る
主
要
理
論
の
骨
子
を
丹
念
か
つ
系
譜
的
に

検
討
し
て
い
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。
こ
の
意
味
で
本

書
は
今
日
の
交
換
理
論
が
か
か
え
る
論
点
の
整
理
と
明
確
化
の
書
物
で
あ
り
、

交
換
理
論
に
関
心
を
寄
せ
る
研
究
者
の
知
的
想
像
力
を
か
ぎ
た
て
る
の
に
役
立

っ
に
ち
が
い
な
い
。
著
者
の
立
場
は
、
ホ
マ
ソ
ズ
の
批
判
に
お
い
て
特
に
き
び

し
く
、
個
人
主
義
よ
り
も
全
体
主
義
に
よ
る
交
換
理
論
を
志
向
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
論
点
の
確
認
は
的
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
随

処
に
興
味
深
い
指
摘
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
筆
者
に
と
つ
て
面

白
か
つ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
を
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
個
人
主
義
的
伝
統

に
近
い
と
位
置
づ
け
た
こ
と
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
A
G
I
L
理
論
で
は
異
種
機
能

の
出
現
を
説
明
し
え
な
い
と
し
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書

に
は
幾
つ
か
の
新
鮮
な
ア
イ
デ
ィ
ア
も
あ
り
、
交
換
理
論
の
間
題
点
を
洗
い
出

す
作
業
に
は
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
自
身
の
解
答
ー
全
体
主
義

的
視
点
か
ら
の
交
換
理
論
の
統
合
ー
が
十
分
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
い
か
に

も
残
念
で
あ
る
。
ま
た
細
か
な
点
で
は
著
者
の
議
論
に
対
し
て
疑
問
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
個
人
主
義
的
伝
統
と
全
体
主
義
的
伝
統
と
い
う
方

法
論
上
の
差
異
の
源
泉
を
宗
教
的
背
景
の
相
違
に
強
く
求
め
す
ぎ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
社
会
的
交
換
が
社
会
的
統
合
の
機
能
を
は
た
す
よ
う
に
な

る
過
程
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
社
会
的
連
帯
の
概
念
と
社
会
的
交
換
の
概

念
を
接
合
さ
せ
る
論
理
の
展
開
が
か
な
り
曖
昧
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
始
め
二
人

関
係
に
基
く
も
の
と
さ
れ
た
分
配
正
義
の
原
則
が
後
で
は
間
接
的
交
換
に
ま
で

拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
・
－
。

こ
の
点
、
筆
者
の
誤
解
で
な
け
れ
ぽ
こ
の
二
つ
の
立
場
を
連
結
す
る
論
理
の
架

橋
が
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
訳
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
一
、
二
の
訳
語
に
不
満
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
訳
文
は
全
体
と
し
て
大
変
に
読
み
や
す
く
、
よ
く
推
敲
さ
れ
て
い
る
。
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新
泉
社
、
二
八
七
＋
習
、
充
八
o
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