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「

新
し
：い
社
会
問
題
：
1 :の
.抬
頭
で
あ
る
と
い
う(

'そ 

し
て
、

> 
H

場
法
が
:「

政
策
主
体
と
産
業
資
本
家
と
-の 

奇
妙
な
'取
引
の
.も
と
にj 

0

一
七
九
頁
：

> 

す
す
め
ら 

れ
、
し
か
も
労
働
組
合
の
組
織
的
連
動
が
欠
如
し
た 

と
こ
ろ
に
成
立
し
た
結
^
、
そ
の
内
容
•性
格
は
'

「

蝉 

の
抜
殼
に
等
し
いj

「

不
目
バ
ル」

さ
れ
た
も
の
で
、
 

「

労
働
渚
保
護」

よ
り
も「

工
場
主
保
護」

の
感
さ 

え
あ
り
、
富
国
強
兵
策
の
一
.環
と
し
て
も
く
.ろ
ま
れ 

た
に
す
ぎ
な
い
と
説
明
す
る
。

.こ
'の
よ
う
な
理
解
に
は
、
著
者
の
社
会
政
策
論
蚁 

根
底
に
横
た
わ
つ
て

し
る
こ
と
は
、
う
ま
で
も
な 

い
。
氏
に
よ
れ
ば「

社
会
政
策
立
法
こ
そ
労
働
者
階 

級
の
闘
爭
の
産
物
で
あ
り
、
資
本
家
階
級
や
政
策
主 

体
の
由
発
的
産
物
で
は
な
い」

ニ
ー 

頁)

の
で
あ 

っ
て
、「

労
働
者
運
動」

こ

そ

、

そ
の
実
.現
の
た
め
め 

.不
可
欠
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ 

う
な
觀
点
が
著
者
に
工
場
法
の
究
明
に
あ
た
っ
て 

も
、
立
法
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
の
成
立
を
必
然
化
す 

る
と
い
う
労
働
若
運
動
に
関
心
を
む
け
さ
せ
る
こ
と 

に
な
り
、
本
書
の
よ
う
な
構
成
を
と
ら
せ
た
も
の
と 

思
わ
れ
る
。

そ
の
労
働
運
動
に
つ
い
'て
は
、「

労
働
組
合
な
き 

労
働
運
動==

近
代
的
労
働
運
動
は
考
え
ら
れ
な
い」 

(

一
四
九
頁)

と
い
う
立
場
か
ら
、
労
働
組
合
期
成 

会
の
成
立(

一
八
九
七
年)

以
前
の
時
期
は
労
働
運

動
の
前
史
と
い
う
理
解
を
な
し
、
本
書
で
も
.「

新
し 

L
社
会
問
題」

と
い
う
性
格
を
も
.
.つ
に
い
.た
る
一
八 

九
七
年
以
降
の
運
動
を
.中
心
に
叙
述
す
る
が
、■そ
れ
. 

も
単
に
運
動
そ
の
も
の
を
追
う
だ
け
で
な
く
、
労
働 

運
動
■も
社
会
主
義
運
動
も
す
ベ
て
工
場
法
制
定
に
結
. 

び
つ
け
る
叙
述
方
法
を
展
開
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
著
者
も
断
0
て
は
い
る
が
、H

 

場
法
の
成
立
■過
程
と
労
働
者
階
級
の
抵
抗
の
相
関
的 

把
握
が
十
分
で
な
い
し
、
そ
の
よ
.う
な
相
互
関
係
を 

分
離
し
て
叙
述
す
る
と
い
.う
著
者
の
姿
勢
自
体
に
疑 

問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
前
述
の
工
場 

法
成
立
の
抽
象
的
論
理
が
具
体
的
分
析
で
十
分
展
開 

さ
れ
ず
に
終
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。
ま
た
氏
は「

社
会
政
策
立
法
を
単
な
る
抵
抗
に 

た
い
す
る
譲
歩
で
は
な
く
、
そ
れ
を$

£

に
政
策
主
体 

の
階
級
的
意
図
が
反
映
し
た
譲
歩」

(

一
二
頁)

と 

考
え
る
と
こ
ろ
か
ら「

政
策
主
体
の
権
力
構
成
を
重 

視
し
た
い」
と
い
い
つ
つ
、
本
書
で
は
そ
の
よ
う
な 

4
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。個

別
的
問
題
で
も
、
幸
徳
秋
水
を
革
命
的
サ
ン
ジ 

カ

リ

ス
ト
と

す
る
規
定
や
.ア
ナ
キ
ズ
.ム
、
サ
ン
ジ
力 

リ
ズ
ム
、
無
政
府
主
義
的
直
接
行
動
論
と
い
う
用
語 

の
使
用
法
、
ま
た
岸
本
氏
の
社
会
政
策
論
が
学
界
の 

「

支
配
的
理
論」

と

い

う

評
価
な
ど
に
も

問
題
が
あ

一
三
四(

一
一
五
八)

る

よ

う

に
思
わ
れ
る
。

；

し
か
し
、以
上
め
よ
う
な

疑
問
が
残
る
と
は
い
え
、
 

本
書
は
こ
れ
ま
で
深
い
研
究
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
エ 

場
法
に
対
し
、
そ
の
成
立
の
社
会
経
済
的
背
景
を
究 

明
し
よ

う

と

し

た

労
作
で
あ
る
こ
と
に
は
.
か
わ
り
は 

な
く
、
今
後
の
研
究
に
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る 

も

の

と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。(

青
木
書
店
•
四
〇 

年 
一
二
月
刊
，
A

5
 

,

三
.五
五
頁• 

一
二
〇
〇
円)

1

小
松
隆
1

T

-

中
村
勝
己
君
学
位
授
与
報
告

報告番号乙？七
六

号 

学
位
の
種
類
経
済
学
博
士

授
与
の
年
月
日
昭
和
四
一
年
一
〇
月
五
日

 

- 

学
位
論
文
題
名
、.

「

ァ
メ
リ
ヵ
資
本
主
義
の
経
済
史
的
考
察」

内容の要旨

「

ァ
.メ
リ
力
資
本
主
義
の
経
済
史
的
考
察」

論
文
要
旨 

i 

.

.

. 

中

村

勝

己

本
論
文
は
ァ
メ
リ
力
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
を
比
較
史
的
に
解
明
し
ょ
う 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず「

産
業
社
会
学」

や

「

企
業
者
史」

の
最
近
の
研 

究
成
果
を
紹
介
し
て
、
ァ
メ
リ
ヵ
資
本
主
義
成
立
期
の
担
い
手
が
、
ィ
ギ
リ
ス 

系
の
ピ
ユ
ー

リ

タ

ン
的「

中

産
的
生
産
者
層」

で
あ
石

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
- 

次
い
で「

宗
教
社
会
学」

的
研
究
も
、
モ
ル
ガ
ン
の
ょ
う
な「

善
慙
の
彼
岸」 

に
立
つ「

徭
済
的
巨
人」

で
は
な
く
、「

市
民
的
中
流
社
会」

.•「

中
流
市
民
的
企 

藥
家」

‘「

中
流
、
殊
に
そ
.の
う
ち
に
あ
っ
て
ま
た
そ
の
う
ち
か
ら
、
向
上
せ
ん 

と
す
る
階
層」

.す
な
わ
ち
興
隆
し
つ
づ
あ
る「

産
業
的

中

産
層」

こ
そ
近
代
主 

義
の
発
展
の
.担
い
手
で
あ
り
、
禁
欲
的
諸
教
派
こ
そ
そ
の
ニ
ー

ト

ス

の

培
養
基 

で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て

い

る

こ
と
を
紹
介
し
た
。

学
位
授
与
報
告

つ
い
で
、
ア
メ
リ
ヵ
を
地
域
的
に
.南

•
中

•
北
部
に
分
け
、
土
地
制
度
と
資 

本
主
義
発
展
と
の
内
的
関
速
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
南
部
で
は「

プ 

ラ
ン
テ

ー

シ

ョ

ン」

と
い
.う
大
規
模
な
奴
隸
経
営
が
多
.<
見
ら
れ
る
故
に
、
そ 

こ
に
は
大
衆
需
要
と
結
び
つ
く
資
本
主
義
的
工
業
は
発
達
し
得
ず
、
イ
ギ
リ
ス 

工
業
の
海
外
市
場
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
中
部
、
と
く
に
北
部
で
は
、「

タ
ゥ 

ン
•

シ

ス

テ

ム」

と
い
う
土
地
制
度
が
い
ち
早

く

採
用
さ
れ
た
た
め
、，31

由
か 

つ
富
裕
な
農
民
層
が
広
汎
に
創
出
さ
れ
た
。
こ
の
農
民
層
の
う
ち
に
混
在
し
た 

手
工
業
者
が
急
速
に
蓄
積
を
重
ね
、
経
営
を
拡
大
し
て
独
立
戦
^
期
か
ら

一九 

世
紀
初
頭
に
は
マ 

>
1

ュ.フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
か
ら
初
期
工
場
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ 

た
。
他
方
こ
の
よ
う
な
生
産
者
型
の
農
村
工
業
の
発
展
に
対
応
し
て
、
ボ
ス
ト 

ン
な
ど
の
仲
継
大
商
業
資
本
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
力
織
機
を
導
入
し
：

一举
に
一 

貫
制
大
工
場
を
建
設
し
た
。
こ
の
後
進
資
本
主
義
国
に
固
有
の
商
業
資
本
の
役 

割
は
そ
の
内
部
に
前
期
性
を
色
濃
く
遗
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
後
進
国
た
る
ド 

イ
ッ
や
日
本
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、構
造
規
定
的
役
割
を
果
し
得
な
か
っ
た
。
 

農
村
エ
業
は
ー
八
ー
〇〜

ニ
〇
年
代
の
苦
_
を
経
て
、
ギ
ル
モ
ア
力
織
機
、
や 

が
て
は
蒸
気
機
関
を
備
え
、
商
人
資
本
型
綿
業
を
！

±
1

倒
す
る
よ
う
に
な
る
。
商 

人
型
綿
業
も

一九
世
紀
半
ば
に
は
そ
の
内
部
構
成
を
改
め
て
行
く
傾
向
を
示 

す
。
こ
う
し
て
、
生
産
者
型
綿
業
は
ま
ず
、
ニ H

!

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
農
村
の 

手
工
業
を
掃
滅
し
、
次
い
で
西
部
を
国
内
市
場
と
し
て
把
握
し
、一

九
世
紀
半 

ば
ま
で
に
.は
南
部
さ
え
も
自
己
の
市
場
に
く
み
込
む
よ
う
に
な
る
。
南
北
戦
学 

は
こ
う
し
た
北
部
産
業
資
本
の
要
求
を
示
す
の
.で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
ア
メ
リ
ヵ

資
本
主
義
な
い

し

市

民

社

会

の
勤
労
生 

産
者
的
性
格
を
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

'

ニ
ニ
五(

ニ
五
九)



:

審
査
.報
告
要
旨

慶
應
義
塾
大
学
専
任
講
師(

経
済
学
部)

〗

中
村
勝
己
君
の
学
位
請
求
論
文
は 

「：

ア
メ
リ
ヵ
資
本
主
義
の
経
済
史
的
研
究」

と
題
し
、

A

5
版

三

.一
四
頁
の
も 

の
で
：あ

る。
.
.

本
論
文
は
序
論
、
第
一
編「

南
部
及
び
中
部
の
経
済
構
造」

、
.，第
二
編「

1

一
 

ユ
ー
•
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
'植
民
地
の
経
済
構
造」

、
第
三
編「

ア
メ
リ
ヵ
産
業
革 

命」

よ
り
成
る
。

.
ま
ず
第
一
編
に
お
い
て
、
著
者
は
南
部
に
お
け
る
煙
草
、
■ 
-'
米
、
藍
、
お
よ
び
. 

棉
花
と
い
ぅ
重
要
農
作
物
の
生
産
を
め
ぐ
る

社
会
関
係
、
.す
な
わ
ち
プ
ラ
ン
タ 

丨
と
不
自
由
労
働
力
と
の
関
係
な
ら
び
に
土
地
制
度
を
解
明
し
、
こ
の
社
会
関 

係
が
.あ
る
以
上
、
一•
八
四
〇
年
代
以
降
あ
ら
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る「

南
部
の
産
業 

革
命」

は
南
部
社
会
.の
内
部
か
ら
近
代
的
社
会
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き 

な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
つ
い
で
.著
者
は
中
部
の
ぺ
ゾ

シ
ル
ヴH

ィ
ニ
ヤ
お
よ 

び
ニ
ユ
ー
•
3丨
ク
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
の
発
展
と
解
体
の
分
析
に
移
る 

が
、
ア
メ 

U
力
の
独
立
の
際
の
王
党
派
財
産
の
没
収
、
処
分
に
よ
る
地
主
制
の 

解
体
が
土
地
改
革
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
•に
.は
、
農
民
的
貨
幣
経
済
の
展
開
が 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
お
り
、
こ
の
中
部
地
域
で
も
近
代
的
社
会

関
係
の
形 

成
は
‘お
く
れ
た
と
立
論
す
る
。

、
残
る
北
部
地
域
に
つ
い
て
の
検
討
を
、
著
者
は
第
二
、
第
三
編
で
お
こ
な 

い
、
ま
ず
ニ H —

 
•

ィ

ン
グ
ラ
ン
ド

の
土
地
制
度
H

「

タ
ゥ
ン
•

シ
ス
テ
ム」 

を
分
析
し
、
つ
い
で
一
七
九
〇
年
代
と
一
八
ニ
〇
年
代
の「

タ
ゥ
ン
•
シ
ス

テ 

ム」

下
の
農
民
層
分
解
の
潜
在
化
を
述
べ
た
の
ち
、
植
民
地
時
代
以
来
の
小
農

r'
ニ
六 

ニ 

エ
ハ9 .
.

経
営
の
.
.不
可
.欠
の
補
充
分
と
し
て
の
^
内
^
産
の

消

減

の

事

情

に

蝕

れ

、
•
そ
の 

消
減
が
工
場
制
工
業
の
発
展
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
次
に
、

-.
ス
レ

イ

タ
ー
エ• 

場」

に
よ
っ
，て
.代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る「

.ロ

ー
ド
•
ア

イ

ラ
ン
ド
型
エ
_」

の 

#
質
を
解
明
、
第
一
一
次
英
米
戦
争
後
の
イ
ギ
リ
ス
商
品
の
競
#
-に
よ
っ
て
、
こ 

の
型
の
綿H

場
は
大
部
分
閉
鎖
さ
れ
た
，
が

、
•
し
か
し
二
十
年
代
以
後
勃
興
す
る 

綿
工
場
に
対
し
て
す
く
な
か
.ら
ず
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
点
を
強
調
し
、
こ 

こ
で
は
ポ
ス
ト
ン
商
業
資
本
の
水
利
地
へ
の
大
規
模
な
投
資
が
見
ら
れ
な
か
.-? 

た
た
め
、
や
が
て力

！
！

機
と
蒸
気
機
関
を
い
ち
早
く
採
用
し
て
、
ボ
ス
ト
ン
系 

綿
業
を
逆
に
凌
駕
す
る
こ
と
が
出
来
た
点
を
指
摘
し
て
1>
る
。
そ
し
て
こ
の
ニ 

ュ
I 
•
イ
ン
グ
ラ
ン

ド

の
南
部
の
！
！
工
場
.で
は
，小
生
産

者

型

、

小
生
産
者
と
商 

業
資
本
と
の
結
合
型
の
両
者
の
優
越
が
特
徴
で
あ
?)
.と
結
論
す
る
。

■

.

.こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ユ
ー
.イ
ン
グ
一

ブ
ン
ド
の
北
部
で
は
ボ
ス
ト
ン
商
業
資 

本
の
投
資
に
よ
る
大
規
模
綿
業
、
い
わ
ゆ
る「

ゥ
ォ
ル
サ
ム
型」

綿
工
場
が
発 

展

し

た
,°
こ
れ
ら
ボ
ス
ト
ン
系
綿
業
会
社
は
投
機
的
不
動
産
部
門
を
内
包
し
て 

い
る
し
、
不
在
所
有
者
的
•
利
子
収
得
者
的
性
格
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
技
術 

導
入
に
関
し
て
も
必
ず
し
.も
常
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
指 

摘
し
た
の
ち
、
こ
の
種
の
綿
業
資
本
は
ア
メ
リ
カ
産
業
革
命
の
構
造
規
定
者
と 

は
い
え
な
い
と
論
断
す
る
。
け
だ
し
、
商
業
資
本
が
綿
工
場
の
設
立
に
際
し
て 

投
資
さ
れ
る
場
合
、
自
生
的
展
開
は
ゆ
が
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
最 

後

に「

ア
メ
リ
カ
農
村
工
業
の
展
開」

の
章
の
下
に
、
仲
介
商
業
資
本
が
投
資 

さ
れ
ず
、
生
産
者
型
の
農
村
工
業
が
自
生
的
に
成
長
し
て
来
る
例
と
し
て
、
コ 

ネ
テ
.ィ
カ
ッ
ト
西
部
お
よ
び
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
西
部
の
一
一
つ
の
農
村
に
お
け 

る
工
業
の
展
開
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
種
の
農
村
工
業
こ
そ
近
代
資
本
主
義
の

原
型
で
あ
つ
た
と
す
る
ひ

か
く
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
ひ
発
展
の
鉴
本
線
は
、
世 

俗

内

禁

欲

の

宗

教

規

範

の

下

に

あ

，っ

た

1.1

ユ
ー
•
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
タ
ウ
ン
の 

内
部
に
お
け
る
社
会
的
分
業
の
展
開
に
よ
っ
て

生
じ
た
タ
ウ
ゾ

の
分
解
を
媒
介 

と
し
て
、
そ
の
中
か
ら
経
営
■を
徐
々
に
拡
大
し
て
く
る
資
本
主
義
的
農
業
お
よ 

び
工
業
の
経
営
者
と
、
か
ら
て
の
タ
ウ
ン
■の
仲
間
に
履

傭

さ
れ
て
ゆ
く

賃

労

働 

渚
と
の
両
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、「

繁
栄
せ
る 

農
業
の
上
に
立
っ

H

業
の
繁
张

」

.

(

ハ
ミ
ル
ト
ン)

、

「

農
業
の
末
裔」

と
し
て 

の
工
業(

ス
ミ
ス)

、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
の
骨
骼
で
あ
り
、
仲
継
貿
易 

資
本
や
地
主
層
、
あ
る
い
は
南
部
プ
ラ
ン
タ
ー
層
は
、
産
業
本
命
の
構
造
規
定 

渚
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。
.

以
上
の
中
村
嵙
の
研
究
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
を
、

概
説 

的
に
叙
述
す
る
と
こ
ろ
にEI

的
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
問
題
意
識
と
、
方
法
論 

的
街
覚
と
に
支
え
ら
れ
て
、
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
な
い
し
国
民
的
類
型
と 

い
う
観
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
を
実
証
的
に
検
討
せ 

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
著
者
の
問
題
意
識
、
方
法
論
的
自
覚
と
は
、
本 

論
文
の
序
論
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本「

近
代」

社
会
へ
.の
関
心 

を
中
心
課
題
に
す
え
、
そ
の
解
明
の
た
め「

西
洋
近
代
社
会
と
は
何
か」

と
い 

う
l:
n
題
提
起
か
ら
、
西
洋
近
代
社
会
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
史
実
を

土
台
と
し 

て
、
各
国
に
お
け
る
資
本
主
義
.の
成
立
、
展
開
に
み
ら
れ
る
構
造
的
特
質
な
い 

し
国
民
■的
類
型
を
、
い
わ
ば「

比
較
経
済
.史
的」

に
把
握
す
る
こ
と
.

が
必
須
で 

あ
.る
と
、.
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
.の
問
題
意
識
お
よ
び
方 

法
論
的
街
觉
は
、
マ
ク
ス
*
ウ
エ
パ
ー
の
理
論
、
と
く
に

宗
教
社
会
学

的
領
^

学
位
授
与
報
告 

_

に
お
い
て
示
し
た
ゥ
エ
バ
ー
の
理
論
に
負
う
と
こ
ろ
き
わ
め
て
多
大
で
あ
り
、
 

さ
ら
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
ゥH

パ
ー
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
摂
取
し
つ 

つ
研
究
を
展
開
し
て
い
る
経
済
史
家
の
研
究
に
食
う
て
い
る
の
\c.
あ
っ
て
、
こ 

れ
ら
理
論
を
指
針
と
し
な
.が
ら
も
、
な
お
著
者
は
、
従
来
の
研
究
者
が
そ
の
研 

究
に
あ
た
っ
て
使
用
し
た
原
資
料
や
未
使
用
の
資
料
等
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ 

を
仔
細
に
再
検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
忘
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し 

ろ
積
極
的
に
、
こ
の
困
難
な
作
業
に
多
く
の
労
力
を
投
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
 

本
論
文
の
行
文
か
ら
明
ら
か
_に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
史
観
や
史
的
方
法 

論
が
相
違
す
る
に
従
い
、
問
題
意
識
や
検
証
の
方
法
等
に
相
違
を
き
た
す
こ
と 

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
こ
に
示
さ
れ
る
結
果
に
は
著
し
い 

相
違
が
坐
れ
る
。
マ
ク
ス
•
ゥ
工
パ
I
的
史
学
方
法
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で 

論
争
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
R 

• 

H 
•
ト
ー
二
ー
と 

ゥ
エ
バ
ー
と
の
論
^
の
ご
と
く
、
異
っ
た
史
観
に
立
つ
限
り
異
論
も
存
す
る
で 

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
少
く
と
も
今
日
に
お
い
て
は
そ
れ
を
無
祝
す
る
こ
と
は 

出
来
ず
、
' む
し
ろ
積
極
的
に
多
く
の
も
の
を
学
び
う
る
も
の
の
あ
'る
こ
と
を
思 

う
に
つ
け
、
本
論
文
に
お
け
る
著
者
の
問
題
意
識
と
方
法
論
的
自
覚
と
英
証
的 

検
討
べ
の
努
力
は
高
べ
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
ゆ
た
か
な
具
体
性
を
持 

ち
つ
つ
、
ア

メ

リ

ヵ

資
本
主
義
の
成
立
の「

類
型
化」

は
ほ
ぼ
成
功
し
て
い
る 

も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
村
君
の
研
究
！
お
い
て
指
摘
し
う
る
第
二
の
特
徴
は
、
ア
メ
リ
ヵ
に
お
け 

る
資
本
主
義
の
成
立
を「

類
型
的」

に
把
握
せ
ん
と
す
る
た
め
、
資
本
制
生
産 

に
先
行
す
る
社
会
の
諸
階
層
の
中
よ
り
如
何
な
る
社
会
層
が
近
代
的
社
会
関
係 

を
形
成
し
た
か
に
つ
い
て
、

生
産
力
の
担
い
手
の
社
会
経
済
的
存
在
形
態
に
即

.
 

一
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し
て
.、
資
本
制
生
産
の
推
進
的
要
因
を
究
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場 

合
、
著
者
は
ア
メ
リ
カ
を
南
部
、
中
部
、
北
部
と
地
域
的
に
区
分
す
る
が
、
こ 

の
地
域
性
を
確
宠
す
る
莲
腐
と
し
て
、
資
本
制
社
会
に
先
行
す
る
社
会
に
お

け 

る
農
業
I
土
地
制
度
、
そ
こ
に
発
生
す
る
農
業
丨
土
地
問
題
の
実
態
、
そ
の
解
，
 

決
の
仕
方
、：
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
農
業
生
産
の
在
り
方
、
農
民
層
の
分
解
と
い 

ぅ

「

農
業—

土
地
問
題

」

を
基
礎
に
す
え
て
お
り
、
こ
れ
と
の
関
速
に
お
い 

て
、
資
本
主
義
の
成
立
を
類
型
的
に
把
握
す
る
。
こ
の
面
に
お
け
る
著
者
の
実 

証
的
研
究
は
、
今
日
ま
で
定
説
と
考
え
ら
れ
て
い
た
幾
つ
か
の
問
題
に
新
し
い 

光
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
一
層
深
い
把
握
に
徹
す
る
こ
と
に 

な
っ
て
■い
る
。
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
農
業—

土
地
問
題
の
展
開
を
、
ョ
ー
ロ
ッ 

パ
と
く
に
ィ
ギ
リ
ス
の
重
商
主
義
的
政
策
、
質
易
の
展
開
と
の
関
連
に
お
い
て 

把
握
す
る
努
力
も
ま
た
忘
れ
て
は
い
な
い
。

要
す
る
に
、
.ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
を
解
明
せ
ん
と
し
た
.本 

論
文
は
、
今
日
ま
で
国
内
国
外
に
お

い

て
発
表
さ
れ
て
き
た
ア

メ
リ
力
経
済
史 

学
の
成
果
を
、広
く
、批
判
的
に
摂
取
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
研
究
の
土
台 

と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
趴
罾
料
を
綿
密
に
禅
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過 

去
の
研
究
成
果
に
新
し
い
光
を
投
げ
ん
と
す
る
野
心
的
労
作
で
あ
る
。
た
だ
望 

蜀
の
念
を
懐
く
と
す
れ
ば
、
本
論
文
第
三
編
第
二
章「

ア
メ
リ
カ
産
業
革
命
史 

研
究
に
お
け
る
問
題
の
所
在」

を
、
著
者
の
意
図
す
る
問
題
の
展
開
と
つ
な
げ 

て
、
こ
れ
を
本
論
文
の
結
論
と
し
た
な
ら
ば
、
著
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
一 

層
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
ぅ
が
、

こ
の
論
文
構
成
に
関
す
る
問
題
は
い
ま 

こ
れ
を
措
き
、
本
論
文
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
の
成
立
に
関
し
て
多 

大
の
说
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
く
、
こ
の
点
か
ら
し
て
こ
の
分
野

一
三
八(

一
一
六
ニ)

の
研
究
者
に
極
め
て
多
く
の
.示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
 

よ
っ
て
、
経
済
学
博
士
の
学
位
授
与
に
充
分
値
す
る
も
.の
と
認
め
る
も
の
で
あ 

る
。
：

論
文
審
査
■担

当

若

主

杳

高

村

象
平 

r 

副奄島崎隆夫

〃 

川
田
寿

.

試
験
の
結
果
の
要
旨

右
、
学
位
申
請
に
関
速
し
、
過
去
に
お
け
る
同
君
の
業
辕
を
検
討
い
た
し
た 

結
果
、
大
学
院
博
士
課
程
の
.終
了
者
と
同
等
以
上
の
学
識
を
有
す
る
も
の
と
確 

認
い
た
し
ま
す
。

試験担当者高木寿一
 

遊部久.
蔵

.
，
矢
内
原
勝
君
学
位
授
与
報
告

報告番号乙第

.

I

七
七
号

 

学位の種類経済学博士 

授
与
の
年
月
日
昭
和
四

一

年

1
0月
五
日 

学

位

論

文

題

名「

低
開
発
国
の
輸
出
と
経
済
開
発」

内容の要旨

「

低
開
発
国
の
輸
出
と
経
済
開
発」

論
文
要
旨
：

矢

内

原

勝

今
日
の
低
開
発
国
は
，
ほ
と
ん
ど
が
か
づ
て
は
西
欧
列
強
の
植
民
地
で
あ
っ 

た
。
し
.た
，が
っ
て
独
立
後
の
開
発
計
画
実
施
に
際
し
て
、
植
民
地
時
代
の
：歷
史 

的
遗
産
で
あ
る
輸
出
経
済
構
造
と一

ー
逍
経
済
構
造
を
与
件
と
し
な
け
れ
.ば
な
ら 

な
い
。
開
発
を
進
め
る
に
は
投
資
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
資
本
財
を 

輸
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
可
能
に
す
る
輪
出
は
伝
統
的
な
第
一
次 

商
品
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
。

こ
5
し
て
投
資
の
増
加
に
は
輸
出
額
の
増
加 

と
、.
そ
れ
に
見
合
っ
た
貯
蓄
の
増
加
を
政
府
の
手
中
に
吸
引
す
る
こ
と
が
必
要 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
一
.次
商
品
輸
出
は
不
振
で
あ
り
、
そ
の
た
.め
植
民
地
時 

代
の
輸
出
超
過
は
消
失
し
、
国
，際
収
支
は
不
均
衡
と
な
り
、
外
国
援
助
が
重
要 

な
意
!^
-
を
も
..つ
ょ
ぅ
に
.な
る
。

本
論
文
は
以
上
の
論
理
を
、
主
と
し
て
ィ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
、
ガ
ー
ナ
の
実
例 

を
も
っ
て
明

ら

か

に

し

よ

ぅ

と

す

る

も
の
で
あ
る
。

.審
査
報
告
要
旨

.
主
論
文「

低
開
発
国
の
輸
出
と
経
済
開
発
1-
'

本
書
は
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
十
'余
の
論
文
を
基
礎
と
し
て
、
主
と 

し
て
イ
ン
ド
、

ビ
ル
マ
、
お
よ
び
ガ
ー
ナ
の
経
済
を
中
心
に
、
主
題
の
観
点
か 

ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

学
位
授
与
.報告

序
文
に
も
こ
と
わ
っ
て
あ
る
と
お
り
、
本
書
は
主
題
に
つ
い
て
の
包
括
的
か 

つ
理
論
な
研
究
と
い
う
ょ

P

は
、
む
し
ろ
上
記
三
力
国
を
中
心
と
し
た
、
低 

開
発
国
経
済
の
ヶ
ー
ス•

ス
タ
デ
ィ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
観
点 

に
立
，つ
か
ぎ
り
、
本
書
は
き
わ
め
.て
綿
密
細
心
の
実
態
分
析
を
展
開
し
て
お 

り
、
著
者
の
並
.々
な
ら
ぬ
努
力
を
明
瞭
に
観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

.全
体
は
九
個
の
章
か
ら
成
り
、
本
書
の
性
格
か
ら
し

て

も

、

そ
れ
は
半
ば
独 

立
し
た
：論
文
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
•
第
一
章
は

「

低
開
発
国
の
概
念
と
指 

標」

と
.い
う
、
む
し
ろ
本
書
の
序
論
に
当
る
も
の
.で
、
.低
開
発
国
の
定
義
、
経 

済
発
展
，の
指
標
に
づ
い
て
の
従
来
の
各
種
の
見
解
が
ソ
ッ
な

く

紹
介
さ
れ
て

い 

■る
。：
 

,

第
一
一
章
は「

植
民
地
の
独
立
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム」

で
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ 

ズ
ム
の
解
明
に
つ
い
て
、
各
国
の
植
民
政
策
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
簡
単
な 

展
望
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。

第
三
章
は「

輸
出
経
済
構
造」

を
ビ
ル
マ
と
ィ
ン
ド
と
の
比
較
の
上
に
求 

め
、
両
国
の
国
際
分
業
の
形
態
を
論
じ
て
お

り

、

輸
出
経
済
の
成
立
に
関
し
て 

は
比
較
優
位
説
的
な
理
論
は
役
立
た
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
著
者
は
か
か
る
理 

論
的
興
味
を
本
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
注
い
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で 

も
在
来
の
理
論
に
ょ
る
上
す
ベ
り
の
分
析
に
終
ら
ず
、
終
始
実
態
に
即
し
た
分 

析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
.

つ
づ
く
第
四
章「

ニ
蜇
経
済
構
造」

は
、
本
書
の
な
か
で
著
者
が
も
っ
と
も 

理
論
的
な
展
開
を
こ
こ
ろ
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
第
三
章
と
.は
逆
に
、

一
一
重
経
済
が
.
.い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
存
続 

す
る
か
を
究
明
し
、
従
来
の
経
済
学
的
ア
ブ
口
ー
チ
を
批
判
し
、
結
局
、
非
経

一
三
九(

ニ
六
三)


