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紹介と批評

藤
原
保
信
著

　
『
政
治
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

　
　
　
－
世
界
観
と
政
治
1
』

「
社
会
科
学
」
と
い
う
知
の
営
み
は
．
対
象
に
向
け
ら
れ
た
視
線
が
、
同

時
に
自
ら
に
向
け
ら
れ
た
視
線
で
も
あ
る
と
い
う
奇
妙
な
自
己
言
及
性
を

抱
え
込
ん
で
い
る
．
そ
れ
は
否
応
な
く
社
会
の
内
に
あ
る
人
間
が
、
あ
た

か
も
社
会
の
外
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
ら
の
内
属
す
る
社
会
を
眺
め
る

と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
営
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
科
学
に
漸

近
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
学
と
し
て
の
成
熟
で
あ
る
と
見
敬
し
て
き
た

社
会
科
学
の
歩
み
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
自
ら
の
出
自
の
隠
蔽
の
上
に
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
科
学
の
進
歩
と
は
、
し
た
が
っ
て
こ

の
ウ
・
ボ
ロ
ス
の
蛇
の
よ
う
な
自
己
言
及
性
を
忘
却
し
、
「
科
学
」
と
い

う
名
の
神
話
で
幾
重
に
も
そ
れ
を
塗
り
込
め
て
き
た
歴
史
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
社
会
を
眺
め
渡
す
超
越
的
な
主
観
。
し
か
し
こ
う
し
た
主
観

の
誕
生
は
．
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
イ
ギ
ユ
　
ル

　
近
代
は
個
人
”
主
体
と
い
う
特
権
的
な
形
　
象
を
発
見
”
発
明
し
た
。

デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
」
が
典
型
的
に
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
「
個
人
」

は
一
切
の
存
在
連
関
を
超
出
し
、
た
だ
自
ら
の
上
に
の
み
依
っ
て
立
っ

ー
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
の
に
も
依
存
し
な
い
1
自
己
完
結
し
た

実
体
と
し
て
措
定
さ
れ
る
．
「
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
」
は
、
峻
厳
な
懐
疑
の

果
て
に
一
切
の
蒙
昧
を
排
し
た
自
己
と
い
う
確
実
な
一
点
を
見
い
出
し
た

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
自
己
は
、
世
界
の
外
に
立
ち
、
そ
こ

か
ら
世
界
を
対
象
化
し
尽
く
す
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
一
点
と
な
る
の
だ
。
そ

し
て
「
主
体
が
所
与
の
自
然
的
、
社
会
的
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
無
制

約
的
、
自
己
充
足
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
特
性
が
絶

対
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
き
、
そ
こ
で
は
自
然
も
人
間

を
も
含
め
て
、
お
よ
そ
自
己
以
外
の
す
べ
て
の
存
在
は
客
体
化
さ
れ
、
外

的
、
手
段
的
な
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
」
（
八
四
頁
）
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ノ
　
ル

さ
ら
に
主
体
の
存
在
連
関
か
ら
の
超
出
は
、
認
識
に
倒
錯
し
た
欲
望
を
付

与
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
．
そ
れ
は
絶
対
性
“
完
全
性

”
完
結
性
へ
の
欲
望
で
あ
り
、
蓋
然
性
開
不
確
実
性
へ
の
圧
倒
的
な
嫌
悪

と
恐
怖
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
の
外
に
あ
る
主
観
は
、
す
で
に
神
の
視

点
を
獲
得
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

＊

藤
原
氏
は
木
書
に
お
い
て
、
従
来
の
政
治
理
論
が
、
こ
う
し
た
個
人
“

主
体
の
絶
対
性
を
不
問
に
付
す
こ
と
の
上
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
し

て
、
こ
の
前
提
が
強
い
る
理
論
構
成
上
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
機
能
不
全
を
摘
発
す
る
．
そ
し
て
人
間
目
主
体
を
再
び
自
然
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と
社
会
の
文
脈
の
中
に
置
き
戻
し
、
存
在
連
関
の
回
復
へ
向
け
て
、
新
た

な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
提
起
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
従
来
の

政
治
理
論
が
規
定
さ
れ
て
い
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
暴
ぎ
だ
し
、
そ
の
根
底
的

な
変
革
を
目
指
す
書
物
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
基
本
モ
チ
ー

フ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
変
奏
し
た
次
の
五
章
に
よ
っ
て
本
書
は
構

成
さ
れ
て
い
る
。

　
1
、
政
治
哲
学
の
復
権
ω
ー
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
場
合

　
H
、
政
治
哲
学
の
復
権
働
ー
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合

　
皿
、
中
間
考
察
－
自
然
・
人
間
・
政
治
の
連
関

　
N
、
政
治
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
た
め
に

　
V
、
結
論
－
丸
山
政
治
学
と
の
関
連
に
お
い
て

　
全
て
の
章
に
看
過
し
が
た
い
重
要
な
提
起
が
見
て
と
れ
る
の
だ
が
、
紙

幅
の
制
約
も
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
核
と
な
る
第
四
章
に
焦
点
を
絞
っ
て
要

約
を
試
み
て
お
く
。
本
章
は
四
つ
の
節
に
岐
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
弁
証
法
を

思
わ
せ
る
三
項
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
藤
原
氏
自
身
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
弁
証
法
か
ら
は
充
分
に
距
離
を
お
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
対
置
と
し
て
整
理

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
議
論
は
ま
ず
対
自
然
お
よ
び
対
人
間
の
二
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ち
　
　
ヤ

に
分
け
て
進
め
ら
れ
る
．
こ
こ
か
ら
自
然
観
、
人
間
観
が
抽
出
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

れ
を
基
礎
と
し
て
政
治
観
、
学
問
観
へ
と
説
き
及
ぶ
。
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
こ
れ
ら
は
独
立
し
た
四
つ
の
部
分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
は
近

　
　
エ
ピ
ス
テ
し
メ
ロ

代
の
知
の
布
置
が
必
要
と
し
た
主
体
闘
人
問
と
い
う
不
在
の
中
心
か
ら
リ

ニ
ア
ー
に
流
れ
だ
し
、
そ
こ
へ
と
収
敏
す
る
ト
ゥ
リ
ー
状
組
織
を
構
成
す

る
の
で
あ
る
。一

、
自
然
観

　
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
の
定
礎
に
よ
っ
て
一
切
の
存
在
連
関
か
ら
自
ら
を

切
断
し
、
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
主
観
。
こ
こ
に
「
「
知
る
も

の
」
と
「
知
ら
れ
る
も
の
」
と
が
二
元
的
に
分
離
さ
れ
」
（
一
〇
一
頁
）
る
。

こ
う
し
た
主
観
に
と
っ
て
、
世
界
と
は
す
な
わ
ち
客
体
化
の
対
象
で
あ
る
。

主
観
は
、
自
ら
が
自
ら
を
基
礎
付
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
存
立
に
お
い
て
、

ま
っ
た
く
他
に
依
存
し
な
い
の
だ
か
ら
、
自
己
の
外
に
あ
る
自
然
と
は
、

使
役
し
、
利
用
し
、
征
服
す
る
人
間
に
と
っ
て
の
有
用
性
の
体
系
で
あ
る

ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
二
元
論
は
、
こ
う
し
て
対
象
化
さ
れ
た
自
然

を
、
主
観
が
そ
れ
と
し
て
実
体
化
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
独
立
し
た

個
物
の
量
的
な
総
和
と
し
て
説
明
す
る
「
機
械
論
」
を
導
く
。
例
え
ぽ
ホ

ッ
ブ
ス
は
、
全
体
と
は
部
分
の
代
数
和
で
あ
る
と
し
て
、
自
然
の
存
在
を

す
ぺ
て
「
物
体
」
へ
と
解
消
し
た
。
全
体
と
は
一
切
の
質
的
規
定
を
欠
い

た
「
量
的
、
幾
何
学
的
空
問
に
お
け
る
個
別
的
な
物
体
の
機
械
論
的
結
合

に
す
ぎ
な
い
」
（
九
六
頁
）
の
で
あ
る
。
機
械
論
的
結
合
に
よ
っ
て
説
明
し

尽
く
さ
れ
た
自
然
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
目
的
」
と
い
っ
た
も
の
の
介
入
す

る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
自
然
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
運
動
は
、
内

的
な
目
的
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
あ
く
ま
で
も
隣
接
し
て
い
る
他
の
物
体

の
運
動
」
（
九
七
頁
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
自
然
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
変
化
“
運
動
に
、
鉄
の
必
然
性
を
も
っ
て
因
果
連
鎖
が
貫
徹
す

る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
そ
の
自
然
観
を
機
械
論
と
し
て
純
化
す
る
こ
と
で
、
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紹介と批評

自
然
か
ら
内
在
的
な
目
的
を
消
去
し
た
。
こ
う
し
て
目
的
は
、
外
か
ら
、

世
界
を
超
出
し
た
主
体
H
人
間
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

　
だ
が
我
々
は
．
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
一
つ
の
自
然
観
を
知
っ

て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
自
ら
の
論
敵
と
し
て
激
し
く
攻
撃
し
た
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
自
然
観
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
の
自
然

は
、
意
味
を
欠
い
た
外
部
的
な
因
果
連
鎖
の
過
程
で
は
な
い
。
「
事
物
の

本
質
（
嘗
駿
芭
を
問
う
こ
と
は
、
そ
の
形
相
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
目
的
（
琶
。
・
）
を
問
う
こ
と
」
（
九
〇
頁
）
で
あ
る
以
上
、
自
然

は
そ
れ
自
身
の
内
に
目
的
を
内
在
さ
せ
、
内
的
連
関
に
結
ば
れ
た
過
程
で

あ
る
は
ず
な
の
だ
．
し
た
が
っ
て
全
体
は
単
な
る
個
物
の
総
和
で
は
あ
り

え
な
い
し
、
個
物
と
個
物
の
関
係
も
単
な
る
因
果
連
鎖
で
は
な
い
。
す
べ

て
は
、
あ
る
内
在
的
な
目
的
の
実
現
過
程
と
し
て
有
機
的
な
連
関
を
取
り

結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
は
人
問
も
存
在
連
関

を
超
越
し
た
一
方
的
な
能
作
主
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
コ
ス
モ
ス
に

包
摂
さ
れ
、
そ
の
目
的
n
価
値
実
現
に
参
与
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
．

　
藤
原
氏
は
こ
う
し
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
観
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
そ
れ
を
対
置
し
、
自
然
と
の
共
生
へ
向
け
た
「
有
機
体
論
」
“
「
目
的

論
」
の
復
権
を
試
み
る
。
こ
の
と
き
手
掛
り
と
さ
れ
る
の
が
「
エ
ン
ト
ロ

ピ
！
の
法
則
」
で
あ
る
。
機
械
論
的
な
自
然
理
解
を
と
る
古
典
物
理
学
に

お
い
て
は
、
変
化
と
は
単
に
力
学
的
な
場
所
の
移
動
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ

る
。
自
然
と
は
「
量
」
と
い
う
尺
度
で
包
摂
可
能
な
可
逆
性
の
世
界
な
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
熱
力
学
の
第
二
法
則
で
あ
る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
法
則

は
、
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
質
的
変
化
を
、
す
な
わ
ち
宇
宙
に
は
秩
序
か

ら
無
秩
序
へ
と
い
う
不
可
逆
の
連
続
的
変
化
が
存
在
す
る
こ
と
を
語
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
法
則
は
、
古
典
物
理
学
の
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

械
論
的
自
然
観
の
も
つ
問
題
性
を
物
理
学
そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
し
て
し

ま
っ
た
例
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
法
則

に
対
し
て
特
殊
な
反
応
を
示
す
存
在
が
あ
る
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
が

も
た
ら
す
無
秩
序
に
抗
し
て
ネ
ゲ
ン
ト
・
ピ
ー
を
食
べ
る
こ
と
で
、
秩
序

の
維
持
を
企
て
る
も
の
、
生
命
体
こ
そ
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
命
体
が

動
的
解
放
系
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
つ
ま
り
生
命
体
は
、
物
質
代

謝
と
い
う
形
で
環
境
と
堅
く
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
生
命
体
と
し
て
の
秩

序
維
持
を
可
能
と
し
て
お
り
、
「
そ
の
意
味
で
は
も
と
も
と
生
命
体
は
他

者
と
の
相
互
依
存
と
共
生
の
関
係
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
一
〇
八
頁
）
機
械
論
に
お
い
て
世
界
の
外
に
立
っ
て
い
た
人
間
h
主
体
は
、

こ
う
L
て
自
己
内
に
還
帰
す
る
か
の
よ
う
に
、
再
び
世
界
の
内
へ
と
た
ち

戻
り
、
自
然
と
の
存
在
連
関
を
回
復
す
る
．
機
械
論
的
自
然
観
が
自
然
／

人
間
の
二
元
論
に
立
ち
、
自
然
を
征
服
の
対
象
と
し
て
の
み
見
る
こ
と
で
、

エ
ン
ト
・
ピ
ー
の
増
大
を
加
速
化
し
、
生
命
体
と
し
て
の
自
ら
の
存
立
基

盤
を
破
壊
し
て
き
た
と
す
る
な
ら
、
有
機
体
的
自
然
観
は
生
命
体
の
存
立

様
態
そ
の
も
の
に
立
脚
し
、
生
態
系
の
維
持
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
．
有

機
体
的
世
界
観
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
主
体
も
完
全
に
独
立
し
た
実
体

と
し
て
は
完
結
し
え
ず
、
む
し
ろ
他
の
諸
主
体
と
の
関
係
の
中
に
あ
っ
て

は
じ
め
て
主
体
た
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
”
主
体
も
他
の
主
体
と
の

関
係
の
う
ち
に
あ
ら
か
じ
め
置
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
．
こ
こ
で
は
も
は
や

自
然
を
単
な
る
客
体
化
の
対
象
と
見
倣
す
特
権
的
な
主
体
で
は
な
い
．
そ
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し
て
そ
れ
が
外
部
か
ら
目
的
を
付
与
す
る
位
置
に
な
い
以
上
、
目
的
は
シ

ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
維
持
と
し
て
シ
ス
テ
ム
自
身
に
内
在
し
、
「
そ
こ
で

は
部
分
の
活
動
は
つ
ね
に
か
か
る
シ
ス
テ
ム
の
目
的
に
組
み
込
ま
れ
、
そ

れ
に
向
か
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
（
一
〇
一
頁
）
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
に
は
一
つ
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
有
機
体
的
、
目
的
論
的
自

然
観
の
復
権
は
、
部
分
の
全
体
へ
の
埋
没
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
「
部
分
の
独
自
存
在
性
を
認
め
つ
つ
、
し
か
も
全
体
と
の
有
機

的
連
関
を
回
復
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
特
殊
と
普
遍
と
の
間
に
は
内
的
関

係
が
成
立
し
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
具
体
的
普
遍
が
成
立
」
（
一
一
七
頁
）

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
人
間
観

　
機
械
論
は
個
を
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
実
体
化
し
、
全
体
を
個
の
代
数

和
へ
と
解
体
し
た
。
同
様
の
発
想
が
人
間
社
会
に
向
け
ら
れ
る
と
ぎ
、
そ

れ
は
「
社
会
契
約
説
」
と
い
う
説
明
原
理
に
結
実
す
る
で
あ
ろ
う
。
社
会

と
は
、
完
結
し
た
自
体
存
在
で
あ
る
個
人
が
相
互
の
便
益
を
図
っ
て
形
成

す
る
第
二
義
的
な
存
在
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
睦
主
体
こ
そ
が

具
体
性
を
有
す
る
絶
対
確
実
な
出
発
点
で
あ
り
、
社
会
は
そ
れ
自
体
と
し

て
は
な
ん
ら
具
体
的
定
在
性
を
も
た
な
い
抽
象
的
普
遍
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
．
個
は
そ
の
存
立
基
盤
の
一
切
を
自
ら
の
内
に
所
有
し
、
外
を
必
要
と

し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
．
他
者
と
は
こ

の
自
立
し
た
個
に
と
っ
て
、
第
一
義
的
に
は
単
な
る
有
用
性
の
体
系
と
し

て
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
複
数
の
個
人
の
存
在
は
、

相
互
的
な
手
段
化
の
契
機
と
な
る
の
だ
か
ら
、
基
本
的
に
は
諸
主
体
相
互

の
相
剋
関
係
を
喚
び
出
し
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
そ
う
し
た
個
人
の
内
実

は
、
ち
ょ
う
ど
原
子
が
そ
れ
以
上
解
析
不
可
能
な
最
終
単
位
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
問
い
が
到
達
し
え
な
い
不
問
の
中
心
と
な
る
こ
と
に
注
意
し
て
お

こ
う
。
つ
ま
り
個
人
旺
主
体
は
、
す
べ
て
の
社
会
的
、
自
然
的
連
関
か
ら

独
立
し
た
超
越
的
存
在
と
し
て
、
無
前
提
か
つ
無
制
約
に
措
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
構
成
の
範
例
を
、
藤
原
氏
は
再
び
ホ
ッ
ブ
ス
に

見
て
と
る
．
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
最
高
善
」
の

存
在
は
、
笑
う
べ
き
ナ
ソ
セ
ン
ス
で
あ
っ
た
．
彼
に
よ
れ
ば
人
間
と
は
苦

痛
を
避
け
、
快
楽
を
追
求
す
る
こ
と
で
生
命
運
動
を
続
け
て
ゆ
く
絶
え
ざ

る
運
動
体
な
の
で
あ
る
．
そ
し
て
客
観
的
存
在
と
し
て
の
最
高
善
と
い
っ

た
観
念
を
認
め
な
い
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
快
楽
と
苦
痛
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
善
で
あ
り
悪
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
世
界
に
内
在
す

る
価
値
秩
序
は
す
で
に
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
一
切
の

価
値
旺
目
的
の
生
成
は
、
一
種
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
と
化
し
た
個
人

ロ
主
観
に
委
ね
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
価
値
秩
序

は
完
全
に
相
対
化
さ
れ
、
主
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
倫
理
的

ア
ナ
ー
キ
ー
が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
誤
り
な
き
推
論
で
あ
る
学
知
も
、

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
「
最
終
的
に
は
か
く
各
人
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
た

価
値
を
よ
り
合
理
的
に
実
現
す
る
た
め
の
手
段
の
体
系
に
の
み
か
か
わ

る
」
（
一
三
一
頁
）
も
の
と
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
人
間
観
に
た
い
し
て
藤
原
氏
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
触
れ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
学
び
つ
つ
、
個
人
闘
主
体
を
社
会
へ
置
き
戻
し
、
諸
主
体
間
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に
相
互
連
関
を
同
復
し
よ
う
と
す
る
。
実
際
、
社
会
契
約
論
者
が
想
定
す

る
よ
う
な
原
子
的
に
孤
立
し
た
個
人
と
は
、
全
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も

の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
．
む
し
ろ
人
間
H
主
体
は
、
つ
ね
に
す

で
に
、
社
会
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
置
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
諸
主
体
間

の
相
互
連
関
の
上
に
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
様
態
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
よ
う

そ
人
間
の
本
来
的
な
在
り
様
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
の
人
間
の
生
命
運

動
は
単
に
苦
痛
を
避
け
、
快
楽
を
追
求
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
え
な

い
．
そ
う
で
な
く
人
間
口
主
体
と
し
て
の
成
長
と
は
、
他
者
と
の
関
係
を

通
し
て
自
ら
が
そ
こ
に
包
ま
れ
て
あ
る
有
機
的
連
関
の
自
覚
を
深
め
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
欲
求
の
実
現
と
い
っ
た
特
殊
な
生
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
く
、
普
遍
的
な
生
を
営
む
こ
と
で
真
の
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
観
の
自
覚
の
深
化
を
ま
さ
に
「
意
識
の
経
験

の
学
」
と
し
て
最
も
見
事
に
定
式
化
し
て
み
せ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
あ
く
ま
で
も
主

観
の
側
か
ら
、
個
別
的
な
意
識
か
ら
は
じ
め
て
、
意
識
が
自
己
反
省
を
繰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ま

り
返
し
な
が
ら
絶
対
者
へ
と
自
己
を
高
め
て
ゆ
く
様
を
記
述
し
て
ゆ
く
、

そ
こ
で
は
目
的
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が
相
剋
を
き
た
す
い
わ
ば
欲
求
の
相
剋

性
と
も
い
う
べ
き
状
態
か
ら
、
挫
折
を
繰
り
返
す
こ
と
で
次
第
に
目
的
が

普
遍
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
遂
に
人
倫
的
共
同
体
胴
相
乗
性
の
王
国
へ
と
主
観

が
解
放
さ
れ
る
過
程
が
遂
一
、
追
跡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ル
ト
ウ
ノ
グ
ス
ロ
マ
ノ

の
こ
の
圧
倒
的
な
魅
力
を
も
っ
た
教
養
小
説
は
、
し
か
し
、
大
き
な
危

険
を
も
秘
め
て
い
る
．
藤
原
氏
は
へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
高
く
評
価
し
つ
つ

も
、
そ
こ
に
重
要
な
二
点
の
留
保
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
一
つ
は
ヘ
ー
ゲ

ル
の
描
く
人
倫
的
共
同
体
へ
の
主
観
の
解
放
が
、
予
め
終
局
を
規
定
さ
れ

た
絶
対
者
の
手
の
内
へ
と
完
結
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
強
固
な

閉
鎖
空
間
を
形
造
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
真
の
具
体
的
普
遍
と
人
倫

の
世
界
を
求
め
て
の
精
神
の
弁
証
法
的
な
自
己
否
定
の
旅
は
、
相
互
主
観

的
に
解
放
さ
れ
つ
つ
、
無
限
に
続
け
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
一
四
三
頁
）
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
、
普
遍
性
の
獲
得
が
主
観
性
の
内
側

で
の
み
な
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、

自
然
は
あ
く
ま
で
精
神
の
外
化
形
態
で
あ
り
、
疎
外
態
な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
目
的
論
の
復
権
は
、
主
体
を
社
会
の
中

へ
連
れ
戻
す
だ
け
で
な
く
「
自
然
内
存
在
と
し
て
と
ら
え
返
し
、
そ
の
有

機
的
連
関
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
い
く
」
（
一
四
四
頁
）
こ
と
を
必
要
と
す

る
の
で
あ
っ
た
．
し
た
が
っ
て
精
神
の
自
己
内
還
帰
は
、
つ
ね
に
対
自
然

を
も
含
め
た
存
在
連
関
の
回
復
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。三

、
政
治
観

　
自
然
観
に
お
け
る
機
械
論
と
、
人
間
観
に
お
け
る
倫
理
的
ア
ナ
ー
キ
ー

は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
観
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。
機
械
論
は
自
然
と

人
間
を
二
元
的
に
分
離
し
、
自
然
か
ら
一
切
の
目
的
日
価
値
を
奪
う
こ
と

で
、
そ
れ
を
単
な
る
操
作
の
対
象
へ
と
変
え
た
。
こ
れ
と
類
比
的
に
、
個

人
が
本
質
的
に
自
己
内
完
結
し
た
ア
ト
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
、

他
者
と
は
自
己
が
も
つ
目
的
n
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
見
倣
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
複
数
の
個
人
の
存
在
と
は
、
相
互
の
手
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段
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
に
欲
求
の
相
剋
性
が
帰
結
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ス

が
国
家
を
リ
ヴ
ァ
イ
ァ
サ
ン
と
し
て
と
ら
え
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
お
け
る

政
治
的
な
る
も
の
は
、
こ
の
根
源
的
な
相
剋
性
を
調
停
す
る
外
部
装
置
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
政
治
は
、
外
枠
と
し
て
、
平
和
を
維
持
し
各

人
の
欲
求
（
利
益
）
を
極
大
化
す
る
た
め
の
技
術
的
な
支
配
」
（
一
五
七
頁
）

と
さ
れ
る
．
政
治
は
社
会
に
外
在
す
る
権
力
、
支
配
と
し
て
の
み
了
解
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
対
自
然
、
対
人
間
の
両
側
面
で
、
超
越
的
で
孤
立
し
た
ア
ト
ム

と
い
う
人
間
像
が
転
換
さ
れ
、
有
機
的
連
関
の
も
と
に
置
き
な
お
さ
れ
、

ま
た
そ
う
し
た
在
り
様
こ
そ
が
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
他

者
の
存
在
と
は
必
ず
し
も
相
互
の
手
段
化
と
関
係
の
相
剋
性
を
惹
き
起
す

も
の
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
自
己
の
存
立
の
前
提
条
件

と
し
て
読
み
換
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
政
治
の

担
う
意
義
も
外
在
的
、
権
力
主
義
的
、
技
術
主
義
的
な
も
の
ば
か
り
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
そ
こ
で
は
ま
ず
第
一
に
、
自
然
お
よ
び
他
者
と
の
人

間
の
根
本
的
な
あ
り
方
が
そ
れ
自
身
規
定
さ
れ
、
政
治
に
お
い
て
解
決
さ

れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
政
治
そ
の
も

の
が
よ
り
よ
き
関
係
の
あ
り
方
を
求
め
て
の
人
間
の
相
互
的
な
意
志
決
定

の
場
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
も
第
二
に
、
そ
こ

に
お
い
て
政
治
に
参
加
す
る
個
人
が
、
す
で
に
他
者
と
の
相
互
依
存
を
自

覚
し
、
共
生
を
本
来
の
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
求
め
て
い
く
人
間
タ
イ
プ

で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
は
す
で
に
存
在
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
共
通

感
覚
と
そ
れ
に
よ
る
真
の
公
的
空
間
の
回
復
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
」
（
一
七
二
頁
）
。

四
、
学
問
観

　
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
一
点
の
疑
問
の
余
地
も
残
さ
な
い
真
理
の
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち

を
求
め
て
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
方
法
的
懐
疑
な

の
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
そ
の
果
て
に
獲
得
さ
れ
た
「
コ
ギ
ト
」
に
よ
っ
て

真
理
の
名
に
よ
る
世
界
の
統
合
が
果
た
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、

学
知
と
し
て
承
認
し
え
る
の
は
た
だ
真
理
だ
け
で
あ
り
、
知
は
一
切
の
蓋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ビ
ス
テ
し
メ
し
　
　
ド
ク
サ

然
性
と
無
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
真
　
　
理
と
臆
見
が

裁
然
と
区
別
さ
れ
る
。
余
す
と
こ
ろ
な
く
光
に
満
た
さ
れ
た
真
理
の
支
配
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ノ
し
ル

ホ
ッ
ブ
ス
も
ま
た
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
欲
望
を
共
有
し
て
い
る
．
ホ
ッ
ブ
ス

に
と
っ
て
哲
学
と
は
、
正
し
い
推
論
か
ら
導
ぎ
出
さ
れ
る
因
果
関
係
に
つ

い
て
の
知
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
治
哲
学
も
幾
何
学
と
な
ん
ら
異
な

る
も
の
で
は
な
く
、
原
因
か
ら
確
実
な
推
論
を
通
じ
て
、
結
果
を
引
き
出

し
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
、
政
治
学
の

「
対
象
と
し
て
の
国
家
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
を
素
材
と
し
原
因
と
し
な

が
ら
、
建
築
学
的
に
組
み
立
て
て
い
く
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
が
ゆ
え
に
．

よ
り
論
証
可
能
な
確
実
な
学
」
（
一
八
一
貢
）
た
り
う
る
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
蓋
然
性
の
排
除
は
、
同
時
に
、
他
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
複
数

の
人
間
の
間
に
相
互
主
観
的
に
形
成
さ
れ
る
賢
慮
や
意
見
の
排
除
を
意
味

す
る
。
真
理
の
王
国
で
は
、
と
り
わ
け
伝
統
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
、
ま

さ
に
臆
見
の
か
た
ま
り
と
し
て
拒
絶
の
対
象
以
外
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
．

真
理
は
自
ら
以
外
の
ど
の
よ
う
な
地
平
へ
の
帰
属
と
も
無
縁
で
な
け
れ
ば
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紹介と批評

な
ら
ず
、
1
と
い
う
よ
り
そ
う
で
あ
る
も
の
だ
け
が
真
理
の
名
に
ふ
さ

わ
し
い
1
本
来
的
に
他
者
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
。
科
学
的
真
理
が

蓋
然
的
な
る
も
の
一
切
を
駆
遂
す
る
と
き
．
「
政
治
の
世
界
は
、
共
通
感

覚
“
常
識
を
基
礎
と
す
る
相
互
交
流
と
相
互
克
服
の
場
と
し
て
で
は
な
く
、

他
者
と
の
倫
理
的
交
流
を
欠
い
た
権
力
的
支
配
か
技
術
的
管
理
と
し
て
」

（
一
八
八
頁
）
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
真
理
の
名
に
よ
る
世
界
支
配
に
た
い
し
て
著
者
は
、
賢
慮
“

実
践
知
の
復
権
に
よ
っ
て
、
「
公
的
空
間
」
の
取
り
戻
し
を
図
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
知
的
活
動
を
、
真
理
の
探
究
に
一
元
化
す
る
こ
と

な
く
理
論
知
、
実
践
知
η
賢
慮
、
技
術
知
の
三
つ
に
区
分
し
、
政
治
学
を

実
践
知
に
あ
た
る
と
し
た
。
「
そ
の
対
象
が
人
間
の
選
択
意
志
に
か
か
わ

る
実
践
学
」
（
一
七
八
頁
）
は
、
厳
密
さ
と
い
う
点
で
理
論
知
に
一
歩
ゆ
ず

り
、
蓋
然
性
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
実
践
知
が
蓋

然
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
．
そ
れ
が
理
論
知
よ
り
劣
っ
た
第
二

義
的
な
知
て
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
「
蓋
然
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
確
か
め
ら
れ
、

よ
り
よ
き
も
の
へ
と
つ
く
り
変
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
性
格
を
も
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ノ
ス
ス
　
コ
ノ
ム
ニ
ス

た
の
で
あ
り
、
か
か
る
魂
の
相
互
交
流
こ
そ
共
通
感
覚
髄
常
識
を
育
く
み
、

固
有
の
意
味
で
の
政
治
的
空
問
を
可
能
に
す
る
も
の
」
（
一
八
五
頁
）
な
の

で
あ
る
．
真
理
の
名
を
も
っ
て
語
る
・
騙
る
こ
と
は
、
人
間
に
よ
る
神
の

位
格
の
詐
称
で
あ
り
、
簑
奪
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
知
の
あ
り
方

二
そ
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
い
う
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
求
め
る
べ

き
は
、
ま
さ
に
存
在
の
有
機
的
連
関
を
前
提
と
し
つ
つ
、
な
お
も
そ
れ
に

た
い
す
る
知
の
限
界
を
自
覚
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
老
と
の
対
話
と
相
互
克

服
の
な
か
で
、
よ
り
よ
き
存
在
把
握
と
よ
り
よ
き
関
係
の
成
立
へ
と
努
力

す
る
知
の
あ
り
方
」
（
二
〇
〇
頁
）
な
の
で
あ
る
。

＊

　
近
代
に
到
っ
て
人
間
は
、
神
を
斬
首
し
た
。
神
と
い
う
超
越
的
な
一
点

に
よ
っ
て
つ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
世
界
の
位
階
性
は
、
一
瞬
の
ゆ
ら
ぎ
を

見
せ
る
。
だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で
一
瞬
な
の
だ
．
神
に
代
っ
て
今
度
は

「
コ
ギ
ト
」
が
、
世
界
を
分
節
し
統
合
す
る
新
た
な
中
心
と
し
て
降
臨
す

る
。
コ
ギ
ト
と
は
面
貌
を
変
え
た
神
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し

て
世
界
の
外
に
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
我
々
の
問
い
が
届
か

な
い
不
問
の
、
そ
れ
ゆ
え
不
在
の
中
心
な
の
で
あ
る
。

　
藤
原
氏
は
主
観
が
世
界
の
外
に
立
つ
機
械
論
的
世
界
観
に
た
い
し
て
、

主
観
が
世
界
の
内
で
存
在
連
関
を
回
復
し
た
有
機
体
的
u
目
的
論
的
世
界

観
を
対
置
し
て
み
せ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
戦
略
は
有
効
だ
ろ
う
か
。
二
つ

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
対
置
す
る
こ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
慎
重
に
留
保
を
つ
け
よ

う
と
も
ー
か
り
に
そ
れ
が
相
互
主
観
的
に
開
か
れ
た
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス

テ
ム
で
あ
っ
て
も
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
ー
シ
ス
テ
ム
の
完
結
を
、

ま
さ
に
一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
、
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
暗
黙
の

う
ち
に
シ
ス
テ
ム
を
超
越
し
た
神
の
視
点
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
い

ま
だ
真
理
と
い
う
名
の
神
に
ー
そ
し
て
ま
た
デ
カ
ル
ト
的
不
安
に
ー

呪
縛
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
そ
れ
と
し
て
提
起
す

る
行
為
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
能
作
主
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
外
の
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超
越
的
な
視
点
に
立
た
せ
て
し
ま
い
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
対
象
化
し
て
い
る

神
の
視
点
を
そ
の
外
部
に
仮
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
対
置
す
る
こ
と
で
乗

り
越
え
を
図
る
の
で
は
な
く
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
の
も
の
の
完
結
性
を
内
側

か
ら
破
壊
し
て
や
る
こ
と
。
我
々
は
こ
こ
で
量
子
力
学
に
お
け
る
不
確
定

性
原
理
や
数
学
に
お
け
る
不
完
全
性
定
理
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
機
械
論

に
目
的
論
を
対
置
す
る
の
で
は
な
く
、
機
械
論
的
発
想
が
、
そ
の
内
側
で

完
結
し
え
ず
、
必
ず
根
拠
に
あ
る
種
の
目
的
論
を
密
輸
し
て
い
る
こ
と
を

暴
露
す
る
こ
と
。
（
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
「
今
日
の
お
お
か
た
の
社
会
科
学
が
－
　
解
放
さ
れ
た
ア
ナ
ー

キ
カ
ル
な
欲
求
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
量
的
な
極
大
化
の
条
件
を
求
め
て
い
く
と

こ
ろ
に
そ
の
規
範
性
を
と
ど
め
て
い
る
」
（
二
二
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
）
つ

ま
り
機
械
論
は
存
在
連
関
を
超
越
し
た
主
観
を
、
神
の
ご
と
き
眼
球
な
き

透
明
な
視
線
と
し
て
不
在
化
す
る
こ
と
で
シ
ス
テ
ム
全
体
の
完
結
を
図

る
”
謀
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。
し
た
が
っ
て
こ
の
神
が
実
は
人
間
に
す
ぎ

な
い
こ
と
を
明
か
す
こ
と
が
、
シ
ス
テ
ム
自
体
の
完
結
性
“
真
理
性
を
宙

吊
り
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
は
、
そ
れ
自

体
、
西
欧
近
代
と
い
う
時
代
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
が
生
み
落
し
て
し
ま
っ

　
　
　
　
　
デ
ノ
　
ル

た
怪
物
的
な
欲
望
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
一
匹
の
怪
物
が
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
俳
徊
し
て
い
る
？
　
な
ぜ
な
ら
「
真
理
へ
の
意
志
」
が
夢
み
る
の

は
、
絶
対
的
な
「
私
の
死
滅
し
た
世
界
を
見
た
い
」
（
デ
リ
ダ
）
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
か
ら
。
超
越
存
在
と
し
て
の
主
体
u
絶
対
者
は
、
絶
対
的

に
生
き
て
い
る
と
同
時
に
絶
対
的
に
死
ん
で
い
る
。

　
真
理
性
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
を
開

く
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
こ
か
ら
は
災
厄
ば
か
り
が
飛

び
出
す
と
は
限
ら
な
い
の
だ
．
真
理
性
“
完
全
性
目
完
結
性
を
疑
問
視
す

る
こ
と
は
、
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
大
き
な
後
退
と
み
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
同
時
に
、
社
会
科
学
に
と
っ
て
の
大
き
な
前
進
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
の
だ
。
社
会
科
学
の
も
つ
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
の
蛇
の
よ
う
な
自
己
言
及

性
は
、
い
ま
や
足
枷
と
し
て
で
は
な
く
無
限
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
読

み
換
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
王
様
が
裸
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
子
供

の
よ
う
な
率
直
さ
で
、
真
理
と
い
う
名
の
王
を
指
差
し
て
し
ま
っ
た
藤
原

氏
の
こ
の
本
は
、
真
理
と
い
う
神
に
仕
え
る
司
祭
と
な
る
た
め
の
手
習
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ギ
ツ
ズ

い
さ
さ
か
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
学
徒
た
ち
に
大
き
な
勇
気
を
与
え
て
く
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ノ
テ
リ
ツ
タ

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
一
切
の
秘
教
的
な
閉
鎖
性
を
拒
絶
し
た
明
解
き

わ
ま
り
な
い
言
葉
で
語
ら
れ
た
本
書
は
、
そ
れ
自
体
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
な

議
論
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
確
か
に
そ
こ
に
は
こ
う
し
た

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
性
質
の
書
物
に
あ
り
が
ち
な
あ
ま
り
に
大
胆
な
単
純
化

が
見
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
そ
れ
も
本
書
の
欠
点
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
美
点
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
今
は
こ
の
思
想
の

冒
険
に
満
ち
た
本
の
登
場
を
心
か
ら
喜
び
た
い
．

　
　
　
　
　
　
　
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
＋
n
二
五
五
頁
、
一
八
○
○
円
）
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