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ポジショナリティ・ポリティクス序説

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
序
説

池　
　

 

田　
　
　
　

 

緑

一　

本
稿
の
目
的

　

近
年
、
日
本
に
お
い
て
も
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
用
語
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
と
く
に
沖
縄
の
基
地
問
題
（
米
軍
専
用
施

設
が
沖
縄
県
に
集
中
し
て
い
る
問
題
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
は
地
方
紙
の
紙
面
に
も
登
場
す
る
ほ
ど
一

般
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る）1
（

。
そ
の
一
方
で
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
に
対
し
て
は
、 

そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い

て
十
分
な
社
会
的
認
知
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
稿
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
概
念
を
検
討
し
、
と
く
に
隣
接
概
念
で
あ
る

一　

本
稿
の
目
的

二　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

三　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
の
「
領
域
」

四　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
集
団
の
責
任
（
政
治
的
責
任
）

五　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

六　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
向
け
て
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「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
の
異
同
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
新
た
に
浮
き
彫
り
に
な
る
領
域
と
そ
の
社
会
的

意
義
、
等
に
つ
い
て
、
整
理
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
差
別
や
不
平
等
は
複
雑
な
権
力
関
係
が
絡
み
合
う
な
か
で
実
践
さ
れ
る
。
そ
の
状
況
で
は
、
誰
か
（
な
い
し
は
集
団
）
を

「
抑
圧
者
」
／
「
被
抑
圧
者
」
と
措
定
す
る
こ
と
は
、
一
見
乱
暴
に
も
思
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
複
雑
に
絡
み
合
う
権
力
関
係
を

丁
寧
に
繙
く
な
ら
ば
、
個
々
の
権
力
関
係
の
場
合
分
け
（
切
り
分
け
）
が
、
あ
る
程
度
は
可
能
と
な
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い

う
概
念
は
、
そ
の
思
考
上
の
「
場
合
分
け
」
に
際
し
て
有
用
な
道
具
と
な
り
う
る
。
そ
れ
は
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
政
治
」
と
い

う
思
考
の
枠
組
み
を
準
備
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
と
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
（
紙
幅
の
関
係

も
あ
り
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
学
説
史
」
の
よ
う
な
も
の
は
想
定
し
て
い
な
い
）。
本
稿
の
焦
点
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
概
念

で
は
掬
い
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
導
入
し
な
け
れ
ば
問
題
化
で
き
な
い
領
域
と
は
何
か
、
そ
の

領
域
を
問
題
化
す
る
こ
と
の
意
義
は
何
か
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

二　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
（positionality

）
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
位
置
性
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
日
本
で
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
と
同
様
に
、
多
く
の
論
者
に
よ
り
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
で
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
念
措
定

は
本
稿
全
体
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
話
を
進
め
る
上
で
、
と
り
あ
え
ず
は
「
所
属
す
る
社
会
的
集
団
や
社
会
的
属
性
が
も
た
ら
す
利

害
関
係
に
か
か
わ
る
政
治
的
な
位
置
性
」
と
定
義
し
て
お
き
た
い
。

　

話
を
進
め
る
前
に
、
権
力
作
用
分
析
の
場
合
分
け
と
い
う
視
点
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
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ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
そ
こ
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
系
譜
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
交
差
領
域
の
分
析
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
差
別
や
貧
困
、
戦
争
責

任
等
の
、
集
団
的
な
政
治
的
責
任
の
分
析
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
区
分
は
議
論
の
整
理
の

た
め
の
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
相
互
に
深
く
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
整
理
は
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
で
の

視
点
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
全
体
の
系
譜
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く）2
（

。

　

第
一
の
系
譜
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
分
野
で
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
用
語
が
、
現
在
の
用
法
に
直
結
す
る
形
で
議
論
さ

れ
は
じ
め
た
の
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
哲
学
者
リ
ン
ダ
・
ア
ル
コ
フ
（A

lcoff, Linda. M
.

）
の
一
九
八
八
年
の
論
文
「
文
化
的

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
対
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」（A

lcoff, 1998, 

改
訂
版 A

lcoff, 2006

）
以
降
の
こ
と
で
あ
る）3
（

。
ア
ル
コ
フ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
構
築
性
が
強
調
さ
れ
る
な
か
で
、
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
が
解
体
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
を
根
拠
に
女
性
の
権

利
要
求
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
要
求
す
ら
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
本
質
主
義
的
に
強
化
す
る
も
の

だ
と
批
判
さ
れ
る
状
況
が
あ
る
、
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
安
易
に
既
存

の
女
性
性
や
女
性
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
同
一
化
（
本
質
主
義
的
な
同
一
化
）
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
考
え
方
と
し
て
、

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
へ
の
注
目
を
促
し
た
（A

lcoff, 1998; 2006

）。

　

ア
ル
コ
フ
は
、「
女
性
」
の
主
体
（
性
）
は
、
本
質
主
義
者
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
性
質
が
決
定
さ
れ
て
い
る
存
在
論
的
に
自
律

し
た
も
の
で
は
な
く
、
諸
個
人
が
置
か
れ
て
い
る
外
的
な
文
脈
に
よ
っ
て
そ
の
在
り
よ
う
は
影
響
を
受
け
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

女
性
の
主
体
（
性
）
お
よ
び
女
性
で
あ
る
こ
と
の
主
体
的
経
験
は
、
女
性
が
社
会
に
お
い
て
置
か
れ
て
い
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
る
（A

lcoff, 2006: 148

）。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
明
確
化
す
る
概
念
と
し
て
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と

い
う
概
念
を
提
起
す
る
。
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ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
は
以
下
の
二
点
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
は
、
女
性
（
女
）
と
い
う
概
念
は
関
係
性
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ

り
、
つ
ね
に
変
化
す
る
文
脈
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
し
か
し
、
女
性
が
彼
女
自
身
を
発
見

す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
作
り
出
し
、
発
見
し
う
る
場
と
し
て
、
活
発
に
活
用
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
女
性
と
い
う
概
念
は
、
既
に
決
め
ら
れ
た
諸
価
値
の
セ
ッ
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
女
性
で
あ
る
こ
と
の
価
値

を
解
釈
し
作
り
出
す
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
の
在
り
か
た
を
教
え
て
く
れ
る
。
女
性
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
な
る
際
に
決
定
的
な
こ
と
は
、

世
界
に
つ
い
て
新
た
な
事
実
を
学
ぶ
こ
と
で
は
な
く
、
既
知
の
事
実
を
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
、
主
体
を
獲
得
し
た
彼
女
ら
自
身
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
か
ら
見
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
の
だ
。
植
民
地
化
さ
れ
た
主
体
が
、
従
前
の
植
民
者
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
批
判
的
に
な
り

は
じ
め
た
時
、
植
民
者
に
で
は
な
く
被
植
民
者
へ
と
共
鳴
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。（A

lcoff, 2006: 148

）

　

こ
の
ア
ル
コ
フ
の
議
論
は
、
一
方
で
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
本
質
主
義
的
に
女
性
の
思
考
を
支
配
し
、
あ
る
い
は
支
配
し
続

け
よ
う
と
す
る
言
説
が
存
在
し
、
他
方
で
、
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
解
体
す
る
議
論
が
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
か
ら
な
さ
れ

て
い
る
状
況
で
、
一
方
的
に
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
解
体
さ
れ
る
な
ら
ば
、
抑
圧
状
況
は
無
傷
で
存
続
し
て
し
ま
う
、
と
い
う

危
機
感
か
ら
導
か
れ
た
も
の
と
解
釈
可
能
で
あ
る
。

　

ア
ル
コ
フ
の
議
論
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、「
主
体
（
性
）（subjectivity

）」
の
形
成
に
お
い
て
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
与
え
る
影
響
力
の
強
さ
で
あ
る
。
ア
ル
コ
フ
は
、
も
ち
ろ
ん
ソ
リ
ッ
ド
で
強
固
な
、
本
質
主
義
的
な
主
体
（
と

く
に
性
別
を
基
盤
と
し
た
主
体
（
性
））
は
想
定
し
な
い
。
そ
れ
は
端
的
に
本
質
主
義
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
抑
圧
や
権
利
拡
大

の
基
盤
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
の
完
全
な
る
解
体
も
望
ま
な
い
。
ア
ト
ミ
ズ
ム
的
な
自
律
性
を
備
え
た
個
人
の
在
り
よ
う
は
（
と

く
に
従
属
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
内
面
化
を
強
い
ら
れ
て
き
た
女
性
に
お
い
て
は
）
想
定
し
に
く
く
、
す
で
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
自
身
の
要
求
を
妨
げ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
従
前
の
「
女
性
」
と
い
う
概
念
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
固
定
的
な
も
の
を
想
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
イ
デ
ン
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テ
ィ
テ
ィ
と
主
体
（
性
）
は
、
外
部
の
社
会
的
文
脈
と
の
関
係
性
（
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
、

そ
の
こ
と
に
意
識
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
発
見
す
る
可
能
性
が
拓
か
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
は
、
本
質
主
義
に
陥
ら
な
い
、
女
性
（
女
）
の
流
動
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
可
能
に
す
る
。
女
性
と

は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
政
治
が
出
現
さ
せ
た
一
つ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
女
性
（
女
）」
で
あ
る
こ
と
は
、
動

的
な
歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
何
ら
か
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
位
置
づ
け
、
こ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
解
釈
し
、
そ
の
文
脈
を
変
え
る
こ
と
も
可
能
に
す

る
だ
ろ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
相
当
程
度
に
流
動
的
で
変
わ
り
や
す
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
は
い
え
、
女
性
は
彼
女
ら
自
身
に
興

味
関
心
を
向
け
さ
せ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
政
治
に
目
覚
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。（A

lcoff, 2006: 149

）

　

す
な
わ
ち
、
ア
ル
コ
フ
の
議
論
に
お
け
る
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
、
変
革
可
能
性
（
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
自
体
も
含
め
て
）
が
強

調
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
政
治
的
変
化
を
誘
発
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
ア
ル
コ
フ
自
身
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
概
念
は
、「
抑
圧

な
ど
気
の
せ
い
だ
（
“oppression is all in your head

”）」
と
い
う
視
点
に
対
抗
可
能
な
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

（A
lcoff, 2006: 149

）。

　

こ
の
ア
ル
コ
フ
の
問
題
提
起
は
、「
女
性
」
と
い
う
単
純
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
捉
え
方
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
な
っ
た
。
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
社
会
的
文
脈
と
の
関
連
で
主
体
（
性
）
を
構
築
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
種
や
階
層
と
い
っ
た
様
々
な
社
会
的
体
験

の
蓄
積
が
、「
女
性
」
の
在
り
か
た
に
多
様
性
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
種
・
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
交
差
と
し
て
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
マ
ハ
ー
（M

ahar, Frances, A
.

）
と
テ
ト
ロ
ー
（T

etreault, M
ary, K

ay

）
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
学
に
お
い

て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
授
業
に
際
し
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
学
生
た
ち
が
出
席
し

て
い
る
か
に
注
意
を
払
う
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
た
と
え
ば
、
白
人
女
子
学
生
と
白
人
以
外
の
女
子
学
生
の
反
応
の
違
い
。
白
人
女
子
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学
生
は
性
差
の
問
題
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
白
人
以
外
の
学
生
は
人
種
問
題
等
の
他
の
要
因
を
重
視
し
、

白
人
学
生
と
同
等
の
授
業
へ
の
参
画
が
困
難
に
な
る
（
そ
の
帰
結
と
し
て
沈
黙
が
教
室
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
）
等
、
事
例
を
も
と

に
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
白
人
性
」
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
の
危
険
性
を
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
用
語
を
用
い
て
指
摘
、
分
析

し
た
（M

aher and T
etreault, 1993

）。

　

さ
ら
に
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
が
日
本
に
受
容
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
女
性
性
器

切
除
（
Ｆ
Ｇ
Ｔ
）
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
の
世
界
女
性
会
議
（
第
二
回
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
）
の
際
に
、
Ｆ
Ｇ
Ｔ
を

女
性
へ
の
暴
力
と
批
判
す
る
白
人
女
性
ら
に
対
し
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ラ
ブ
の
女
性
た
ち
が
独
自
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
立
ち
上
げ
て

批
判
を
行
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
西
洋
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
Ｆ
Ｇ
Ｔ
を
通
じ
て
ア
フ
リ
カ
や
ア
ラ
ブ
を
「
野
蛮
」
な

「
後
進
世
界
」
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
対
し
て
西
洋
を
暗
黙
裡
に
「
文
明
的
」
で
「
先
進
的
」
と
位
置
づ
け
る
植
民
地
主
義
的
視
点

が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
岡
、
二
〇
〇
〇
、
七
六
頁
）。
男
性
の
抑
圧
を
指
弾
す
る
西
洋
女
性
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
、
そ
の
一
方
で
植

民
地
主
義
構
造
を
無
頓
着
に
再
生
産
し
、
そ
の
こ
と
を
第
三
世
界
の
女
性
か
ら
指
摘
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
指
摘
を
理
解
で
き
な
い
と

い
う
状
況
が
現
出
し
た
。

　

そ
し
て
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
分
野
で
は
、
こ
の
Ｆ
Ｇ
Ｔ
問
題
を
詳
細
に
論
じ
て
き
た
岡
真
理
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
ポ

ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
議
論
が
喚
起
さ
れ
た
。
岡
は
、
サ
テ
ィ
（
も
し
く
は
サ
テ
ィ
ー
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
寡
婦
殉
死
）
を
、
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
肯
定
し
、
女
性
の
苦
痛
を
一
顧
だ
に
し
な
い
ジ
ョ
セ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
の
男
性
支
配
主
義
を
批
判
し
た
メ
ア

リ
ー
・
デ
イ
リ
ー
に
対
し
て
、
同
時
に
イ
ン
ド
へ
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
記
述
を
見
逃
す
こ
と
に
よ
っ
て
植
民
地
主
義
構
造
に
加

担
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
ウ
マ
・
ナ
ラ
ヤ
ー
ン
の
議
論
（N

arayan, 1997 =

二
〇
一
〇
、
七
三
─
九
六
頁
に
相
当
）
を
紹
介
し
、
主

観
的
に
も
客
観
的
に
も
植
民
地
主
義
者
で
は
な
い
者
が
テ
ク
ス
ト
の
効
果
と
し
て
植
民
地
主
義
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
て
し
ま
っ
た

事
例
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
を
、
岡
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
脱
臼
を
起
こ
す
地
点
」
と
表
現
し
た
（
岡
、
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二
〇
〇
〇
、
一
八
九
─
一
九
二
頁
）。

　

こ
れ
は
、
Ｆ
Ｇ
Ｔ
を
め
ぐ
る
問
題
と
同
様
の
構
造
で
あ
り
、
女
性
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
「
先
進
国
」
の
女
性
と
い
う

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
齟
齬
が
引
き
起
こ
し
た
問
題
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
脱
臼
を
起
こ
す
」
と
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
が
顕
わ
に
な
る
瞬
間
の
別
名
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
岡
は
、「
発
話
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
発
話
と
い
う
行
為
が
完
了
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
発
話
か
ら
事
後
的
に
明
ら
か
に
な
る
、〔
…
…
〕「
私
」
の
語
り
の
結

果
と
し
て
、
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
「
私
」
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
か
が
、
炙
り
出
さ
れ
る
」
と
論
じ
る
（
岡
、
二

〇
〇
〇
、
一
九
三
─
一
九
四
頁
）。

　

こ
の
岡
の
記
述
の
含
意
は
、
岡
が
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
脱
臼
」
と
表
現
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
顕
在
化
・
意
識
化
は
、

異
な
る
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
者
同
士
の
対
等
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
契
機
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
意
味
で
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
脱
臼
」
は
新
た
な
関
係
性
の
基
礎
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
以
下
の
岡
の

記
述
か
ら
も
推
測
可
能
で
あ
る
。

私
た
ち
の
こ
と
ば
が
、
私
と
は
こ
の
よ
う
な
者
だ
と
自
分
が
名
の
っ
た
者
の
こ
と
ば
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
私
た
ち
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
脱
臼
と
い
う
事
態
を
免
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
誰
が
忘
却
さ
れ
た
他
者
で
あ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
よ
く
知
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
が
い
か
に
徹
底
し
て
、
他
者
の
存
在
を
忘
れ
去
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
忘
却
を

私
た
ち
に
可
能
に
す
る
す
さ
ま
じ
い
力
関
係
の
な
か
で
、
他
者
の
存
在
が
徹
底
的
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
岡
、
二
〇
〇
〇
、

一
九
五
頁
）

　

こ
の
岡
の
指
摘
で
重
要
な
点
は
、
権
力
は
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
顕
在
化
を
許
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
・
強
化
が
可
能
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
抑
圧
は
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
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続
い
て
、
二
〇
〇
五
年
に
は
、
千
田
有
紀
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
連
で
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
論
じ
た
。
千
田
は
「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
私
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
感
覚
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
他
者
と
の
関
係
で
自
分
が
ど
の
よ
う
な
者
と
し
て

立
ち
現
れ
て
く
る
の
か
、
そ
の
位
置
性
」
と
暫
定
的
に
定
義
す
る
（
千
田
、
二
〇
〇
五
、
二
七
〇
頁
）。
千
田
の
議
論
は
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
係
性
か
ら
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
考
え
る
と
い
う
視
点
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
視
点
か
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
概
念
の
同
一
性
へ
の
規
定
力
を
批
判
し
、「
女
」「
民
族
」「
階
級
」
と
い
っ
た
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
一
枚
岩
的
に
は
成
立
し
な
い

こ
と
を
論
じ
、
そ
の
う
え
で
、
日
本
の
七
〇
年
代
の
リ
ブ
（
運
動
）
は
、
あ
え
て
「
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
投
企
的
に
設
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
日
本
の
女
性
の
置
か
れ
て
い
た
立
場
の
複
合
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
、
と
評
価
し
た
（
千
田
、
二
〇
〇
五
）。

三　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
の
「
領
域
」

　

第
二
の
系
譜
を
考
え
る
前
に
、
複
雑
な
権
力
関
係
に
お
い
て
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
検
討
す
る
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
そ

れ
は
当
然
な
が
ら
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
用
い
な
け
れ
ば
照
射
で
き
な
い
、
問
題
化
で
き
な
い
領
域
が
存
在
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
集
団
的
な
概
念
で
あ
る
と
と
も
に
、
個
人
的
な
体
験
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と

い
う
概
念
を
わ
か
り
に
く
い
も
の
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
女
性
が
夜
道
を
歩
い
て
い
て
、
後
ろ
か
ら
足
音
が
聞
こ
え
て
怖
い
思

い
を
し
た
体
験
。
あ
る
い
は
、
よ
り
極
端
な
例
と
し
て
、
戦
争
時
に
爆
撃
で
死
亡
し
た
市
民
（
非
軍
人
）
を
考
え
て
み
る
。
女
性
が

夜
道
で
怖
い
思
い
を
す
る
の
は
、
彼
女
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
社
会
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
関
連
し
た
経
験
で
あ
る
。
彼
女
が
、
た
と
え

ば
、
女
性
の
自
立
を
望
ん
で
い
よ
う
と
、
あ
る
い
は
男
性
に
依
存
し
た
人
生
戦
略
を
描
い
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
ら
の
こ
と
と
は
関
係

な
く
、
怖
い
思
い
は
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
夜
道
を
歩
い
て
い
る
男
性
は
、
男
女
平
等
を
願
う
男
性
で
あ
ろ
う
と
、
女
性
支
配
的
な
考



325

ポジショナリティ・ポリティクス序説

え
の
持
ち
主
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
彼
女
ら
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
恐
怖
を
体
験
す
る
こ
と
は
稀
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
爆
撃
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
市
民
。
彼
な
い
し
彼
女
は
、
戦
争
遂
行
に
ど
の
程
度
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
に
は
関
係
な
く
被

害
に
あ
う
だ
ろ
う
。
爆
撃
で
は
、
ど
う
考
え
て
も
戦
争
遂
行
の
直
接
的
責
任
が
な
い
子
供
も
犠
牲
と
な
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
爆
撃
を
し
た
側
の
市
民
は
、
当
該
の
攻
撃
に
か
ん
し
て
は
無
傷
で
あ
る
（
当
然
で
あ
る
が
）。
こ
れ
ま
た
戦
争
遂
行
に
か
か
わ

る
度
合
い
に
関
係
な
く
、
無
傷
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
の
焦
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
個
々
人
の
意
思
や
思
想
信
条
と
は
関
係
な
く
起
こ
る
こ

と
で
あ
る
。
女
性
た
ち
が
夜
道
で
怖
い
思
い
を
す
る
の
は
、
女
性
を
男
性
の
所
有
物
と
み
な
し
、
男
性
間
の
資
源
と
す
る
社
会
文
化

的
構
造
の
な
か
に
置
か
れ
、
異
性
愛
的
性
差
別
主
義
が
権
力
の
発
動
と
し
て
の
女
性
へ
の
性
的
攻
撃
を
暗
黙
裡
に
想
定
し
て
い
る
社

会
構
造
に
よ
っ
て
、
性
的
な
攻
撃
へ
の
恐
怖
感
が
惹
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
個
人
の
思
想
や
信
条
と
は
関
係
な
く
女

性
が
覚
え
る
恐
怖
感
で
あ
り
、
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
経
験
さ
せ
ら
れ
る
恐
怖
で
あ
る
。
ま
た
都
市
へ
の
爆
撃
で
は
、
被
害
を
受

け
る
個
々
人
が
戦
争
に
賛
成
し
て
い
よ
う
と
反
対
し
て
い
よ
う
と
、
あ
る
い
は
交
戦
国
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
よ
う
と
反
感
を
抱
い

て
い
よ
う
と
、
そ
れ
ら
に
関
係
な
く
爆
弾
は
降
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
個
人
的
事
情
を
識
別
し
て
選
択
的
に
攻
撃
す
る
爆
弾
な
ど
存

在
し
な
い
か
ら
だ
。
彼
ら
彼
女
ら
が
被
害
を
受
け
る
の
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
恐
怖

や
被
害
（
安
心
や
加
害
）
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
領
域
（
思
想
信
条
や
感
情
）
と
は
、
い
ち
お
う
別
の
次
元
で

引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
個
人
的
な
体
験
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
こ
れ
が
焦
点
の
二
つ
め
で
あ
る
。
夜
道
で
緊
張
し

心
拍
数
が
上
が
っ
た
り
、
手
に
汗
を
に
じ
ま
せ
た
り
、
爆
弾
の
炎
に
皮
膚
や
気
道
を
焼
か
れ
、
そ
の
痛
み
が
神
経
を
伝
わ
る
苦
し
み

は
、
個
人
的
な
体
験
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
理
由
は
集
団
的
・
構
造
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
帰
結
は
多

く
の
場
合
は
個
人
的
な
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。
こ
れ
が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
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テ
ィ
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
体
験
は
、
そ
れ
が
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
作
る
基
盤
と
も
な
り
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
る
と
、
短
絡
的
に
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

後
に
検
討
す
る
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
は
極
め
て
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
概
念
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題
を
整
理
す
る
上
で
大
い
に
役
に
立
つ
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
焦
点
を
当
て
た
だ
け
で
は
、
照
射
で
き
な
い
領
域
が
残
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
そ
の
領
域
を
可
視
化

す
る
概
念
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
は
重
な
り
合
う
領
域
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
峻
別

す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
峻
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
が
固
有
に
扱
う
べ
き
領
域
が
存
在
し
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

四　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
集
団
の
責
任
（
政
治
的
責
任
）

　

そ
の
典
型
は
、
集
団
の
政
治
的
責
任
に
か
か
わ
る
領
域
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
点
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
系
譜
の
二
つ
目

に
あ
た
る
。
こ
の
議
論
の
源
流
の
一
つ
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（A

rendt, H
annah

）
に
よ
る
、
ナ
チ
ス
の
戦
争
犯
罪
に
対
す

る
ド
イ
ツ
国
民
の
集
団
的
責
任
を
論
じ
た
一
群
の
議
論
で
あ
る）4
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
一
九
六
八
年
に
発
表
し
た
「
集
団
の
責
任
（
集

団
責
任
）」
の
な
か
で
、
戦
争
犯
罪
に
お
け
る
罪
と
責
任
の
分
離
を
試
み
た
。
そ
こ
で
は
、
個
人
に
帰
責
さ
れ
る
道
徳
的
・
法
的
責

任
と
区
別
し
て
、
政
治
的
責
任
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
責
任
を
共
有
す
る
集
団
が
問
題
化
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
集

団
責
任
が
問
わ
れ
る
た
め
に
は
、（
一
）
自
分
が
実
行
し
て
い
な
い
こ
と
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
、（
二
）
そ
の
責
任
を
負
う
べ
き

理
由
は
集
団
（
組
織
）
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
個
人
の
自
発
的
行
為
で
は
そ
の
集
団
か
ら
離
脱
で
き
な
い
こ
と
、
が
必
要

要
件
で
あ
る
と
論
じ
た
（A

rendt, 2003 =

二
〇
〇
七
、
一
九
六
─
一
九
八
頁
）。
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こ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
提
起
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
論
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
地
下
水
脈
の
よ
う
に
流
れ
続
け
て
き
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
水
脈
は
時
に
、
集
団
間
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
問
題
化
さ
れ
る
際
に
地
表
に
顔
を
出
す
。
た
と
え
ば
、

一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
の
「
戦
後
責
任
論
争
」
に
お
け
る
徐
京
植
の
問
題
提
起
で
あ
る）5
（

。
徐
は
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ト
ナ
ム
料
理
店

を
訪
れ
た
際
に
、
彼
が
韓
国
籍
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
経
験
を
記
し
て
い
る
（
徐
、
二
〇
〇
二
、
五
七
─
六
七

頁
）。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
に
派
兵
さ
れ
た
韓
国
軍
が
行
っ
た
残
虐
行
為
は
ベ
ト
ナ
ム
人
に
恐
怖
と
反
感
を
植
え
つ
け
た
と
い
う
。
も

ち
ろ
ん
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
で
あ
る
徐
自
身
は
従
軍
し
て
い
な
い
が
、
派
兵
さ
れ
た
兵
士
た
ち
と
同
年
代
の
、
同
じ
パ
ス
ポ
ー
ト
を

所
有
し
、
国
外
旅
行
で
韓
国
政
府
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
も
つ
者
と
し
て
、
従
軍
か
ら
旅
券
所
持
ま
で
の
「
国
民
」
の
連
続
性
に

お
け
る
、
徐
自
身
の
責
任
が
言
及
さ
れ
て
い
る
（
徐
、
二
〇
〇
〇
、
六
二
─
六
四
頁
）。　

　

徐
は
、
先
述
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
参
照
し
、
難
民
（
正
確
に
は
、
難
民
受
け
入
れ
先
の
海
岸
に
到
着
す
る
ま
で
）
で
な
い
か
ぎ

り
、
つ
ね
に
人
は
い
ず
れ
か
の
政
治
的
集
団
に
属
し
て
お
り
、
徐
自
身
は
韓
国
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
の
「
罪
」
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
も
の
の
、「
韓
国
人
」
と
し
て
政
治
的
な
意
味
で
の
「
集
団
の
責
任
」
は
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
同
様
に
、
戦
後

生
ま
れ
の
日
本
人
に
は
植
民
地
支
配
と
侵
略
戦
争
の
「
罪
」
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
「
日
本
人
」
と
し
て
の
「
集
団

の
責
任
」
は
免
れ
え
な
い
と
指
摘
し
た
（
徐
、
二
〇
〇
二
、
七
一
頁
）。

日
本
国
民
の
皆
さ
ん
、
自
分
は
た
ま
た
ま
日
本
に
生
ま
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
「
日
本
人
」
で
あ
る
つ
も
り
は
な
い
と
か
、
自
分
は
「
在
日
日

本
人
」
に
過
ぎ
な
い
と
か
、
ど
う
か
そ
ん
な
軽
口
は
叩
か
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
あ
な
た
方
が
長
年
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
既
得
権
と
日
常
生
活
に
お
け
る
「
国
民
」
と
し
て
の
特
権
を
放
棄
し
、
今
す
ぐ
パ
ス
ポ
ー
ト
を
引
き
裂
い
て
自
発
的
に
難
民
と
な
る
気

概
を
示
し
た
と
き
に
だ
け
、
そ
の
言
葉
は
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、「
他
者
」
は
あ
な
た
方
を
「
日
本
人
」

と
名
指
し
続
け
る
の
で
あ
る
。（
徐
、
二
〇
〇
二
、
八
〇
─
八
一
頁
）
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ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
用
語
こ
そ
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
「
名
指
し
続
け
」
ら
れ
る
も
の
は
、
日
本
人
の

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
同
義
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
（
同
書
で
「
位
置
」「
場
所
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
）。
こ
の
徐
の
言
葉
は
、
日
本
に
お
け
る
集
団
的
責
任
の
存
在
を
明
確
に
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
責
任
は
論
理
的
に
は
「
難
民
」
に
な
れ
ば
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
血
統
や
民
族
と
い
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
領
域
が
も
た
ら
す
責
任
で
は
な
く
、
国
民
と
い

う
制
度
集
団
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

徐
と
同
様
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
集
団
の
責
任
」
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
が
、
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ
ン
・

ヤ
ン
グ
（Y

oung, Iris. M
arion.

）
で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
集
団
の
責
任
」
お
よ
び
「
組
織
的
な
罪
と
普
遍
的
な

責
任
」（
一
九
四
五
年
、A

rendt, 1994 
＝
二
〇
〇
二
、
に
収
録
）、『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（A

rendt, 1963/1965 

＝
一
九

六
九
）
に
準
拠
し
な
が
ら
、
ナ
チ
ス
の
大
量
殺
戮
と
の
関
係
性
を
四
つ
に
分
類
し
て
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
大
量
殺

戮
の
罪
に
問
わ
れ
る
者
た
ち
、（
二
）
戦
争
犯
罪
の
罪
に
は
問
わ
れ
な
い
が
、
ナ
チ
の
社
会
に
参
画
し
、
罪
を
犯
し
た
党
員
た
ち
の

権
力
を
強
化
す
る
よ
う
な
支
持
を
消
極
的
に
で
あ
れ
与
え
た
者
た
ち
、（
三
）
悪
を
避
け
る
た
め
の
努
力
を
し
た
か
、
撤
退
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
悪
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
た
者
た
ち
、（
四
）
誤
っ
た
行
為
に
対
し
て
公
的
に
反
対
す
る
か
、
抵
抗
し
た
者
た
ち
、

で
あ
る
（Y

oung, 2011 =

二
〇
一
四
、
一
一
九
頁
）。

　

こ
の
う
ち
、（
一
）
は
直
接
的
な
犯
罪
行
為
の
罪
を
道
徳
的
・
法
的
に
問
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。（
二
）
は
、
直
接
的
な
罪
は
問
え

な
い
も
の
の
、
犯
罪
行
為
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
環
境
を
支
持
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
こ
か
ら
間
接
的
な
利
益
す
ら
受
け
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
罪
と
し
て
確
定
・
特
定
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
虐
殺
へ
の
責
任
が
あ
る
。
彼
ら
彼
女
ら
は
消
極
的

無
関
心
に
よ
り
ナ
チ
ス
の
犯
罪
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。（
三
）
は
、
道
徳
的
に
は
賞
賛
さ
れ
う
る
が
、
現
実
の
政
治
的
行
動
と
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し
て
抵
抗
は
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
責
任
は
解
除
さ
れ
な
い
（
こ
の
区
分
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
ヤ
ン
グ
は
明
言
し
て
い
な
い
が
）。

（
四
）
は
、
政
治
的
責
任
を
取
ろ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
責
任
は
解
除
さ
れ
う
る
（
以
上
、Y

oung, 2011 

＝
二
〇
一
四
、
第
三
章
）。

　

こ
の
ア
ー
レ
ン
ト
お
よ
び
ヤ
ン
グ
の
議
論
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
焦
点
を
考
え
る
際
に
有
効
と
思
わ
れ
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
と
は
、
集
団
的
な
政
治
的
責
任
（
社
会
の
不
公
平
や
暴
虐
の
決
定
に
か
か
わ
る
責
任
）
を
問
題
化
す
る
概
念
で
も
あ
る
。
ヤ
ン
グ

の
整
理
に
お
け
る
（
二
）
と
（
三
）
は
、
ま
さ
に
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
な
ん
ら

か
の
権
力
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
直
接
的
当
事
者
で
は
な
く
と
も
、
間
接
的
利
害
関
係
や
消
極
的
無
関
心
、
実
質
的
な
放
置
（
内
心

に
お
け
る
良
心
は
別
と
し
て
）、
等
に
よ
っ
て
そ
の
権
力
を
維
持
す
る
こ
と
、
強
化
す
る
こ
と
に
手
を
貸
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
解
消

へ
の
（
あ
る
い
は
被
抑
圧
者
へ
の
）
政
治
的
責
任
を
同
様
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

注
意
が
必
要
な
の
は
（
四
）
の
区
分
で
あ
る
。
権
力
関
係
や
不
正
義
に
対
し
て
、
明
示
的
に
抵
抗
や
批
判
を
行
っ
て
い
る
者
は
、

そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
解
除
さ
れ
、
集
団
的
責
任
を
免
除
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ヤ
ン
グ
は
、
国
家
が
何

か
過
ち
を
犯
し
た
と
き
、
た
と
え
そ
の
行
為
に
抵
抗
し
て
い
て
も
、
構
成
員
は
等
し
く
責
任
を
負
う
、
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
集

団
を
必
要
以
上
に
神
秘
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
（Y

oung, 2011 

＝
二
〇
一
四
、
二
〇
三
─
二
〇
四
頁
）。
こ
の
論
点
を

検
討
す
る
た
め
に
、
沖
縄
の
基
地
問
題
に
か
ん
し
て
野
村
浩
也
が
日
本
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
を
紹
介
す

る
。ポ

ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
、
現
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
地
を
押
し
つ
け
て
い
る
権
力
で
あ
り
植
民
者
で
あ
る
と
い
う
政
治
的
権
力
的
位
置

は
、
日
本
人
自
身
の
現
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
現
実
か
ら
目
を
背
け
て
も
現
実
そ
の
も
の
は
け
っ
し
て
消
え
た
り
は
し
な
い
。
一
方
、

こ
の
現
実
を
認
め
て
反
省
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、「
自
分
は
植
民
者
で
は
な
い
」
と
ど
ん
な

に
思
い
こ
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
植
民
者
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
微
動
だ
に
し
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
日
本
人
は
植
民
者
の
ま
ま
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な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
基
本
的
に
、
個
人
の
態
度
や
姿
勢
や
主
観
の
問
題
と
も
関
係
が
な
い
の
だ
。（
野
村
、

二
〇
〇
五
、
四
四
頁
）

　

現
実
の
権
力
関
係
の
様
態
が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
野
村
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
野
村
の
指
摘
し
て
い

る
こ
と
は
、
い
わ
ば
結
果
責
任
と
し
て
の
集
団
の
責
任
で
あ
る
。
沖
縄
の
基
地
問
題
に
つ
い
て
の
政
策
決
定
に
直
接
携
わ
る
者
た
ち

は
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
ヤ
ン
グ
の
分
類
で
は
（
一
）
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
判
断
に
つ
い
て
、
直
接
的
、
個
人
的
に
責
任
を
問
わ

れ
る
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
日
本
人
は
、
沖
縄
へ
の
基
地
集
中
の
結
果
、
平
穏
で
安
全
な
生
活
を
享
受
し
て
お
り
、
そ
の
利

益
や
政
策
決
定
を
支
持
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
て
（
二
）
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
な
か
に
は
沖
縄
の
状
況
に
心
を
痛
め
て
い
る
者
も

い
る
だ
ろ
う
が
、
政
治
的
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
な
け
れ
ば
（
三
）
に
相
当
し
、
や
は
り
集
団
的
責
任
を
負
う
立
場
で
あ
る
。

　

問
題
は
（
四
）
で
あ
る
。
沖
縄
の
基
地
集
中
に
反
対
し
、
基
地
の
周
辺
で
反
対
運
動
を
行
っ
た
り
、
安
全
保
障
政
策
を
言
論
で
批

判
し
て
い
る
者
た
ち
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
者
は
一
見
（
四
）
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
は
ナ
チ

ス
時
代
の
ド
イ
ツ
を
想
定
し
て
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
想
定
し
て
い
た

（
四
）
の
区
分
に
は
、
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
該
当
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
ス
を
公
然
と
批
判
す

る
こ
と
は
死
を
意
味
し
た
か
ら
だ
。
唯
一
、
シ
ョ
ル
兄
妹
な
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
学
生
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
大
量
虐
殺
者
と
名
指
し

し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
人
々
に
配
っ
た
が
、
二
人
は
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
（Y

oung, 2011

＝
二
〇
一
四
、
一
三
三
─
一
三
四
頁
）。
こ

れ
は
徐
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
言
え
ば
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
引
き
裂
い
て
難
民
に
な
る
、
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
話
で
あ
る
。
集
団
の
構
成
員
で

あ
る
利
益
を
放
棄
す
る
く
ら
い
の
行
動
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
集
団
的
責
任
は
問
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
の

誤
り
に
抵
抗
す
る
者
も
（
そ
う
で
は
な
い
者
と
同
様
に
）
等
し
く
責
任
を
負
う
、
と
い
う
考
え
を
ヤ
ン
グ
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
と
は
次
元
が
異
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
点
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
急
所
で
あ
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
に
お
い

て
問
題
と
さ
れ
る
集
団
の
責
任
（
政
治
的
責
任
）
と
は
、
あ
く
ま
で
も
結
果
責
任
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と

い
う
概
念
が
、
現
実
の
格
差
や
不
平
等
構
造
か
ら
導
か
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
家
や
政
府
の
誤
り
を
正
す
べ
く
行
動
す
る
こ

と
は
、
も
ち
ろ
ん
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
状
況
変
革
へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
推
奨
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
行
動
を
表
出
さ
せ
な
い
（
三
）
の
区
分
と
は
、
わ
ざ
わ
ざ
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
治
的
行
動
を
起
こ
し
た
だ
け

で
は
、
当
該
の
問
題
の
構
造
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
政
治
的
行
動
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
構
造
や
誤
り
が
修
正
さ
れ
た
時
に
、
す
な

わ
ち
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
規
定
し
て
い
る
現
実
の
諸
構
造
が
変
更
さ
れ
た
時
に
、
は
じ
め
て
責
任
は
解
除
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
─
─
沖
縄
の
基
地
問
題
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
─
─
政
府
の
政
策
を
批
判
し
た
り
基
地
反
対
運
動
を
行
っ
て
い

た
り
す
る
者
た
ち
も
、
日
常
に
お
い
て
は
平
穏
で
豊
か
な
生
活
を
享
受
す
る
と
い
う
利
益
は
得
て
い
る
。
心
情
的
に
そ
れ
を
不
当
で

あ
る
と
後
ろ
め
た
く
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
現
実
的
に
そ
の
利
益
を
自
分
だ
け
拒
否
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
難
民
に
で
も

な
ら
な
い
か
ぎ
り
）。
た
と
え
意
に
反
し
て
い
て
も
、
利
益
は
享
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
在
外
邦
人
で
あ
っ
て
も
、

基
地
を
沖
縄
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
防
費
を
経
済
発
展
に
回
し
て
経
済
的
に
繁
栄
し
て
き
た
日
本
国
の
旅
券
を
所
有
し
て

い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
日
本
の
経
済
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
保
護
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
り
、
同
様
で
あ
る）6
（

。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い

う
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
点
で
は
ヤ
ン
グ
の
議
論
は
不
十
分
で
あ
る
。
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
か
ら
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

集
団
に
属
す
る
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
か
ら
そ
の
解
消
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
視
点

か
ら
は
、
た
と
え
不
正
義
に
反
対
し
て
い
る
者
で
も
、
そ
の
不
正
義
が
解
消
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
政
治
的
責
任
は
問
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
ヤ
ン
グ
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
責
任
の
議
論
で
重
要
な
の
は
、
何
を
し
た
か
／
な
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
点

で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
責
任
と
い
う
概
念
に
未
来
志
向
的
な
側
面
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
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評
価
す
る
（Y

oung, 2011 

＝
二
〇
一
四
、
一
三
六
、
二
〇
三
頁
）。
な
ん
の
た
め
に
、
集
団
的
な
政
治
的
責
任
と
い
う
概
念
が
提
起
さ

れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
差
別
や
不
平
等
を
解
消
し
、
あ
る
い
は
過
去
の
加

害
を
将
来
に
向
け
て
の
建
設
に
転
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
ヤ
ン
グ
の
議
論
は
、
先
に
紹
介
し
た
ア
ル

コ
フ
の
議
論
と
も
共
鳴
す
る
。
ア
ル
コ
フ
も
ま
た
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
視
点
が
変
化
し
、
そ

の
個
人
が
新
た
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
そ
れ
は
個
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
変
更
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
身
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
再
解
釈
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
）
か
ら
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
い
た
主
体
が
社
会
構
造
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
規
定
し
て
き
た
構
造
そ
の
も
の
を
集
合
的
に
変
化
さ
せ
る
可
能
性
を
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
、
将
来
の
構
造
変
革
の
起
点
と
し
て
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
話
を
進
め
る
前
に
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
の
認
識
獲
得
を
妨
げ
る
要
因
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
混

同
・
錯
視
で
あ
る
。

五　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

ア
ル
コ
フ
の
議
論
に
お
い
て
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
（
へ
の
覚
醒
）
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
与
え
る
影
響
は
大
き
く
評
価
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
諸
議
論
に
お
い
て
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
層
性
が
論
じ
ら
れ
、

一
枚
岩
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
り
か
た
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
の
こ
と
と
推
測
で

き
る
が
、
先
に
紹
介
し
た
千
田
有
紀
は
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
私
た
ち
は
な
ぜ
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
う
こ
と
自
体
は
、
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決
し
て
目
的
で
は
な
い
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
う
際
に
、
自
分
の
発
話
が
、
ま
た
相
手
の

発
話
が
ど
の
よ
う
な
言
説
効
果
を
も
つ
の
か
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
な
が
ら
、
お
互
い
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
認
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
誤
解
を
修
正
し
な
が
ら
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
行
さ
せ
て
い
く
た
め
に
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
誰
か
に
何
ら
か
の
発
言
を
禁
じ
た
り
、
発
言
を
そ
の

話
者
の
属
性
に
還
元
し
た
り
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。（
千
田
、
二
〇
〇
五
、
二
八
四
頁
）

　
〔
…
…
〕
以
前
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
千
田
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
千
田
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
適
正
に
行
う
た
め
の
要
件
と
し
て
狭
く
捉
え
す
ぎ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
要
件
で
あ
る
こ
と
は

千
田
の
指
摘
ど
お
り
だ
が
、
集
団
の
責
任
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
構
成
要
件
を
導
入
す
る
な
ら
、
社
会
的
文
脈
で
行
わ
れ
た

発
言
が
「
話
者
の
属
性
に
還
元
」
さ
れ
う
る
ケ
ー
ス
は
い
く
ら
で
も
起
こ
る
だ
ろ
う
。
集
団
の
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
千
田
の

見
解
は
不
十
分
で
あ
る
。
ア
ル
コ
フ
以
降
の
、
主
体
（
性
）
は
い
か
に
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
か
、
と
い
う
議
論
を
考
え
れ
ば
、
千

田
の
関
心
領
域
が
、
他
者
と
の
関
係
性
を
介
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
は
、
そ
の
効
果
に
対
し
て
慎
重
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
名
の
り
を
禁
止
さ
れ
、
他
者
か
ら
画
一
的
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
制
さ
れ
が
ち
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
場
合
、
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
表
象
す
る
か
と
い
う
戦
略
と
し
て
（
そ
れ
は
セ

ル
フ
・
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
で
も
あ
る
）、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
文
脈
に
お
い
て
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
も
状
況
変
革
的
な
概
念
で
あ
る
（
ア
ル
コ
フ
の
議
論
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
）。
し
か
し
一
方
で
、
抑
圧
者
と
い
う
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
も
つ
者
（
そ
の
多
く
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
に
お
い
て
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
層
性
の
強
調
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
の
問
題
か
ら
目
を
逸
ら
さ
せ
、
そ
の
権
力
を
温
存
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
そ
れ
は
本
来
、
そ
の

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
れ
ほ
ど
複
層
的
で
あ
る
か
と
は
、
無
関
係
の
問
題
で
あ
る
の
だ
が
）。

　

こ
の
点
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
互
規
定
力
の
非
対
称
性
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
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き
た
よ
う
に
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

の
発
見
は
、
自
身
の
変
革
の
た
め
の
基
礎
条
件
と
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

の
影
響
力
に
比
べ
て
、
短
期
的
に
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
い
。
短

期
的
に
は
、
と
書
い
た
の
は
、
中
・
長
期
的
に
は
ア
ル
コ
フ
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
自
覚
的
に
な
っ
た
主

体
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
社
会
の
構
造
の
変
革
を
試
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
実
が
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
後
ほ
ど
検
討
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
社
会
変
革
は
集
団
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
個
人
の
頭
の
中
で
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
変
化
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
そ
の
個
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
変
化
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
革
を
経
験
し
た
個
人
に
「
割
り
き
れ
な
さ
」
を
呼
び
こ
む
だ
ろ
う
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
集
団
の
力
関
係
や
構
造
的
不
均
等
を
考
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
普
遍
性
や
中
立
性
が
主
張
さ
れ
る
と
き
に
、
そ

こ
に
潜
む
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
視
点
や
利
権
を
認
識
す
る
の
は
重
要
で
あ
る
。〔
…
…
〕
た
だ
、
個
々
の
ア
ク
タ
ー
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て

判
断
す
る
こ
と
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
も
つ
な
が
り
、
不
毛
な
結
果
し
か
生
ま
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
人
間
を
所
属
集
団
に
よ
っ
て
分
類

す
る
行
為
は
、
た
と
え
強
者
に
向
け
ら
れ
て
い
て
も
、
差
別
の
一
種
で
あ
り
、
暴
力
的
な
こ
と
で
あ
り
う
る
。
ど
ん
な
人
も
、
ど
れ
ほ
ど
特

権
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
人
で
あ
っ
て
も
、
外
部
か
ら
は
う
か
が
い
し
れ
な
い
何
か
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
重
い
も
の
を

抱
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。（
宮
地
、
二
〇
〇
七
、
一
三
九
─
一
四
〇
頁
）

　

こ
の
文
章
は
宮
地
尚
子
が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
宮
地
は
こ
の
箇
所
に
続
い
て
、
個
人
的

な
関
係
性
の
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
、
す
べ
て
政
治
的
に
捉
え
、
固
定
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
還
元
す
る
こ
と
は
、
複
合
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
個
々
の
人
間
存
在
を
大
き
く
見
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
（
宮
地
、
二
〇
〇
七
、
一
四

一
頁
））

7
（

。
宮
地
の
見
解
に
異
議
を
唱
え
た
い
の
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
措
定
が
所
属
集
団
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
行
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わ
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
、
と
推
測
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
特
権
保
持
者
が
「
外
部
か
ら
は
う
か
が
い
し
れ
な
い
何
か
」
を
も
っ
て
い

る
か
否
か
、「
重
い
も
の
を
抱
え
て
」
い
る
か
否
か
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
措
定
と
は
直
接
的
に
は
関
係
が
な
い
。
そ
れ
は
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
領
域
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
、
そ
も
そ
も
「
複
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ

個
々
の
人
間
存
在
」
を
見
極
め
る
た
め
の
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
見
極
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
集
団
間
で
発
生
す
る

権
力
行
為
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
る
利
害
と
、
そ
の
政
治
的
責
任
の
所
在
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
少
な
か
ら
ぬ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
わ
れ
た
時
に
感
じ
る
「
割
り
き
れ
な
さ
」
は
、
こ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
錯
視
が
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
野
村
浩
也
は
、

フ
ァ
ノ
ン
や
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
沖
縄
問
題
に
際
す
る
日
本
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

日
本
人
は
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
植
民
者
で
あ
る
こ
と
な
ら
や
め
ら
れ
る
し
、
権
力
を
手
放
す
こ
と

だ
っ
て
可
能
だ
。
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
植
民
者

で
あ
る
こ
と
な
ら
や
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
現
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

の
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
な
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
基
本
的
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
関
係

が
な
い
。「
相
手
が
白
人
だ
か
ら
射
つ
よ
り
も
、
相
手
の
白
人
の
犯
し
た
行
為
の
故
に
彼
を
射
つ
」
と
マ
ル
コ
ム
Ｘ
が
述
べ
た
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
彼
／
彼
女
自
身
が
犯
し
て
い
る
植
民
地
主
義
と
い
う
行
為
の
ゆ
え
に
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
人
で
あ
る

こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。（
野
村
、
二
〇
〇
五
、
四
三
─
四
四
頁
）

　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
錯
視
し
て
い
る
場
合
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
わ
れ
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
、
自

身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
わ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
と
誤
解
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
社
会
的
不
正
義
を
是
正
し
よ
う
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と
い
う
意
識
を
も
ち
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
参
加
し
て
い
る
人
は
、
と
り
わ
け
割
り
き
れ
な
い
思
い
を
も
つ
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、

感
情
的
か
つ
個
人
の
存
在
を
賭
け
た
反
論
、
な
い
し
は
逃
避
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
反
差
別
運
動
の
思
想
を
も
っ
て
い
る
、

僕
は
女
性
解
放
運
動
に
参
加
し
て
い
る
、
私
は
反
基
地
運
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
自
分
が
責
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
条
件
反
射
的
な
反
発
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
落
ち
着
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
社
会
的
不
正
義
を
正
そ
う
と
す
る
個
人
的
意
思
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
領
域
に
属
す
る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
い
か
け
は
、
差
別
解
消
や
、
女
性
解
放
や
、
基
地

問
題
の
解
決
に
対
す
る
、
結
果
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
そ
の
個
人
の
意
思
に
反
し
て
で
も
享
受
し
て
し
ま
っ
て

い
る
利
益
の
正
当
性
へ
の
疑
義
が
表
明
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
そ
れ
ら
の
不
正
義
を
正
そ
う
と
い
う
個
人

的
な
意
思
や
心
情
（
信
条
）、
正
義
感
、
経
験
や
行
動
な
ど
が
問
題
化
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

頑
な
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
正
当
性
を
主
張
し
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
向
き
合
お
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
次
に
は
、

─
─
岡
真
理
が
指
摘
し
た
よ
う
に
─
─
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
顕
在
化
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
維
持
を
目
論
む
心
性
、
す
な

わ
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
、
改
め
て
今
度
こ
そ
個
人
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
領
域
が
批
判
の
対
象
と
な
り
う
る
だ

ろ
う）8
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
の
領
域
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で

あ
る
。
そ
れ
は
殊
に
抑
圧
者
の
側
に
お
い
て
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
へ
の
問
い
か
け
と
批
判
が
、
一
体
自
分
の
何
が
問
わ
れ
て

い
る
の
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
だ
。
こ
の
点
を
誤
読
・
錯
視
し
た
ま
ま
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
こ
そ

千
田
や
宮
地
が
危
惧
す
る
よ
う
な
、
不
毛
な
感
情
的
対
立
を
抑
圧
者
の
側
に
生
産
し
つ
づ
け
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
抑
圧
者
は
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
自
覚
す
る
こ
と
は
な
く
、
抑
圧
と
不
公
平
は
存
続
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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六　

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
向
け
て

　

こ
こ
ま
で
、
極
め
て
大
雑
把
で
は
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
に
掲
げ
た
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
る

領
域
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
て
き
た
。
最
後
に
、
今
後
分
析
枠
組
み
と
し
て
構
築
さ
れ
る
べ
き
ポ

ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
向
け
て
の
課
題
を
簡
単
に
述
べ
た
い
。

　

そ
の
一
つ
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
現
実
の
不
平
等
や
集
団
間
の
権
力
関
係
を
解
消
し
、
対
等
な
人
間
的
関

係
を
築
く
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ヒ
ン
ト
の
一
つ
を
紹
介
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
ヤ
ン
グ
は

ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
責
任
と
い
う
概
念
は
過
去
遡
及
的
で
は
な
く
未
来
指
向
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
ヤ
ン
グ
は
さ
ら
に
そ
れ
を

発
展
さ
せ
、「
社
会
的
つ
な
が
り
モ
デ
ル
」
を
提
起
し
た
。
ヤ
ン
グ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
責
任
の
議
論
は
、
誰
に
罪
や
過
失

が
あ
る
か
、
そ
の
責
任
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
「
帰
責
モ
デ
ル
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
る
（Y

oung, 2011

＝
二
〇
一
四
、
一
四
五

頁
）。
し
か
し
こ
の
帰
責
モ
デ
ル
は
、
法
的
・
道
徳
的
な
責
任
の
所
在
を
明
確
化
す
る
際
に
は
有
効
で
あ
る
が
、
構
造
的
不
正
義
に

適
用
す
る
場
合
、
そ
の
構
造
は
通
常
許
容
さ
れ
て
い
る
規
則
や
実
践
に
従
っ
て
行
動
す
る
人
々
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
お
り
、
潜

在
的
危
害
を
特
定
の
関
与
者
の
み
に
帰
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
は
難
し
い
ゆ
え
に
、
効
力
が
低
い
と
評
価
し
て
い
る
（Y

oung, 2011

＝
二
〇
一
四
、
一
四
九
頁
）。

　

そ
の
よ
う
な
帰
責
モ
デ
ル
に
代
わ
り
、
ヤ
ン
グ
は
構
造
的
不
正
義
の
帰
責
対
象
を
選
定
せ
ず
、
社
会
的
諸
条
件
を
考
慮
し
、
過
去

遡
及
的
で
は
な
く
未
来
志
向
の
、
責
任
を
分
有
す
る
「
社
会
的
つ
な
が
り
モ
デ
ル
」
を
示
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
の
最
大
の
特
徴
は
、

有
責
の
特
定
者
を
選
定
し
、
他
を
放
免
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
点
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、（
ア
ー
レ
ン
ト
的
な
集
団
の
政

治
的
責
任
は
分
配
さ
れ
る
責
任
で
あ
る
の
に
対
し
）「
社
会
的
つ
な
が
り
モ
デ
ル
」
で
想
定
さ
れ
て
い
る
「
分
有
さ
れ
る
責
任
」
は
、
人

び
と
が
集
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
有
害
な
結
果
や
そ
の
危
険
に
つ
い
て
個
人
的
に

0

0

0

0

負
う
責
任
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
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論
理
に
よ
っ
て
、「
分
有
さ
れ
る
責
任
」
は
、
自
ら
の
行
為
を
通
じ
た
通
常
の
継
続
的
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
に
対
す
る
責
任
と
な
る

（Y
oung, 2011

＝
二
〇
一
四
、
一
五
七
─
一
六
五
頁
）。

　

ヤ
ン
グ
が
集
団
の
責
任
を
「
分
配
」
で
は
な
く
「
分
有
」
と
位
置
づ
け
直
し
た
こ
と
は
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
意
識
化
と
そ
れ

に
基
づ
く
次
な
る
行
動
、
と
い
う
（
ア
ル
コ
フ
以
来
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
が
想
定
し
て
き
た
）
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
意
義
に
、

接
続
可
能
と
な
る
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヤ
ン
グ
は
、
責
任
は
「
分
有
」
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
不
正
な
結
果
を
生
む
プ
ロ

セ
ス
に
個
々
人
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
未
来
志
向
的
に
導
か
れ
る
が
ゆ
え
に
、
諸
制
度
や
プ
ロ
セ
ス
を
変
革
す
る
と
い

う
集
団
的
行
動
に
よ
っ
て
こ
そ
そ
の
責
任
は
果
た
さ
れ
る
、
と
論
じ
る
（Y

oung, 2011

＝
二
〇
一
四
、
一
六
五
─
一
六
七
頁
）。
こ
れ

ま
た
、
現
実
の
不
正
義
や
不
公
平
を
変
革
す
る
こ
と
の
み
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
問
わ
れ
批
判
さ
れ
る
状
況
を
解
消
す
る
道
で

あ
る
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
論
理
的
に
検
討
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

紙
幅
の
関
係
か
ら
こ
れ
以
上
は
議
論
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
責
任
の
「
分
有
」
と
集
団
的
行
動
を
、
論
理
的
に
も
、
現
実
的
に
も

つ
な
ぐ
ロ
ジ
ッ
ク
と
構
想
が
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
第
一
の
焦
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
稿
を
改
め
て
詳
し
く
検
討

し
た
い
。

　

第
二
の
課
題
は
、
人
び
と
に
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
る
、
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
混
同
・
錯
視
を
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
抑
圧
者
と
被
抑
圧
者
の
一
種

の
「
共
犯
関
係
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
ま
た
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
現
時
点
で
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
再
定
義
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
自
ら
が

構
成
す
る
集
団
に
か
か
わ
る
利
害
に
よ
っ
て
個
人
が
負
う
政
治
的
責
任
の
様
態
を
指
す
概
念
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
暫
定
的
な

定
義
を
も
っ
て
、
稿
を
終
え
た
い
。
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（
1
）　

た
と
え
ば
、『
琉
球
新
報
』、
二
〇
一
五
年
八
月
二
〇
日
、
二
三
面
、「
県
外
移
設
と
い
う
問
い
①
」
に
お
け
る
、
松
本
亜
季
（
引
き

取
る
行
動
・
大
阪
）
の
発
言
な
ど
。

（
2
）　

た
と
え
ば
、
臨
床
医
学
・
心
理
学
（
精
神
分
析
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
中
心
に
）
の
分
野
で
も
、
治
療
者
と
患
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
、
と
い
っ
た
議
論
が
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。

（
3
）　

こ
の
一
九
八
八
年
の
ア
ル
コ
フ
論
文
は
、
後
にA

lcoff

（2006

）
に
、
第
五
章
“The Identity Crisis in Fem

inist T
heory

”と

し
て
修
正
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
九
八
八
年
論
文
の
後
半
部
分
（
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
）
は
大
幅

に
改
変
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
一
九
八
八
年
論
文
と
二
〇
〇
六
年
版
の
双
方
を
参
照
し
て
い
る
。

（
4
）　

集
団
責
任
に
か
ん
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
は
、「
組
織
的
な
罪
と
普
遍
的
な
責
任
」（
一
九
四
五
年
発
表
、A

rendt, 1994 =

二
〇
〇
二
、
に
収
録
）、『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（A

rendt, 1963/1965 =

一
九
六
九
）、「
集
団
の
責
任
」（
一
九
六
八
年
発

表
、A

rendt, 1968 =

一
九
九
七
）、
同
じ
く
そ
の
異
稿
と
し
て
「
集
団
責
任
」（
一
九
六
八
年
、A

rendt, 2003 =

二
〇
〇
七
、
に
収

録
）、
等
が
あ
る
。

（
5
）　

ま
た
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
、
一
九
九
七
年
に
『
現
代
思
想
』
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
特
集
が
組
ま
れ
、
そ
の
誌
上
で
「
集
団
の
責

任
」（A

rendt, 1968

＝
一
九
九
七
）
が
翻
訳
さ
れ
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
6
）　

未
成
年
の
場
合
も
、
平
穏
で
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
点
で
利
益
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
集
団
的
責
任
は
発
生
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
選
挙
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
、
現
実
を
変
革
す
る
た
め
の
責
任
の
度
合
い
は
、
成
年
の
場
合
と
は
論
理
的
に
異
な
る

だ
ろ
う
。
ま
た
在
日
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
責
任
が
発
生
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
論
理
と
様
態
が
日
本
人
と
は
異
な
る
た
め
、

紙
幅
の
関
係
か
ら
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
（
別
稿
で
考
え
た
い
）。

（
7
）　

な
お
、
宮
地
は
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
「
環
状
島
」
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
と
連
関
し
た
彼
女
の
モ
デ
ル
の
中
で
説
明
し
て
い
る
た
め
、

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
そ
の
詳
細
は
省
略
す
る
（「
環
状
島
」
モ
デ
ル
自
体
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
）。
こ
の
モ
デ
ル
に
は
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
本
稿
引
用
箇
所
に
異
議
は
あ
る
も
の
の
、
宮
地
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
全
体
に
は
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
8
）　

本
稿
で
指
摘
し
た
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
錯
視
・
混
同
の
諸
様
相
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

は
、
池
田
（
二
〇
一
五
）
に
お
い
て
よ
り
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
行
っ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
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参
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文
献
一
覧
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緑
、
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