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権
力
の
不
快
な
ね
じ
れ

─
─「
陰
謀
論
」論
序
説

C
riticism

─
─
全
体
主
義
の
指
導
者
は
普
通
の
意
味
で
の
デ
マ
ゴ
ー
グ
で
は
な
い

し
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
「
カ
リ
ス
マ
指
導
者
」
で
も
断

じ
て
な
い
。
彼
ら
が
ぬ
き
ん
で
て
い
る
点
は
、
事
実
と
対
立
す
る
完
全

な
虚
構
の
世
界
を
築
く
に
適
切
な
要
素
を
既
成
の
イ
デ
オ
ロ
オ
ギ
ー
か

ら
選
び
出
す
、
過
た
な
い
確
か
さ
な
の
で
あ
る
。（
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト

『
全
体
主
義
の
起
原
』）

１
．「
陰
謀
論
」を
考
え
る

「
Ｑ
ア
ノ
ン
」
を
中
心
と
す
る
ト
ラ
ン
プ
支
持
者
が
引
き
起
こ
し
た
ア
メ
リ

カ
議
会
議
事
堂
襲
撃
事
件
（
二
〇
二
一
年
一
月
六
日
）
は
記
憶
に
新
し
く
、

陰
謀
論
が
と
き
に
異
常
な
妄
想
を
伴
っ
て
社
会
を
攻
撃
す
る
事
実
を
改
め
て

実
感
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
受
け
て
「『
陰
謀
論
』
の
時
代
」
を
特

集
に
据
え
た
『
現
代
思
想
』
五
月
号
に
お
い
て
は
、
哲
学
や
社
会
学
、
宗
教

学
か
ら
科
学
史
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
「
陰
謀
論
」
論
が
一
挙
に
集
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
の
石
戸
諭
氏
の
論
考
（「
陰
謀
論
者
の
「
不
安
」」）

は
同
掲
載
誌
の
な
か
で
も
稀
に
見
る
酷
い
記
事
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
こ
の

石
川
洋
行

論
考
は
巷
間
「
陰
謀
論
」
を
巡
る
言
説
の
パ
タ
ー
ン
、
そ
の
語
り
方
の
特
徴

を
い
く
つ
か
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
却
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な

論
点
を
逆
立
し
た
形
で
提
起
し
て
く
れ
て
も
い
る
。
従
っ
て
、
当
該
論
考
を

主
な
出
発
点
と
し
て
、
巷
間
語
ら
れ
て
い
る
「
陰
謀
論
」
と
そ
の
語
ら
れ
方

の
問
題
点
の
双
方
を
検
覈
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
形
で
「
陰
謀
論
」
が
社

会
に
問
い
か
け
る
問
題
系
の
綾
に
踏
み
入
る
こ
と
が
本
稿
の
役
割
で
あ
る
。

先
に
「
稀
に
見
る
酷
い
記
事
」
と
書
い
た
の
は
、
論
証
が
全
く
成
立
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
石
戸
論
考
は
右
派
論
客
と
陰
謀
論
と
の
親
和
性
を
論

じ
た
も
の
だ
が
、
百
田
尚
樹
のTrum

pism

を
論
じ
る
条
り
で
石
戸
は
以

下
の
よ
う
な
引
用
を
行
っ
て
い
る
。

今
、
あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
彼
ら
の
不
安
は
何
に
起
因

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
私
が
取
材
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
要
因
が
第

一
に
台
頭
す
る
「
中
国
」
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
ル
ポ 
百
田
尚
樹
現
象
─
─
愛
国
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
現
在
地
』（
小
学
館
、

二
〇
二
〇
年
）
の
取
材
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
百
田
は
私
の
前
で

堂
々
と
こ
う
語
っ
て
い
た
。

時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

彼
が
ト
ラ
ン
プ
に
し
が
み
つ
い
た
理
由
も
こ
の
発
言
か
ら
読
み
取
れ
る
。

結
局
、
右
派
論
客
の
多
く
は
、
ト
ラ
ン
プ
が
中
国
に
対
し
て
強
い
態
度
を

取
れ
る
唯
一
無
二
の
大
統
領
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
自
ら
の

不
安
を
解
消
し
て
く
れ
る
相
手
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
を
強
め
た
の
だ
。（
＊
１
）

百
田
の
発
言
を
含
む
本
引
用
箇
所
に
は
、
石
戸
氏
自
身
の
記
述
や
調
査
倫

理
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
巷
間
「
陰
謀
論
」
に
つ
い
て
語
る
語
り
、
筆
者

が
「
陰
謀
論
の
他
者
的
切
り
離
し
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」
と
よ
ぶ
言
説
的
貧
困
と
そ
の
問
題
点
が

顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
点
を
ま
ず
整
理
し
て
お
こ
う
。

（
１
）
論
証
の
手
続
き
の
無
視
。
一
読
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
引
用
箇
所
か

ら
百
田
の
中
国
脅
威
論
を
引
き
出
す
の
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
。
百
田
の
発

言
自
体
は
典
型
的
な
「
転
向
者
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
政
治
的
立
場
の
表
明
と

し
て
そ
こ
ま
で
突
飛
な
主
張
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
読
め
ば
か
な

り
整
然
と
し
た
発
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
戸
論
考
は
こ
の
発
言
か
ら
強
引

に
中
国
脅
威
論
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
不
適
切
な
引
用
に
よ
る
結
論
あ
り

き
の
飛
躍
は
、
言
論
を
担
う
者
と
し
て
の
素
質
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の

で
あ
り
、
エ
ッ
セ
イ
調
の
本
寄
稿
は
研
究
論
文
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、『
現

代
思
想
』
誌
へ
の
掲
載
文
章
と
し
て
は
致
命
的
で
あ
る
。

（
２
）
社
会
集
団
に
対
す
る
不
適
切
で
粗
雑
な
比
較
。
当
該
論
考
は
右
派
と

陰
謀
論
と
の
親
和
性
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
論
考
後
半
部
に
お
い

て
唐
突
に
「
加
え
て
指
摘
す
れ
ば
」
と
前
置
き
さ
れ
て
、
左
派
系
陰
謀
論
な

る
も
の
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
、「
右
派
も
左
派
も
結
局
同
じ
穴
の
貉
」
と
い

う
結
論
が
強
引
に
導
か
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
百
田
尚
樹
や
甘
利
明
の
よ

いしかわ・ひろゆき　1988年生まれ。刈谷高校・
東京大学教養学部（表象文化論）卒、同大学院教
育学研究科単位取得退学。専門は社会学史・消
費社会論。現在八洲学園大学他非常勤講師、共著
に『共感覚から見えるもの』（北村紗衣編、勉誠出
版、2015年）、主論文に「ボードリヤールと生権力
論」（『研究室紀要』41号、2015年）、「アイロニー
に抗する〈主体〉」（『ソシオロゴス』39号,2015年）、
「モースにおける競覇型贈与の社会学史的検討」
（『社会学史研究』41号、2019年）などがある。

　
　僕

は
も
と
も
と
政
治
的
な
人
間
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
政
治
は
嫌

い
で
す
。（
自
伝
的
小
説
）『
錨
を
上
げ
よ
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）

の
主
人
公
は
左
翼
も
右
翼
も
嫌
い
で
し
ょ
。
僕
と
似
て
い
て
、
全
部
嫌

い
な
ん
で
す
。
僕
は
昭
和
三
十
一
年（
一
九
五
六
年
）の
生
ま
れ
で
す
が
、

育
っ
て
い
く
中
で
、
自
民
党
政
権
で
は
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
や
ら
、
官
僚

の
腐
敗
や
ら
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
左
翼
は
「
世
界
同
時
革
命
」
だ
と
か
よ

く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
、
運
動
を
し
て
い
る
。
愚
か
し
い
も
の

だ
と
思
っ
て
み
て
い
ま
し
た
。
今
に
な
っ
て
振
り
返
れ
ば
、
日
本
は
国

内
問
題
だ
け
考
え
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
時
代
で
し
た
。

当
時
、
中
国
は
発
展
途
上
国
で
し
た
し
、
ソ
連
は
衰
え
て
い
く
過
程

で
、
北
朝
鮮
も
ミ
サ
イ
ル
な
ん
て
持
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
韓
国
も
ど

う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
今
は
ど
う
で
す
か
。
日
本
周
辺
は
き
な
臭
い
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し
、
不
公
正
な
決
定
や
隠
蔽
工
作
、
不
作
為
に
よ
る
棄
民
を
行
う
場
合
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、「
大
き
な
力
」
は
妄
想
ど
こ
ろ
か
現
に
実
在
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
丁
寧
に
弁
別
判
断
し
な
い
限
り
、
そ
れ
が
陰
謀

論
か
疑
念
不
信
か
現
実
的
な
批
判
な
の
か
は
俄
か
に
断
定
し
づ
ら
い
。「
陰

謀
論
」
と
い
う
安
易
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
権
力
関
係
を

認
知
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

あ
る
発
想
が
陰
謀
論
か
、
そ
れ
と
も
権
力
の
問
題
行
為
に
起
因
す
る
正
当

な
不
信
な
の
か
、
そ
の
判
断
は
む
つ
か
し
い
。
加
え
て
、
現
代
特
有
の
問
題

と
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
「
ネ
タ
ツ
イ
」
の
よ
う
に
、
滑
稽
な
陰
謀
論
を
擬
態

し
面
白
お
か
し
く
演
じ
る
ネ
ッ
ト
カ
ル
チ
ャ
ー
も
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
陰

謀
論
を
論
じ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
微
妙
な
意
味
判
断
の
綾
を
腑
分
け
し
な

が
ら
、そ
の
も
の
が
も
つ
社
会
的
意
味
を
考
え
る
営
み
に
他
な
ら
な
い
。
Ｎ
・

ル
ー
マ
ン
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
陰
謀
論
／
正
当
な
不
信
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
振
り
分
け
の
境
界
線
は
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
を
発
言

者
の
属
性
や
集
団
、
メ
デ
ィ
ア
形
式
の
特
性
等
に
留
意
し
注
意
深
く
見
極
め

る
作
業
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
陰
謀
論
を
「
妄
想
に
駆

ら
れ
た
危
険
な
人
々
」
と
し
て
他
者
化
し
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
置
く
だ
け

で
は
、
決
し
て
見
え
て
こ
な
い
。「
陰
謀
論
」
の
化
粧
用
語
的
濫
用
を
排
し
、

そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
問
い
か
け
る
穴
を
塞
ぐ
こ
と
な
く
、
そ
の
問
い
を
踏
み

分
け
て
先
へ
至
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
問
い
で
あ
る
。

２
．不
安
は「
現
実
へ
至
る
穴
」で
あ
る

陰
謀
論
は
し
ば
し
ば
個
人
の
妄
想
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ス
テ
リ
ー
や
統
合
失
調

症
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、「
大
き
な
力
が
世
界
を
操
っ
て
い
る
」

「
総
理
大
臣
が
私
を
見
て
い
た
」「
体
内
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
埋
め
込
ま
れ
た
」
等
の

妄
想
は
統
合
失
調
症
患
者
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
訴
求
症
状
で
あ
り
、
こ
れ
ら

う
な
陰
謀
論
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
例
証
は
全
く
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
批
判
方
法
は
控
え
め
に
言
っ
て
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。

（
３
）
事
実
判
断
を
ぼ
や
か
し
た
、
だ
ら
し
な
く
冗
長
な
論
述
の
展
開
。
そ

れ
は
先
の
引
用
の
「
結
局
」
や
「
加
え
て
指
摘
す
れ
ば
」
と
い
っ
た
語
用
に

凝
縮
さ
れ
た
形
で
顕
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
結
果
的
に
あ
あ
で
も
な
い
、
こ

う
で
も
な
い
と
曖
昧
に
引
っ
張
っ
て
お
い
て
突
然
自
分
の
結
論
に
突
然
落
と

し
こ
む
行
論
展
開
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
曖
昧
に
解
像
度
を
低
め
て
ポ
エ

テ
ィ
ッ
ク
に
語
る
記
述
姿
勢
は
、
本
人
の
『
リ
ス
ク
と
生
き
る 

死
者
と
生

き
る
』（
亜
紀
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
に
も
同
様
に
確
認
で
き
る
。

（
４
）
引
用
部
か
ら
示
唆
さ
れ
る
と
お
り
、
読
者
に
対
す
る
石
戸
氏
の
関
係

が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
（
百
田
）
に
つ
い
て
「
ボ
ク
知
っ
て
る
よ
」
と
い

う
語
り
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
。
確
か
に
百
田
の
発
言
は
、
本
人
の
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
差
別
煽
動
に
ま
み
れ
た
暴
言
を
知
る
読
者
に
と
っ
て
は
意

外
性
が
あ
り
、
新
た
な
気
づ
き
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
当
該
論
考

で
は
、
論
証
に
必
要
な
手
続
き
を
す
っ
と
ば
し
、
発
言
が
論
考
中
に
適
切
に

根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
読
者
は
戸
惑
う
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
語
り
は
後
段
の
甘
利
明
に
よ
る
日
本
学
術
会
議
に
関
す
る
虚
偽
情
報
の

発
信
の
件
に
関
し
て
も
同
様
に
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
は
「
少
な
く
と
も
、

甘
利
は
永
田
町
の
評
価
は
決
し
て
低
く
は
な
い
政
治
家
だ
。
私
が
か
つ
て
所

属
し
て
い
た
『
毎
日
新
聞
』
な
ど
リ
ベ
ラ
ル
系
メ
デ
ィ
ア
〔
筆
者
註
：
？
〕

の
記
者
か
ら
も
、
ベ
テ
ラ
ン
官
僚
か
ら
も
一
目
置
か
れ
て
い
た
。」（p.113

）

と
い
う
、
命
題
の
検
討
と
は
関
係
な
い
個
人
的
主
観
が
挿
入
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
属
人
的
な
権
威
に
訴
え
か
け
て
事
実
判
断
を
誤
魔
化
そ
う
と
す
る
点
で
、

陰
謀
論
が
跋
扈
す
る
前
提
を
準
備
す
る
態
度
と
い
え
る
（
＊
２
）。
こ
れ
ら
は
、

確
か
に
著
者
の
取
材
に
よ
っ
て
知
り
え
た
知
見
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い

に
は
陰
謀
論
的
発
想
と
の
近
似
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
精
神
分
析
の
語
を

借
り
て
い
え
ば
偏
執
症
的
妄
想
（
パ
ラ
ノ
イ
ア
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
に

は
、
陰
謀
論
研
究
の
古
典
で
あ
る
Ｒ
・
ホ
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
政

治
に
お
け
る
パ
ラ
ノ
イ
ド
・
ス
タ
イ
ル
』（
一
九
六
五
）で
名
付
け
ら
れ
た「
偏

執
症
的
様
式
」（the Paranoid Style

）
に
端
を
発
す
る
も
の
で
、
既
に
本

書
で
は
「
イ
ル
ミ
ナ
テ
ィ
」
の
陰
謀
告
発
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
＊

４
）。
も
っ
と
も
、
ホ
フ
ス
タ
ッ
タ
ー
自
身
は
こ
の
用
語
借
用
は
あ
く
ま
で

比
喩
で
あ
り
、
そ
こ
に
病
理
学
的
な
意
味
合
い
は
な
い
と
明
言
し
て
い
た
し
、

そ
の
後
の
研
究
進
展
に
伴
っ
て
、
病
理
学
的
解
釈
の
も
つ
政
治
性
や
そ
の
一

面
的
な
断
定
に
は
異
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
（
＊
５
）。
筆
者
と
し
て
も
、
前
段

で
述
べ
た
通
り
、
陰
謀
論
を
単
に
排
除
封
印
す
る
よ
う
な
態
度
に
与
す
る
こ

と
は
敢
然
と
拒
否
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
陰
謀
論
が
社
会
問
題
化
さ

れ
る
と
き
、
そ
こ
で
は
「
妄
想
の
集
団
化
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
精
神
医
学
、
殊
に
精
神
分
析
の
知
見
を
借

り
て
理
解
の
礎
と
す
る
こ
と
は
未
だ
妥
当
な
方
法
で
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な

ら
、
精
神
分
析
は
個
人
の
神
経
症
／
精
神
病
の
背
後
に
言
語
や
権
力
と
い
う

社
会
要
因
を
透
か
し
て
見
る
こ
と
で
、
個
人
と
社
会
を
統
合
的
に
み
る
力
動

的
な
理
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
精
神
分

析
の
概
念
を
参
考
に
、
陰
謀
論
的
思
考
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
機
序
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。

い
わ
ゆ
る
陰
謀
論
の
根
底
に
は
、「
遠
く
に
あ
る
は
ず
の
も
の
が
近
く
に

あ
る
（
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
）」
と
い
う
現
実
感
覚
に
由
来
す
る
不
快
が
あ

る
。
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
は
一
九
一
九
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
不
気
味
な
も
の
」

das U
nheim

liche 

の
現
実
感
覚
に
、
幼
少
期
の
去
勢
不
安
と
抑
圧
さ
れ
た

も
の
の
回
帰
を
み
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ばdas U

nheim
liche

と

は
不
安
の
〈
特
殊
形
態
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
結
局
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て

く
ら
本
人
が
知
っ
て
い
よ
う
が
、
そ
れ
が
客
観
的
に
参
照
・
検
証
可
能
な
形

で
記
述
さ
れ
、
論
考
内
部
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
。

自
著
の
引
用
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
（
＊
３
）

（
５
）
だ
が
、
当
該
論
考
の
最
大
の
問
題
は
、
陰
謀
論
を
「
荒
唐
無
稽
な
も

の
」
と
し
て
他
者
的
に
扱
う
態
度
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
陰
謀

論
に
は
ま
り
込
ん
だ
人
々
の
間
で
、
こ
う
し
た
情
報
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
す

る
人
は
い
な
い
」（p.114

）
と
石
戸
は
い
う
が
、こ
の
よ
う
な
断
言
は
「
知
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
」
側
か
ら
見
下
ろ
す
本
人
の
遠
巻
き
な
眼
差
し
に
支
え
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
不
安
や
疑
念
の
質
に
踏
み
入
る
姿
勢
や
当
事
者
意
識
は
み

ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
知
的
傲
慢
さ
は
、
仮
想
敵
と
な
る
対
象
を
探
し
て

き
て
は
遠
く
か
ら
揶
揄
嘲
笑
す
る
、
形
骸
化
し
た
ネ
ッ
ト
カ
ル
チ
ャ
ー
と
不

穏
な
同
型
性
を
有
し
て
お
り
、
最
低
限
度
の
定
義
も
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
当
該
論
考
に
お
い
て
「
陰
謀
論
（
者
）」
と
い
う
呼
称
は
、
政
治
家

発
言
か
ら
個
人
の
不
安
感
情
ま
で
を
ア
マ
ル
ガ
ム
的
に
ご
た
ま
ぜ
、
糾
弾
す

る
た
め
の
旗
印
と
化
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
論
考
内
容
を
極
め
て
貧
し

い
も
の
に
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
即
し
て
、
陰
謀
論
を
め
ぐ

る
語
り
の
も
つ
問
題
と
そ
の
乗
り
越
え
方
を
考
覈
し
て
み
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
記
述
は
極
端
な
事
例
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
般
的
に
陰

謀
論
を
語
る
こ
と
は
思
い
の
外
難
し
い
。
陰
謀
論
と
は
、
あ
る
社
会
的
事
実

（
と
り
わ
け
大
き
な
衝
撃
や
不
幸
に
紐
づ
け
ら
れ
る
も
の
）
の
発
生
の
背
後

に
何
か
大
き
な
力
の
存
在
を
想
定
す
る
発
想
方
法
が
、
陰
謀
と
い
う
妄
想
で

先
鋭
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
屡
々
他
者
の
属
性
に
対
す
る
度
を
超
え

た
想
像
を
伴
う
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
方
法
自
体

は
必
ず
し
も
「
不
合
理
」
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
首
相
の
よ

う
な
公
権
力
の
意
思
決
定
は
実
際
に
多
く
の
市
民
の
人
生
や
、
時
に
生
命
を

も
左
右
し
か
ね
な
い
し
、
ま
た
、
官
僚
組
織
が
時
の
首
相
権
力
を
「
忖
度
」
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そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
結
論
は
こ
う
な
る
、
実
際
に
体
験
さ
れ
る
「
不
気

味
」
が
成
立
す
る
の
は
、
抑
圧
さ
れ
た

4

4

4

4

4

小
児
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ

る
印
象
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
活
動
し
だ
す
か
、
あ
る
い
は
、
克
服
さ
れ

4

4

4

4

た4

原
始
的
確
信
が
ふ
た
た
び
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
時
で
あ
る
。

（
＊
６
）

物
質
的
現
実
か
ら
心
的
現
実
へ
の
移
行
は
、
一
般
に
精
神
的
ア
ニ
ミ
ズ

ム
へ
の
退
行
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
質
的
差
異
を
媒
介
し
て
い

る
の
は
言
語
の
実
在
で
あ
る
。
言
語
に
よ
っ
て
現
実
を
対
象
化
す
る
表
象
作

用
が
破
れ
、
言
語
が
意
味
を
も
た
ず
た
だ
不
気
味
な
現
実
感
覚
の
み
が
連
鎖

的
に
指
示
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
生
ま
の
存
在
論
的
露
呈
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。

こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
は
、「
親
し
い
」
言
語
慣
用
が
そ
の
対
蹠
地
、
底
知
れ
な

い
不
信
へ
と
反
転
す
る
境
位
こ
そ
を
み
て
い
る
。
裏
返
し
て
考
え
れ
ば
、
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
精
神
と
は
、
主
体
が
は
じ
め
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
前
に
し
た
と

き
の
好
奇
心
と
猜
疑
心
が
互
い
に
融
即
し
た
両
義
感
情
の
顕
現
で
あ
る
。
よ

り
一
般
化
し
て
考
え
れ
ば
、「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
確
信
」
と
は
、
既
存
の
象
徴

4

4

4

4

4

体
系
で
は
説
明
で
き
な
い
新
た
な
記
号
論
的
現
実
が
眼
前
に
出
現
し
た
と
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
人
間
が
第
一
次
的
に
行
う
解
釈
図
式

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
は
、

現
前
す
る
現
実
が
言
語
に
お
い
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
安
が

伏
在
し
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
確
信
」
が
陰
謀
論
の
発
想
様
式
と
相

似
を
な
す
と
す
れ
ば
、
陰
謀
論
と
は
主
体
が
抑
圧
し
て
い
た
も
の
、
要
す
る

に
「
見
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
現
実
」
の
現
前
回
帰
に
対
す
る
一
種
の
防

御
反
応
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
機
制
を
、
筆
者
は
曩
に
「
遠
く
に
あ
る

も
の
が
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
不
快
」
と
し
て
予
め
一
般
化
し
て
お
い
た
。
妄

想
と
は
主
体
が
そ
れ
ま
で
抑
圧
し
遠
ざ
け
て
き
た
現
実
の
顕
現
に
対
し
、
主

い
る
も
の
、
昔
か
ら
な
じ
ん
で
い
る
も
の
に
還
元
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る

種
の
恐
ろ
し
い
も
の
」
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
語
源
的
定
義
か
ら
出
発
し
、

フ
ロ
イ
ト
は
「
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
、
秘
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
も

の
が
表
に
現
れ
て
き
た
時
は
、
な
ん
で
も
す
べ
て
不
気
味
（unheim

lich

）

と
呼
ば
れ
る
」
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
辞
書
的
定
義
を
手
掛
か
り
に
、
不
気

味
な
現
実
感
覚
の
顕
現
に
幼
児
期
に
抑
圧
さ
れ
た
欲
望
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

の
再
来
を
み
て
と
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
「
隠
し
な
が
ら
顕
し
、
顕
し
な

が
ら
隠
れ
る
」
不
気
味
な
感
覚
を
主
体
に
催
さ
せ
る
作
用
は
、
後
に
Ｒ
・
バ

ル
ト
や
Ｇ
・
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
チ
が
「
象
徴
的
な
も
の
」
の
機
能
と
呼
ん
だ
も
の

の
も
つ
両
義
的
な
力
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
不
気
味
な
も
の
の
顕
現
は
、「
秘
密
で
、
隠
さ
れ

て
い
る
べ
き
は
ず
の
も
の
が
外
に
出
て
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
し
た

も
の
の
一
切
」
の
こ
と
で
あ
り
、
否
定
接
頭
辞un

は
こ
の
狂
気
に
対
す
る

「
抑
圧
の
刻
印
」、
主
体
が
否
認
に
よ
っ
て
遠
ざ
け
て
き
た
禁
忌
の
徴
と
し
て

機
能
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら
フ
ロ
イ
ト
は
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
の
文
学

作
品
を
「
文
学
に
お
け
る
不
気
味
な
も
の
の
不
世
出
の
大
家
」
と
し
て
分
析

し
、
と
り
わ
け
「
砂
男
」
の
像
が
幼
児
期
の
子
供
に
去
勢
を
実
施
し
か
ね
な

か
っ
た
厳
格
な
父
親
の
想
像
的
結
晶
、「
父
の
不
安
」
の
代
理
表
象
で
あ
る

こ
と
に
着
目
し
て
、
眼
球
喪
失
や
去
勢
を
め
ぐ
る
不
安
を
読
み
解
い
て
い
く

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
論
文
後
半
部
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
議

論
に
踏
み
込
む
。
不
気
味
な
も
の
の
実
在
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
作
品
の
分

析
に
よ
っ
て
は
到
達
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
よ
う
に
人
間
が
実
生
活
で
経
験
す
るunheim

lich

な
経
験

の
落
ち
着
か
な
さ
、
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
を
し
て
「
実
際
に
経
験
す
る
不
気
味

な
も
の
と
、
た
ん
に
思
い
浮
か
べ
る
だ
け
の
、
あ
る
い
は
読
む
だ
け
の
不
気

体
が
生
み
出
し
た
第
一
次
的
な
解
釈
図
式
だ
が
、
そ
れ
は
否
認
に
よ
る
封
印

（
あ
の
否
定
接
頭
辞un

）
を
決
壊
さ
せ
、
眩
暈
の
す
る
よ
う
な
近
さ
を
も
っ

て
主
体
の
「
す
ぐ
隣
」
に
顕
れ
る
。
主
体
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
術
を
も
た

ず
、
言
語
は
決
し
て
現
実
的
な
も
の
の
不
快
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
陰
謀
論
者
と
「
対
話
」
し
て
は
い
け
な
い
理
由
も
自
ず

と
見
え
て
く
る
。
陰
謀
論
者
は
現
在
進
行
形
で
表
象
不
可
能
な
不
快
と
戦
っ

て
い
る
。
従
っ
て
他
者
の
言
語
が
普
遍
的
で
透
明
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
こ
のunheim

lich

な
感
覚
が
惹
起
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
陰
謀
論
・
否
定
論
的
な
価
値
観
に
染
ま
り
や
す
い
人
ほ
ど
、
他
人

か
ら
の
批
判
を
陰
謀
論
と
（
オ
ウ
ム
返
し
的
に
）
特
定
し
反
発
す
る
傾
向
に

あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
言
及
は
有
効
で
は
な
い
と
い
う
経
験
的
事
実
を
も

説
明
し
て
く
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
陰
謀
論
者
を
批
判
す
る
ま
さ
に
そ
の
ま
な

ざ
し
を
使
っ
て
、
彼
ら/

彼
女
ら
は
自
ら
の
攻
撃
対
象
を
見
定
め
て
い
る
の

で
あ
り
、
陰
謀
論
を
め
ぐ
る
批
判
と
応
酬
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
こ

の
自
己
投
射
の
連
鎖
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
結
果
と
し
て
、
何
が

「
ほ
ん
と
う
の
」
陰
謀
論
な
の
か
が
判
別
し
づ
ら
い
状
況
を
生
み
、
却
っ
て

言
説
の
混
乱
を
も
た
ら
す
。
陰
謀
論
を
語
る
こ
と
の
困
難
の
多
く
は
、
そ
の

言
説
が
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
合
わ
せ
鏡
の
中
に
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で

あ
る
。

畢
竟
、
陰
謀
論
的
妄
想
の
根
底
に
は
、
否
認
の
禁
忌
に
よ
っ
て
遠
ざ
け

て
い
た
現
実
の
途
方
も
な
い
近
さ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
存
在
論
的
動
揺
が

あ
る
。
端
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
安
の
セ
ル
フ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
失
敗
し
て
い
る
状
況
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
強
調
す
べ
き
は
、
不
安

は
決
し
て
排
除
す
べ
き
も
の
で
も
、
妄
想
の
悪
し
き
原
因
で
も
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
不
安
は
人
間
が
生
き
る
う
え
で
必
然
的
に
発
生
す
る
も
の

で
、
む
し
ろ
必
要
で
す
ら
あ
り
、
社
会
的
・
政
治
的
な
責
任
に
よ
っ
て
引
き

味
な
も
の
と
を
区
別
せ
よ
と
わ
れ
わ
れ
に
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
の
結
論
に
至
ら
せ
る
。
仮
死
状
態
か
ら
生
き
返
る
白
雪
姫
を
子
供
が

「
不
気
味
」
と
み
な
す
こ
と
は
な
い
よ
う
に
、
文
学
が
表
象
的
距
離
に
よ
っ

て
「
不
気
味
」
を
他
者
化
す
る
芸
術
形
式
で
あ
る
限
り
、そ
れ
は
決
し
て
「
不

気
味
」
な
感
覚
に
は
到
達
で
き
な
い
。
こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
は
、
表
象
可
能
な

想
像
上
の
「
不
気
味
な
も
の
」
と
、
表
象
不
可
能
な
体
験
と
し
て
の
「
不
気

味
な
も
の
」
の
二
種
類
に
弁
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
が
、
こ
と
の
本
質
が
「
あ
る
内
容
の
現
実
的
抑
圧
や
抑
圧
さ

れ
た
も
の
の
回
帰
で
あ
っ
て
、
こ
の
内
容
の
現
実
性
に
対
す
る
信
仰

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
廃
棄

で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
表
象
不
可
能
な
妄
想
に

憑
か
れ
た
主
体
は
、
そ
れ
で
い
て
現
実
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

文
学
作
品
が
幼
児
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
「
克
服
し
て
し
ま
っ
た
」
側
か
ら
眼

差
す
と
い
う
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
表
象
関
係
を
保
持
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ

の
種
の
不
気
味
は
「
心
的
現
実
性
」
と
フ
ロ
イ
ト
が
呼
ん
だ
現
実
感
覚
で

あ
る
。
想
像
上
のdas U

nheim
liche

と
体
験
と
し
て
の
そ
れ
の
差
異
は
、

物
質
的
現
実
か
ら
心
的
現
実
へ
と
そ
の
「
現
実
」
の
質
が
退
行
的
に
変
化
し

て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
前
者
〔
表
象
可
能
な
「
不
気
味
な
も
の
」〕
の
場
合
に
は
あ

る
一
定
の
表
象
内
容
が
、
後
者
の
場
合
〔
表
象
不
可
能
な
「
不
気
味
な

も
の
」〕
に
は
そ
の
内
容
の
（
物
的
）
現
実
性
へ
の
信
仰
が
抑
圧
さ
れ

て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
こ
の
後
の
場
合
の
表
現
方
法
は
、

お
そ
ら
く
「
抑
圧
」
と
い
う
言
葉
の
正
当
な
使
用
限
界
を
越
す
こ
と

を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
心
理
的
相
違
を
考
慮
し
て
、
文
化

人
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
確
信
が
存
在
す
る
そ
の
状
態
を
、
あ
る
─
─
多
か

れ
少
な
か
れ
完
全
な
─
─
克
服
状
態

4

4

4

4

と
言
っ
た
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
。
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彼
ら
は
、
戦
後
ほ
と
ん
ど
政
権
を
と
る
こ
と
す
ら
敵
わ
な
か
っ
た
リ
ベ
ラ
ル

勢
力
を
揶
揄
的
に
敵
視
し
、
マ
ス
コ
ミ
の
批
判
的
役
割
や
論
議
の
政
治
的
中

立
性
は
ご
っ
そ
り
横
に
お
い
て
、
自
ら
を
保
守
政
治
家
の
視
点
に
同
一
化
し

つ
つ
、
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
を
冷
笑
し
見
下
ろ
す
形
式
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
時
、
保
守
や
リ
ベ
ラ
ル
の
定
義
が
厳
密
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
朝
日

新
聞
の
よ
う
に
な
ん
と
な
く
「
そ
れ
っ
ぽ
い
」
も
の
が
共
通
敵
と
し
て
選
ば

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
構
成
の
主
導
者
に
最
も
適
合
す
る
人

物
像
が
安
倍
晋
三
と
い
う
ア
イ
コ
ン
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
二
年
末
に
誕
生
し
た
第
二
次
安
倍
政
権
は
、
徹
頭
徹
尾
「
民
主
党

（
的
な
も
の
）
の
否
定
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
中
枢
人
物
の
多
く

は
タ
カ
派
に
属
し
、
当
初
か
ら
日
本
会
議
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
右
派
や
超

国
家
主
義
勢
力
と
の
蜜
月
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
結

果
論
か
ら
言
え
ば
彼
ら
は
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
猛
烈
に
推
進
し
た
と

ま
で
は
い
え
な
い（
＊
13
）。
む
し
ろ
、彼
ら
は
自
ら
の
政
治
的
理
念
を
表
立
っ

て
は
争
点
化
す
る
こ
と
な
く
、
支
持
率
等
で
旧
民
主
党
よ
り
上
に
た
て
る
限

り
（
正
確
に
は
そ
の
優
越
感
を
国
民
が
支
持
し
続
け
る
限
り
）
そ
の
優
位
を

強
調
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
解
散
権
を
行
使
（
＊
14
）
し
、
長
期
政
権

を
継
続
し
た
と
い
え
る
。

あ
る
政
権
の
安
定
化
な
い
し
終
焉
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
極
め
て
多
数
の

要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
説
明
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
も
の
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
に
関
し
て
の
み
い
え
ば
、
政
権
を

強
力
に
支
え
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
を
持
た
な
か
っ
た
旧
民
主
党
政
権
に
対

し
、
第
二
次
安
倍
政
権
が
Ｔ
Ｖ
・
ネ
ッ
ト
を
問
わ
ず
メ
デ
ィ
ア
上
で
擁
護
的

解
説
を
行
う
論
客
を
多
数
抱
え
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

基
地
移
設
問
題
や
震
災
原
発
対
応
に
追
わ
れ
る
旧
民
主
党
政
権
に
対
し
、
既

存
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
が
比
較
的
直
球
な
嫌
悪
感
を
表
明
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も

起
こ
さ
れ
た
正
当
な
不
安
も
多
い
。
原
発
事
故
に
よ
る
大
規
模
な
放
射
能
汚

染
か
らCO

V
ID

-19

の
感
染
症
リ
ス
ク
ま
で
、
災
害
や
事
件
が
そ
れ
ま
で

意
識
の
外
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
社
会
的
現
実
を
惹
起
す
る
こ
と
は
よ
く
あ

る
（
＊
７
）。
そ
れ
ら
の
不
安
の
多
く
は
根
拠
な
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
現
実
へ
の
信
号
」
と
し
て
の
強
い
徴
候
性
を
有
し
て
い
る
（
＊
８
）。

陰
謀
論
の
背
景
に
あ
る
不
安
の
原
因
を
探
ろ
う
と
す
る
と
、
す
ぐ
に
こ
の

不
安
原
因
の
責
任
範
囲
の
問
題
に
逢
着
す
る
。
正
当
な
不
安
と
陰
謀
論
と
の

「
線
引
き
問
題
」
は
、
抽
象
的
定
義
に
と
ど
ま
ら
な
い
根
幹
的
な
問
い
な
の

で
あ
る
。
主
体
に
蓄
積
し
た
不
安
の
先
鋭
化
し
た
噴
出
が
陰
謀
論
と
な
る
が
、

そ
の
処
方
箋
は
決
し
て
不
安
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
不

安
と
向
き
合
い
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
し
か
あ
り
え
な

い
。
ラ
カ
ン
の
言
を
借
り
れ
ば
「
我
々
は
不
安
と
い
う
刃
の
上
に
こ
そ
立
ち

続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。（
＊
９
）

３
．い
か
に
し
て
妄
想
は
集
団
化
す
る
か

以
上
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
個
人
の
陰
謀
論
的
妄
想
と
そ
の
集
団
化
は
、

極
め
て
地
続
き
の
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
精
神
分
析
は
臨
床

治
療
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
の
集
団
的
本
質
を
も
同
時
に
見
据
え
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
は
、『
集
団
心
理
学
と
自
我
分
析
』（
一

九
二
一
）
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

個
人
心
理
学
と
社
会
心
理
学
も
し
く
は
集
団
心
理
学
と
の
対
立
は
、
わ

れ
わ
れ
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
と
て
も
意
義
深
く
映
じ
る
か
も
し

れ
な
い
も
の
だ
が
、
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
の
鋭
さ
の
多

く
は
失
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
個
人
心
理
学
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に

照
準
を
合
わ
せ
、
そ
の
人
が
ど
ん
な
風
に
欲
動
の
蠢
き
を
充
足
さ
せ
よ

批
判
的
論
調
に
傾
い
た
の
に
比
べ
、
安
倍
支
持
層
の
論
客
は
、
政
府
が
ど
れ

だ
け
不
法
行
為
や
失
策
を
続
け
よ
う
と
も
、（
と
り
わ
け
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
）
政

権
擁
護
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
批
判
勢
力
へ
の
否
定
的
揶
揄
」
の
言
論

を
張
り
続
け
た
。
実
際
に
彼
ら
が
ど
こ
ま
で
政
権
中
枢
と
関
係
し
て
い
た
か

に
つ
い
て
は
定
か
で
な
く
、今
後
の
情
報
公
開
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
（
＊

15
）、
こ
の
よ
う
な
似
非
論
客
（
＊
16
）
の
手
厚
い
支
援
が
、
後
述
す
る
陰
謀

論
の
集
団
化
に
対
し
果
た
し
た
先
導
的
役
割
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
問
題
構
造
を
考
え
る
に
は
、
政
界
特
殊
的
な
事
情
と
メ
デ
ィ
ア
状
況

の
双
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
卑
近
な
例
と
し
て
、
元
経
産
大
臣
の
甘
利

明
が
行
っ
た
日
本
学
術
会
議
に
対
す
る
虚
偽
発
言
（
デ
マ
）
が
あ
る
。
甘
利

は
二
〇
二
〇
年
十
月
初
頭
、「
中
国
の
軍
事
研
究
『
千
人
計
画
』
に
日
本
学

術
会
議
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
虚
偽
情
報
を
ブ
ロ
グ
に
記
載

し
、
こ
の
デ
マ
は
政
権
に
近
い
右
派
論
客
の
間
で
大
量
に
拡
散
さ
れ
た
。
石

戸
論
考
は
こ
れ
を
「
荒
唐
無
稽
な
陰
謀
論
」
と
一
蹴
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を

陰
謀
論
と
し
て
名
指
す
だ
け
で
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
甘
利
に
は
自
党
首

の
不
祥
事
を
擁
護
し
、
虚
偽
を
拡
散
す
る
だ
け
の
十
分
な
動
機
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

案
の
定
、
菅
首
相
や
加
藤
官
房
長
官
（
い
ず
れ
も
当
時
）
は
本
件
に
つ
い

て
答
弁
拒
否
を
連
発
し
、
他
方
で
学
術
会
議
に
関
す
る
様
々
な
虚
偽
情
報
・

デ
マ
が
散
布
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
た
（
＊
17
）。
そ
の
過
程
で
門
田
隆

将
や
上
念
司
な
ど
多
数
の
右
派
評
論
家
が
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
」
と
し
て

虚
偽
情
報
を
拡
散
し
、
学
術
会
議
へ
の
的
外
れ
な
糾
弾
を
先
導
し
た
の
で
あ

る
。
裏
返
し
て
考
え
れ
ば
、
政
権
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
し
て
世
論

を
混
乱
さ
せ
な
け
れ
ば
収
拾
で
き
な
い
事
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
憲
法
上
の

規
定
に
違
反
し
て
い
る
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
）。
甘
利
の
発
言
が
ど
れ
ほ

ど
計
算
的
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
は
本
人
に
聞
か
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

う
と
努
め
る
か
を
追
跡
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
際
、
今
個
人
が
他
の
個

人
と
結
ぶ
関
係
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
滅
多
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

で
き
る
と
し
て
も
特
定
の
例
外
的
条
件
の
も
と
で
し
か
な
い
。（
＊
10
）

パ
ラ
ノ
イ
ア
を
発
症
し
た
個
人
が
陰
謀
論
め
い
た
こ
と
を
言
う
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
が
即
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
陰
謀
論
を

有
害
で
危
険
な
も
の
と
み
な
す
の
は
、
そ
れ
が
「
集
団
化
」
し
て
い
る
と
き

で
あ
る
。
陰
謀
論
が
集
団
妄
想
の
形
を
と
っ
て
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
異
常

な
攻
撃
性
を
露
呈
す
る
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
そ
こ
に
は
個
人
を
動
員
す

る
中
間
集
団
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
サ
ー
の
介
在
が
示
唆
さ
れ
る
。と
こ
ろ
が「
陰

謀
論
」
と
い
う
安
易
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
社
会
的
な
質
量
差

を
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
。
陰
謀
論
的
発
想
そ
の
も
の
が
悪
い
の
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
真
に
問
う
べ
き
は
、
そ
の
集
団
化

4

4

4

の
過
程
で
あ
る
（
＊
11
）。
こ

こ
で
問
い
は
転
回
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
が
た
ま
た
ま
有
し
た
陰
謀
論
的

発
想
が
い
か
に
し
て
集
団
的
に
再
編
成
さ
れ
、
突
飛
な
行
動
へ
と
駆
り
立
て

ら
れ
る
の
か
、
と
。

右
派
陰
謀
論
の
典
型
的
な
妄
想
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、「
戦
後
リ
ベ
ラ
ル
勢

力
」
の
も
た
ら
し
た
偏
向
報
道
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
自
虐
史
観
の
せ
い
で
日
本

の
国
益
が
損
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
を

ど
こ
ま
で
「
陰
謀
論
」
と
し
て
括
れ
る
か
の
判
断
は
難
し
い
が
、
そ
の
多
く

が
朝
日
新
聞
の
よ
う
な
大
手
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
（
＊
12
）
と
そ
の
「
偏
向

性
」
を
過
大
に
見
積
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
根
拠
づ
け
て
い
る
点
を
み

る
に
、
そ
こ
に
は
陰
謀
論
的
な
発
想
材
料
が
十
分
出
揃
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
こ
れ
に
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
や
普
遍
的
な
人
権
概
念

の
使
用
を
窮
屈
だ
と
感
じ
る
ラ
イ
ト
な
層
（
予
備
軍
）
も
含
め
れ
ば
、
こ
の

妄
想
は
相
当
な
範
囲
に
渉
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
概
し
て
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組
み
込
ま
れ
る
。
有
権
者
は
与
野
党
問
わ
ず
（
そ
の
多
く
は
自
民
党
中
心
に

物
語
を
構
成
す
る
）
あ
ら
ゆ
る
政
治
家
の
発
言
行
動
を
二
次
創
作
の
対
象
に

し
て
い
く
の
で
、
彼
ら
が
（
対
抗
的
な
）
言
論
活
動
を
形
成
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
二
次
創
作
に
絡
み
取
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
し
な
が
ら
国
会
質
疑
等
の

批
判
的
職
責
を
こ
な
し
、
自
ら
の
活
動
と
理
念
を
訴
え
て
い
く
（
い
わ
ば
セ

ル
フ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
と
い
う
困
難
な
活
動
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

で
は
肝
心
の
、
こ
れ
ら
陰
謀
論
の
直
接
的
源
流
は
ど
こ
に
み
ら
れ
る
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
社
会
史
的
研
究
を
待
つ
ほ
か
な
い
が
、
大
局
的
に
は
反
共

主
義
に
基
づ
く
政
治
的
な
誹
謗
中
傷
に
加
え
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
浮
上
し
た

中
国
脅
威
論
が
そ
の
両
柱
を
な
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
一
九
五
〇

年
代
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
吹
き
荒
れ
る
冷
戦
体
制
の
な
か
、
仮
想
敵
国
（
勢

力
）
を
名
指
し
攻
撃
対
象
に
仕
立
て
上
げ
る
動
員
手
法
は
最
高
潮
に
達
し
た

が
（
＊
24
）、
一
部
に
燻
っ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
敵
対
感
情
が
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ
て
再
び
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
る
形
で
拡
散
・
動
員
さ
れ
た
の
が
現
在
の

右
派
陰
謀
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
第
二
次
安
倍

政
権
は
、
安
倍
を
筆
頭
と
す
る
閣
僚
が
問
題
行
為
を
お
こ
す
た
び
に
、「
支

持
論
客
に
よ
る
擁
護
／
批
判
者
・
批
判
対
象
へ
の
デ
マ
攻
撃
」
と
い
う
形
で

対
抗
的
な
政
治
言
説
を
多
量
に
投
下
し
、
む
し
ろ
支
持
層
に
自
ら
の
カ
リ
ス

マ
を
顕
示
し
な
が
ら
乗
り
切
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

二
〇
二
〇
年
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
後
、
安
倍
支
持
者
の
多
く
が
ト
ラ
ン
プ
支

持
に
雪
崩
れ
こ
み
、
街
頭
デ
モ
行
進
ま
で
し
て
不
正
選
挙
を
訴
え
た
理
由
が

分
か
る
。
単
純
な
話
、
ト
ラ
ン
プ
が
安
倍
以
上
の
「
大
物
」
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
安
倍
が
「
桜
を
見
る
会
」
に
関
し
て
行
っ
た
虚
偽
答
弁
は
（
本
人
が

認
め
た
も
の
に
限
り
）
一
一
八
回
で
あ
る
が
（
＊
25
）、
ト
ラ
ン
プ
は
就
任
か

ら
二
年
の
間
に
八
一
五
八
回
の
嘘
を
つ
い
て
お
り
、
そ
の
「
嘘
つ
き
」
の
勢

い
が
、
一
般
論
で
考
え
れ
ば
、
政
治
家
が
党
利
党
略
で
動
く
こ
と
な
ど
当
然

の
前
提
で
あ
る
。
腹
蔵
な
く
言
え
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
有
権
者
が
自
分
の

党
派
に
一
票
を
投
じ
、
野
党
な
ど
敵
対
勢
力
を
誹
謗
中
傷
し
て
く
れ
れ
ば
そ

れ
で
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
発
言
は
も
は
や
「
陰
謀
論
」
を
本
気
で
信
じ
て

い
た
か
／
方
便
と
し
て
の
嘘
な
の
か
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
境
位
に
あ
る

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
虚
偽
情
報
の
拡
散
・
受
容
過
程
を
辿
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

一
つ
の
仮
説
に
行
き
当
た
る
。
現
代
で
陰
謀
論
的
言
説
が
あ
る
形
式
を
と
っ

て
集
団
化
す
る
と
き
、
特
定
の
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
樋
口
直
人
は
、
安
倍
晋
三
の

Facebook

コ
メ
ン
ト
の
分
析
か
ら
、
ネ
ッ
ト
右
派
の
生
活
世
界
に
つ
い
て

興
味
深
い
報
告
を
し
て
い
る
（
＊
18
）。
安
倍
はFacebook

を
積
極
的
に
活

用
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
本
人
の
ペ
ー
ジ
は
、
支
持
者
に
よ
っ

て
現
在
も
多
く
の
コ
メ
ン
ト
が
投
稿
さ
れ
続
け
て
い
る
。
当
然
書
き
込
み
者

の
多
く
は
保
守
・
極
右
層
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
が
、
六
十
五
万
人
（
二
〇

二
一
年
九
月
現
在
）
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
数
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
閲
覧
者
の

中
に
は
安
倍
を
「
何
気
な
く
」
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
層
も
含
む
た
め
、
そ
の

発
信
範
囲
は
必
ず
し
も
政
治
的
右
派
に
限
ら
な
い
。
安
倍
が
こ
れ
ら
の
コ
メ

ン
ト
に
逐
一
返
信
す
る
こ
と
は
勿
論
無
い
が
、
そ
の
こ
と
が
結
果
と
し
て
、

コ
メ
ン
ト
欄
を
ネ
ッ
ト
右
派
が
「
聖
地
巡
礼
」
を
行
う
総
本
山
的
空
間
に
押

し
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
容
易
に
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
は
嫌
韓
反

中
か
ら
歴
史
修
正
主
義
、
ト
ラ
ン
プ
礼
賛
か
ら
野
党
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
ま
で
、め
い
め
い
の
読
者
が
（「
安
倍
さ
ん
」
に
語
り
か
け
る
形
で
）

二
次
創
作
的
に
政
治
や
歴
史
問
題
を
語
る
仮
想
空
間
と
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　こ

れ
に
、
二
〇
一
四
年
総
選
挙
に
お
け
る
自
民
党
の
選
挙
戦
略
（
＊
19
）、

い
は
退
任
ま
で
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ

る
よ
う
に
（
＊
26
）、
ト
ラ
ン
プ
政
権
周
囲
は
無
数
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
や

敵
を
名
指
す
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
ま
み
れ
、
ト
ラ
ン
プ
は
自
ら
の
発
言
に
お
い

て
事
実
か
嘘
か
を
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
。
リ
ア
リ
テ
ィ
・
シ
ョ
ウ

に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
場
当
た
り
的
に
虚
偽
を
撒
布
し
続
け
る
こ
の
一
貫
し

た
態
度
は
、
本
人
を
し
て
陰
謀
論
的
な
二
次
創
作
の
格
好
の
「
ス
タ
ー
」
の

地
位
に
の
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
邦
の
右
派
陰
謀
論
は
、
も
と
も
と
存
在
し
た
反
共
的
な

政
治
土
壌
に
加
え
（
＊
27
）、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
コ
メ
ン
ト
欄
と
い
う
言
説
参
加
型
の

メ
デ
ィ
ア
形
式
や
国
家
主
義
的
欲
望
を
巧
妙
に
使
い
分
け
る
自
民
党
の
ネ
ッ

ト
戦
略
等
が
複
合
的
に
作
用
し
、
大
き
な
存
在
感
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
も
っ
と
も
最
大
に
し
て
近
し
い
「
陰
謀
」、
つ
ま
り
現
役

の
首
相
や
政
権
関
係
者
が
実
際
の
利
益
供
与
や
不
正
の
意
思
決
定
に
関
与
し

た
可
能
性
だ
け
は
、
決
し
て
疑
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

４
．�社
会
集
団
の
不
適
切
な
比
較
─
─�

「
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
」論
法
が
わ
れ
わ
れ
に
問
い
か
け
る
も
の

石
戸
論
考
に
戻
ろ
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
論
旨
は
右
派
陰
謀
論
の
背
景
に

は
急
速
に
台
頭
す
る
中
国
へ
の
警
戒
感
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
論
証

の
成
否
は
と
も
か
く
、
結
論
と
し
て
は
妥
当
な
見
解
だ
と
思
う
。
し
か
し
最

後
に
「
加
え
て
指
摘
す
れ
ば
」
リ
ベ
ラ
ル
系
の
著
名
人
に
も
陰
謀
論
が
あ
る

と
も
付
言
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
蛇
足
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る

な
ら
ば
、
百
田
尚
樹
や
甘
利
明
に
匹
敵
す
る
著
名
人
の
「
左
派
陰
謀
論
」
を

き
ち
ん
と
例
示
し
た
上
で
批
判
考
証
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
と
っ

て
つ
け
た
よ
う
な
、
比
較
と
し
て
公
平
で
も
な
け
れ
ば
十
分
で
も
な
い
や
り

方
で
特
定
の
集
団
属
性
を
貶
め
る
の
は
控
え
め
に
言
っ
て
卑
怯
な
や
り
方
で

つ
ま
り
右
派
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
な
く
、
表
向
き
に
は

全
く
異
な
る
争
点
を
掲
げ
て
解
散
権
を
行
使
す
る
「
隠
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
」
と
し
て
の
姿
勢
（
＊
20
）
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
た
と
き
、
わ
れ
わ

れ
は
一
つ
の
結
論
に
逢
着
す
る
。
二
〇
一
〇
年
代
の
自
民
党
の
広
報
姿
勢
は
、

有
権
者
の
語
り
を
誘
発
す
る
政
治
記
号
の
集
積
＝
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
提

供
す
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
有
権
者
に
二
次
創
作
的
な
政
治
言
説
を
率

先
し
て
「
語
ら
せ
る
」
こ
と
で
、
そ
の
影
響
力
を
着
実
に
浸
透
さ
せ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
、
と
。
事
実
、
極
右
勢
力
か
ら
の
明
確
な
後
方
支
援
を
も
つ

安
倍
は
、
支
持
集
会
等
で
は
憲
法
改
正
等
の
イ
シ
ュ
ー
に
明
確
な
意
欲
を
示

し
て
い
な
が
ら
も
、
首
相
在
任
時
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
暗
示
的
に
含
ま
せ

る
に
と
ど
め
、
そ
れ
ら
を
実
行
に
移
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（
＊
21
）。
そ
し

て
、
歴
史
否
定
等
の
い
か
に
も
ネ
ッ
ト
右
派
が
好
む
無
理
筋
な
問
題
に
関
し

て
は
決
し
て
民
意
に
問
う
こ
と
な
く
、
そ
の
一
方
で
歴
史
教
科
書
や
報
道
内

容
等
に
関
し
て
は
行
政
権
を
利
用
し
直
接
的
な
統
制
介
入
を
行
っ
た
の
で
あ

る
（
＊
22
）。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
安
倍
の
ネ
ッ
ト
戦
略
が
陰
謀
論
の
巣
窟
と

な
る
機
制
が
明
ら
か
に
な
る
。
安
倍
（
自
民
党
）
は
明
確
な
超
国
家
主
義
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
志
向
し
て
い
な
が
ら
も
、
表
向
き
に
は
そ
れ
を
国
民
に
訴
え

か
け
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
、
あ
く
ま
で
犬
笛
（dogw

histle

）
的
な
「
示

唆
」（
＊
23
）
に
と
ど
め
る
一
方
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
は
率
先
し
て
有
権
者
が

二
次
創
作
的
に
政
治
や
歴
史
を
語
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
歴
史
否
定
や
レ
イ
シ
ズ
ム
を
当
然
に
含
む
が
、
安

倍
運
営
側
は
そ
れ
ら
を
黙
認
し
「
飼
い
慣
ら
す
」
こ
と
で
、
自
ら
の
支
持
勢

力
へ
と
編
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
左
派
の
側
は
、
陰
謀

論
的
言
説
が
集
団
化
す
る
に
あ
た
っ
て
体
系
的
に
も
帰
属
集
団
的
に
も
貧
し

い
基
盤
し
か
も
た
な
い
。

念
の
た
め
指
摘
す
れ
ば
、
野
党
勢
力
も
例
外
な
く
こ
の
物
語
消
費
の
中
に
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て
、
日
本
の
右
派
も
リ
ベ
ラ
ル
も
大
差
は
な
い
」（p.116

）
と
締
め
括
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
結
論
は
、
論
述
か
ら
は
、
ま
っ
た
く
導
出
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
同
段
で
は
こ
う
も
述
べ
ら
れ
る
。

事
実
を
か
き
集
め
る
仕
事
を
し
て
い
る
私
が
考
え
る
陰
謀
論
へ
の
予
防

策
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
大
切
に
し
て
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
を
安
易
に
決
め
つ
け
ず
、
事
実
を
直
視
す
る
こ
と
。

事
実
に
基
づ
く
検
証
を
行
わ
ず
他
人
の
発
言
を
「
陰
謀
論
」
と
決
め
つ

け
た
人
物
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
凡
人
で
あ
る
筆
者
に
は
全
く
理
解
で

き
な
い
記
述
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
見
え
て
く
る
の
は
、
石
戸
氏
の
語
り
の

根
本
に
あ
る
、
他
者
を
排
除
し
て
自
身
を
無
根
拠
に
中
立
な
リ
ア
リ
ス
ト
と

自
称
す
る
安
全
地
帯
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
陰
謀
論
が
発
生

す
る
機
序
や
発
想
様
式
、
つ
い
に
そ
の
定
義
す
ら
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
な
い
。

そ
し
て
そ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、「
陰
謀
論
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
は
ご

都
合
主
義
的
な
批
判
材
料
と
し
て
、
仮
想
敵
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
「
藁
人
形
論
法
」
だ
が
、
些
末
な
他
者
の
語
り
を
陰
謀
論
の
批
判

材
料
と
す
る
本
人
の
知
的
不
誠
実
さ
（
＊
29
）
は
、
典
型
的
な
藁
人
形
論
法

に
陥
っ
て
い
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
批
判
は
相
手
の
心
中
を
決
め
つ
け
て
か
か
る
と
い
う
至
極

「
陰
謀
論
」
的
発
想
に
よ
っ
て
、
他
者
の
陰
謀
論
を
指
弾
す
る
と
い
う
倒
錯

の
中
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
説
に
都
合
の
良
い
断
片
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
に
縫

合
さ
れ
る
一
方
、
都
合
の
悪
い
現
実
は
徹
底
し
て
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
用
語
を
他
者
糾
弾
の
た
め
の
記
号
と
し
て
使
う
態
度
は
、

パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
が
死
守
し
よ
う
と
す
る
「
ボ
ク
こ
う
思
っ
た
ん
だ
も
ん
」

と
い
う
あ
の
心
的
現
実
へ
の
記
号
論
的
退
行
と
あ
や
う
い
同
型
性
を
有
し
て

あ
り
、
社
会
集
団
の
比
較
を
行
う
場
合
は
（
そ
れ
が
右
派
／
左
派
と
い
う
極

め
て
便
宜
的
で
雑
駁
な
区
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
能
う
限
り
同
等
の
条
件

下
に
お
い
て
公
平
に
比
較
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
最
低
限
の
記
述
倫

理
が
欠
落
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

石
戸
氏
は
「
左
派
陰
謀
論
」
の
一
例
と
し
て
「
安
倍
政
権
が
問
題
を
起

こ
す
と
芸
能
人
が
逮
捕
さ
れ
る
」
と
い
う
言
説
を
持
ち
出
す
が
、
こ
れ
を
陰

謀
論
と
断
言
で
き
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
芸
能

ゴ
シ
ッ
プ
に
偏
重
し
た
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
的
な
報
道
姿
勢
に
対
す
る
不
信
感
情

の
顕
れ
と
も
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、（
な
ぜ
か
引
用
さ
れ
て

い
な
い
が
）
鳩
山
由
紀
夫
氏
に
よ
る
以
下
の
発
言
は
陰
謀
論
の
一
種
と
し
て

ニ
ュ
ー
ス
記
事
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

沢
尻
エ
リ
カ
さ
ん
が
麻
薬
で
逮
捕
さ
れ
た
が
、
み
な
さ
ん
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
政
府
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
犯
し
た
と
き
、
そ
れ
以
上
に
国
民

が
関
心
を
示
す
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
政
府
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
覆
い
隠
す

の
が
目
的
で
あ
る
。
私
も
桜
を
見
る
会
を
主
催
し
た
が
、
前
年
よ
り
招

待
客
を
減
ら
し
て
い
る
。
安
倍
首
相
は
私
物
化
し
過
ぎ
て
い
る
の
は
明

白
で
あ
る
。（
＊
28
）

「
前
年
よ
り
招
待
客
を
減
ら
し
」
た
と
い
う
言
及
は
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と

は
関
係
な
い
が
、
こ
の
発
言
は
陰
謀
論
と
い
う
よ
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
姿

勢
に
対
す
る
疑
念
を
交
え
た
苦
言
的
主
張
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

語
用
論
的
に
考
え
れ
ば
、
政
府
不
正
を
「
覆
い
隠
す
」
と
い
う
表
現
は
陰
謀

の
示
唆
と
も
、
報
道
姿
勢
へ
の
苦
言
と
も
な
り
う
る
が
、
発
話
者
が
そ
れ
以

上
何
を
想
定
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
読
者
は
判
断
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん

仮
に
こ
の
発
言
が
賛
同
者
の
多
く
を
異
常
行
動
に
至
ら
せ
た
場
合
、
鳩
山
は

お
り
、
加
之
「
異
質
な
他
者
」
を
排
除
す
る
こ
と
で
自
己
の
優
位
を
否
認
的

に
主
張
す
る
形
式
性
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
陰
謀
論
者
と
同
様
の
認
識
論
に

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
陰
謀
論
を
他
者
化
し
て
遠
ざ
け
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ま
さ
に
そ
の
姿
勢
こ
そ
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
陰
謀
論
が
跋
扈
す
る
社
会
的
前
提
を
準
備
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
こ
の
論
考
に
お
け
る
知
的
不
誠
実
が
、
自
身
を
リ
ア
リ
ス
ト
と

規
定
し
な
が
ら
陰
謀
論
を
撒
き
ち
ら
す
ネ
ッ
ト
右
派
の
姿
と
重
な
っ
て
み
え

る
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
い
く
つ
か
の
研
究
結
果
は
、
政
治
的
左
派
に
比
べ
て

右
派
の
ほ
う
が
有
意
に
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
や
陰
謀
論
を
信
じ
や
す
い
こ
と

を
伝
え
て
い
る
（
＊
30
）。
ま
た
一
般
に
、（
右
で
も
左
で
も
な
い
）「
普
通
の

日
本
人
」
と
自
認
す
る
層
ほ
ど
、
ネ
ッ
ト
右
翼
的
な
言
説
に
賛
同
し
や
す
く
、

い
わ
ゆ
る
陰
謀
論
を
真
に
受
け
る
傾
向
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
は
こ
の

こ
と
か
ら
左
派
の
優
位
を
強
調
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
条

件
が
整
え
ば
左
派
（
リ
ベ
ラ
ル
）
に
お
い
て
も
陰
謀
論
の
集
団
化
は
十
分
発

生
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
沿
っ
て

考
え
る
場
合
、
以
上
の
事
実
は
、
そ
こ
で
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
左
右
の

4

4

4

対
立
の
皮
を
被
っ
た
、
現
実
認
識
と
そ
れ
に
相
対
す
る
虚
構
的
価
値
観
と
の

4

4
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4

4

4

4

間
の
闘
争

4

4

4

4

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
右
で
も
左
で
も
な
い
普
通
の
日
本
人
」
と
い
う
ネ
ッ
ト
右
派
の
自
己
規
定

は
、
彼
ら
が
（
ネ
ッ
ト
上
で
）
極
端
な
盲
信
や
放
言
を
表
明
す
る
た
め
の
免

罪
符
的
機
能
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
背
景
に
は
自
ら
を「
中

立
」「
無
党
派
」「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
な
ど
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在

的
不
安
を
予
め
否
認
的
に
排
除

4

4

4

4

4

4

し
よ
う
と
す
る
、
あ
の
否
定
接
頭
辞un

の

機
能
と
同
様
の
心
的
機
制
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
現
実
」
を
旗
印
に
掲
げ
る

ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
拒
絶
的
に
否
認
す
る
、
倒
錯
し
た
言
語

機
能
を
も
た
ら
す
。

そ
の
煽
動
者
と
し
て
帰
責
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
先
述
し
た
と
お
り
、
実
際

に
は
左
派
が
有
権
者
を
陰
謀
論
に
動
員
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
相
対
的

に
貧
困
な
も
の
で
あ
る
。「
左
派
陰
謀
論
」
な
る
存
在
は
、
単
な
る
政
府
不

正
や
メ
デ
ィ
ア
の
忖
度
報
道
に
対
す
る
有
権
者
の
不
信
を
、
陰
謀
論
と
い
う

解
釈
図
式
に
強
引
に
還
元
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

大
量
買
収
に
し
ろ
、
極
右
学
校
法
人
へ
の
利
益
供
与
事
件
に
し
ろ
、
安

倍
が
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
続
け
て
き
た
（
き
て
い
る
）
の
は
事

実
で
あ
り
、
そ
の
た
び
ご
と
に
公
文
書
改
竄
や
官
僚
の
自
殺
な
ど
の
皺
寄
せ

を
受
け
た
被
害
が
実
際
に
発
生
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
、
民
主
主
義

社
会
で
あ
れ
ば
当
然
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
。

だ
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
を
報
道
す
る
こ
と
は
直
球
の
政
権

批
判
に
当
た
り
、
一
部
視
聴
者
の
反
発
や
政
権
担
当
者
か
ら
の
圧
力
が
強
く

な
る
こ
と
も
ま
た
十
分
に
想
定
で
き
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
報
道
が「
楽

な
方
に
流
れ
」
た
場
合
、
そ
の
全
き
結
果
と
し
て
、
政
府
不
正
の
追
求
よ
り

も
ゴ
シ
ッ
プ
的
な
芸
能
報
道
に
傾
く
こ
と
は
メ
デ
ィ
ア
な
り
の
合
理
性
追
求

の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
も
想
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
鳩
山
発
言
は
、
現
政

権
へ
の
苦
言
に
合
わ
せ
て
こ
の
よ
う
に
批
判
能
力
の
欠
如
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
に
対
す
る
不
信
を
吐
露
し
た
も
の
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
。

不
適
切
な
比
較
は
問
題
を
雲
散
霧
消
さ
せ
る
。
片
や
巨
大
な
ヘ
イ
ト
本
市

場
を
形
成
し
、
現
役
の
政
治
家
や
作
家
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
中

国
（
右
派
）
陰
謀
論
と
、
現
状
取
る
に
足
ら
な
い
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
言
説
を
比
較

し
て
「
右
も
左
も
陰
謀
論
」
と
い
う
の
は
、
社
会
集
団
の
比
較
と
し
て
極
め

て
お
粗
末
な
や
り
方
で
あ
る
。
執
拗
に
結
論
を
「
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
」
に
落

と
そ
う
と
す
る
石
戸
氏
の
態
度
は
、
論
証
の
妥
当
性
と
議
論
の
解
像
度
を
ぼ

や
け
さ
せ
、
本
質
か
ら
目
を
逸
ら
さ
せ
る
似
非
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
加
担
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
。
論
考
は
「
事
実
を
軽
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
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結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
実
験
処
置
群
の
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
陰
謀
論
を
炙

り
出
す
と
い
う
よ
り
、
政
府
与
党
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
政
府
不
信
を
広
範

に
拾
う
質
問
設
計
に
な
っ
て
い
る
。
秦
氏
自
身
、
陰
謀
論
を
「
一
意
に
定
め

る
こ
と
の
困
難
さ
や
問
題
点
」
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「「
便
宜
的
」
な

操
作
的
定
義
に
過
ぎ
な
い
」
と
断
っ
て
は
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
陰
謀

論
」
と
い
う
分
析
概
念
で
有
権
者
の
感
情
傾
向
を
説
明
す
る
こ
と
の
必
然
性

が
揺
ら
い
で
く
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
は
結
果
的
に
左
派
勢
力
に
陰
謀
論
受

容
の
「
土
壌
が
あ
る
」
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
在
証
明
と
し
て

は
弱
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

も
う
一
つ
着
目
す
べ
き
は
、
左
派
陰
謀
論
の
根
拠
が
統
計
や
支
持
率
の
よ

う
な
「
数
字
」
に
関
す
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

は
左
派
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
陰
謀
論
的
言
説
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
秦
の
言
う
通
り
、「
左
派
に
よ
る
陰
謀
論
的
言
説
は
、
し
ば

し
ば
政
府
あ
る
い
は
与
党
で
あ
る
自
民
党
へ
の
批
判
と
弁
別
し
に
く
い
と
い

う
“
厄
介
な
”
性
質
の
た
め
に
見
逃
が
さ
れ
や
す
い
」。
こ
こ
で
は
、（
真
っ

当
な
）
政
府
批
判
と
検
証
不
可
能
な
陰
謀
論
と
が
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
陰
謀
論
的
言
説
に
お
い
て
は
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。安

倍
晋
三
前
首
相
は
、
二
〇
一
四
年
頃
か
ら
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
っ

て
失
業
率
が
改
善
し
た
こ
と
な
ど
を
功
績
と
し
て
く
主
張
し
て
い
た
が
、

そ
れ
に
対
し
て
一
部
の
左
派
は
「
公
表
さ
れ
て
い
る
経
済
成
長
率
は
政

府
が
ご
ま
か
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
説
に
も
と
づ
い
て
批
判
し
て
き

た
。
も
っ
と
も
、
当
時
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
中
で
も
、
さ
す
が
に
そ
の

種
の
意
見
を
真
に
受
け
る
人
は
少
数
派
で
あ
っ
た
。
し
か
し
周
知
の
通

り
、
二
〇
一
八
年
に
統
計
デ
ー
タ
の
意
図
的
な
改
ざ
ん
が
明
る
み
と
な

問
題
は
、「
現
実
」
を
め
ぐ
る
こ
の
過
度
に
政
治
的
な
言
語
機
能
が
、
却
っ

て
現
実
へ
の
準
拠
を
脱
臼
・
失
効
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ

ば
パ
ラ
ノ
イ
ア
へ
の
記
号
論
的
退
行
は
、
外
的
現
実
の
否
認
に
よ
り
内
的
な

心
的
現
実
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
「
人
は
見
た

い
も
の
し
か
見
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
こ
こ
で
現
実

の
も
つ
外
在
的
拘
束
が
放
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
は
座
っ
て

い
れ
ば
目
の
前
に
降
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
認
識
の
た

め
に
大
規
模
な
社
会
調
査
や
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
公
共
的
言
論
の
流
通
が
必

要
条
件
に
な
る
。
問
題
は
、
現
実
の
も
つ
外
在
的
拘
束
が
失
わ
れ
た
と
き
、

こ
の
よ
う
な
言
語
の
公
共
的
性
質
は
機
能
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
晰
か
つ
確
実
な
言
葉
で
現
実
を
認
識
す
る
努
力
を
怠
っ
た「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

は
、
曖
昧
で
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
語
り
の
免
罪
符
に
し
か
な
ら
な
い
（
＊
31
）。

そ
こ
で
は
語
る
主
体
は
、
形
骸
化
し
た
態
度
表
明
に
よ
っ
て
他
者
を
拒
絶
的

に
否
定
し
、
そ
の
上
に
立
つ
こ
と
で
し
か
自
己
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
。
陰
謀
論
の
「
同
じ
穴
の
貉
」
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、
石
戸
自
身

な
の
で
あ
る
。

５
．�現
実
の
敗
北
と「
分
断
の
政
治
」の
先
に

同
じ
く
『
現
代
思
想
』
誌
に
収
録
さ
れ
た
秦
正
樹
氏
の
論
文
（「
右
も
左

も
「
陰
謀
論
」
だ
ら
け
？
：
左
派
に
お
け
る
陰
謀
論
受
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」）

は
、
そ
の
名
の
通
り
政
治
的
左
派
の
陰
謀
論
受
容
傾
向
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
検
討
し
た
も
の
で
、「
右
派
的
な
有
権
者
ほ
ど
陰
謀
論
を
受
容
し
や
す
い
」

と
い
う
従
前
の
実
証
的
傾
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、あ
え
て
「
左
派
陰
謀
論
」

の
実
在
可
能
性
を
一
定
の
留
保
を
つ
け
て
検
討
し
て
い
る
。
本
論
文
は
石
戸

論
考
の
杜
撰
さ
に
比
べ
れ
ば
正
確
さ
は
高
く
、
計
量
政
治
学
の
方
法
論
に
忠

実
に
則
っ
た
論
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
よ
り
注
意
し
て
腑
分
け
し
て
み
な

り
、「
陰
謀
論
」が
な
ん
と「
事
実
」と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
本
文p.118

）

「
陰
謀
論
が
な
ん
と
事
実
と
な
っ
た
」。
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
十
分
想
定

で
き
た
話
で
あ
る
。
厚
労
省
「
毎
月
勤
労
統
計
」
を
は
じ
め
と
す
る
大
規
模

な
政
府
統
計
不
正
が
明
る
み
に
な
っ
た
二
〇
一
八
年
当
時
、
既
に
森
友
学
園

や
加
計
学
園
へ
の
利
益
供
与
事
件
や
公
文
書
改
竄
事
件
は
大
き
な
耳
目
を
集

め
て
い
た
。
自
政
権
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
デ
ー
タ
を
隠
蔽
・
破
棄
し
、
公

文
書
改
竄
す
ら
厭
わ
な
い
政
権
が
、
次
は
情
報
操
作
や
統
計
偽
装
で
学
術
成

果
を
歪
め
る
こ
と
な
ど
、
容
易
に
想
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社

会
科
学
的
な
認
識
か
ら
考
え
れ
ば
、
当
然
想
定
し
う
る
一
つ
の
可
能
性
が
、

「
決
定
的
」
な
証
拠
が
出
て
こ
な
い
た
め
に
「
陰
謀
論
」
と
言
わ
れ
て
い
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
し
か
し
、
そ
れ
を
疑
わ
せ
る
状
況
証
拠
は
確
実
に

存
在
し
て
い
た
）。
結
局
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
陰
謀
論
で
「
す
ら
」

な
く
、
何
よ
り
行
政
の
言
葉
を
め
ぐ
る
信
頼
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は

単
に
与
党
政
府
の
不
正
と
背
任
行
為
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
こ
と
の
本
質
は
、
情
報
公
開
制
度
を
め
ぐ
る
問
題
に
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。こ
の
背
景
に
は
当
然
、権
力
に
よ
る
情
報
の
独
占
状
況
が
あ
る
。「
国

境
な
き
記
者
団
」
に
よ
る
日
本
の
「
報
道
の
自
由
度
」
ラ
ン
キ
ン
グ
は
二
〇

一
〇
年
（
鳩
山
政
権
）
の
十
一
位
を
ピ
ー
ク
に
降
下
し
、
二
〇
二
一
年
は
六

十
七
位
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
間
に
は
政
権
を
揺
る
が
す
多
く
の
事
件
と
、

行
政
の
対
応
放
置
に
よ
る
そ
の
長
期
化
が
あ
り
、「
赤
木
フ
ァ
イ
ル
」
を
は

じ
め
と
す
る
重
要
証
憑
が
遅
々
と
し
て
開
示
さ
れ
ず
、
ま
た
よ
う
や
く
文
書

が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
黒
塗
り
で
「
開
示
」
さ
れ
る
と

い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
情
報
非
公
開
を
め
ぐ
る
不
作
為
は
（
＊
32
）、

と
う
て
い
民
主
主
義
的
な
先
進
国
の
状
況
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。

政
治
的
陰
謀
論
の
多
く
は
、
行
政
情
報
の
透
明
性
が
あ
れ
ば
防
ぐ
こ
と

け
れ
ば
い
け
な
い
分
け
目
が
あ
る
。

一
つ
は
陰
謀
論
の
定
義
で
あ
る
。
本
論
文
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
の
パ
ネ
ル
モ

ニ
タ
ー
を
対
象
に
し
た
選
挙
意
識
調
査
を
許
に
し
て
い
る
た
め
、
陰
謀
論
を

め
ぐ
る
ワ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
調
査
デ
ザ
イ
ン
の
根
幹
に
関
わ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
当
該
調
査
で
は
左
派
勢
力
が
「
歪
ん
だ
選
挙
制
度
」
に
関
す
る
陰
謀
論

を
受
容
し
や
す
い
と
い
う
仮
説
の
下
、
リ
ス
ト
実
験
の
対
象
設
問
群
の
中
に

以
下
の
よ
う
な
処
置
群
を
そ
れ
ぞ
れ
挿
入
し
、
そ
の
意
見
に
同
意
で
き
る
か

ど
う
か
を
訊
ね
て
い
る
。

処
置
群
１
： 

政
府
は
、
自
分
た
ち
の
都
合
が
良
い
よ
う
に
期
日
前
投
票
の
期
間
を

伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る
。（“
期
日
前
陰
謀
説
”）

処
置
群
２
： 

政
府
は
、
自
分
た
ち
の
都
合
が
良
い
よ
う
に
十
八
歳
に
ま
で
投
票
権

を
拡
大
さ
せ
た
（“
十
八
歳
投
票
権
陰
謀
説
”）

調
査
で
は
こ
れ
ら
の
処
置
群
へ
の
賛
同
が
陰
謀
論
受
容
の
心
理
的
根
拠
と

さ
れ
る
が
、（
処
置
群
１
は
と
も
か
く
）特
に
処
置
群
２
は
、そ
れ
が「
陰
謀
論
」

か
ど
う
か
の
判
断
が
非
常
に
つ
き
に
く
い
内
容
で
あ
る
。
十
八
歳
選
挙
権
は

確
か
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
権
利
拡
大
と
い
え
る
が
、
こ
の
政
策
導
入
の
背
景
に

は
秦
氏
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、若
年
層
で
の
自
民
党
支
持
率
が（
相

対
的
に
）
高
い
こ
と
が
あ
る
。
仮
に
、
導
入
（
二
〇
一
五
年
）
時
点
で
欧
米

や
韓
国
の
よ
う
に
若
年
層
が
革
新
政
党
支
持
に
傾
く
状
況
に
あ
っ
た
ら
、
自

公
政
権
が
投
票
権
拡
大
に
前
向
き
に
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
無
論

そ
れ
は
あ
く
ま
で
予
測
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
意
味
で
「
穿
っ
た
見
方
」
か
も
し

れ
な
い
が
、
政
治
的
意
思
決
定
の
背
景
に
党
利
党
略
が
あ
る
こ
と
な
ど
「
当

り
前
」
の
こ
と
で
あ
り
、
党
利
党
略
の
推
測
を
、
即
陰
謀
説
と
断
言
す
る
こ

と
ま
で
は
で
き
な
い
。
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の
狂
気
と
闘
う
た
め
に
は
、
形
式
的
な
批
判
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
く
、
良

識
あ
る
人
た
ち
の
す
べ
て
は
自
分
の
感
覚
を
高
く
発
現
し
、
行
動
す
る
勇
気

を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

＊
１　

石
戸
諭「
陰
謀
論
者
の「
不
安
」」『
現
代
思
想
』49

（6

）, 2021, pp.112-3.

＊
２　

加
え
て
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、属
人
的
な
語
り
と（
首
相
の
よ
う
な
人
物
の
）「
責

任
を
問
う
語
り
」と
の
差
異
を
融
解
さ
せ
、混
同
さ
せ
て
い
く
点
に
お
い
て
有
害

で
あ
る
。次
註（
３
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
３　

但
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
石
戸
氏
の
み
に
帰
責
さ
れ
る
問
題
と
は
限
ら
な
い
。百
田

の
他
に
も
い
わ
ゆ
る「
安
倍
応
援
団
」と
揶
揄
さ
れ
る
無
理
筋
な
政
権
擁
護
人
員

は
、政
権
奪
還
以
後
、TV

の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
や
新
書
・
ビ
ジ
ネ
ス
書
等
の
媒
体

で
政
権
と
の
距
離
の
近
さ
を
強
調
し
、「
ボ
ク
だ
け
が
知
っ
て
い
る
本
当
の
安
倍

総
理
」像
を
読
者
に
語
り
掛
け
る
形
式
で
一
部
の
視
聴
者
層
の
関
心
を
獲
得
し
て

き
た
。こ
れ
は
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
が
持
つ「
政
界
報
道
」（
政
治
報
道
で
は
な
い
）の

方
法
的
特
殊
性
に
も
起
因
す
る
根
の
深
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
、筆
者
に
は
思
わ

れ
る
。

＊
４　

R
.H

ofstadter, The P
aranoid S

tyle in A
m

erican P
olitics and O

ther 
E

ssays, 1996, H
arvard U

.P
.

＊
５　

辻
隆
太
郎「
陰
謀
論
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」『
現
代
思
想
』49

（6

）, 2021.

＊
６　

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト「
不
気
味
な
も
の
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
３ 

文
化
・
芸
術
論
』高
橋

義
孝
他
訳
、人
文
書
院
、1969, p.353.

＊
７　

こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、樫
村
愛
子「
三
・
一
一
以
後
の「
不
安
」

と
リ
ス
ク
文
化
」『
現
代
思
想
』40

（4

）, 2012, pp.215-25.

＊
８　
「
不
安
を
煽
る
な
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、本
邦
で
は「
不

安
」を
絶
対
悪
と
し
て
神
経
質
的
か
つ
集
団
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
言
説
機
制

が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。こ
れ
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
批
判
的
市
民
の
問
題

提
起
に
対
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、マ
ス
コ
ミ
自
身
が
こ
の
よ
う
な
語
り

を
先
導
す
る
場
合
も
あ
る
。こ
の
よ
う
な
不
安
排
除
言
説
へ
の
加
担
は
、「
現
実
に

至
る
穴
」と
し
て
の
不
安
を
押
し
流
し
、人
間
の
危
険
察
知
能
力
や
問
い
の
回
路

を
塞
ぐ
こ
と
で
思
考
停
止
へ
導
く
も
の
で
あ
り
、妥
当
な
社
会
政
策
が
と
ら
れ
る

こ
と
を
阻
害
す
る
、有
害
性
の
高
い
言
説
で
あ
る
。こ
の
不
安
排
除
言
説
と
社
会

が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
情
報
の
公
的
な
独
占
は
、
わ
れ
わ
れ
と
権

力
の
距
離
を
遠
ざ
け
、「
ど
う
せ
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
蔓

延
さ
せ
る
。
だ
が
人
は
権
力
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
的

権
力
関
係
の
歪
み
が
特
定
の
個
人
に
集
中
し
、
そ
の
矛
盾
が
凝
縮
的
に
露
呈

す
る
と
き
、
遠
く
に
あ
る
は
ず
の
も
の
が
目
の
前
に
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
あ

の
不
快
、
表
象
不
可
能
な
心
的
現
実
に
基
づ
く
陰
謀
論
の
芽
が
吹
き
始
め
る
。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
問
題
を
語
る
言
葉
を
持
た
な
い
こ
と
の
全
き
反
映

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
環
境
を
形
成
し
て
き
た
の
は
徹
頭
徹
尾
社
会
権
力

の
側
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
も
い
う
よ
う
に
、「
権
力
は
つ
ね
に
公
開
性
が
な

く
な
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
（
＊
33
）」
の
で
あ
る
。
遠
く
に
あ
る
も
の
を
無

理
に
解
釈
し
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、
寄
せ
合
わ
せ
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
し
か
な

ら
な
い
（
＊
34
）。
政
治
的
陰
謀
論
と
は
政
治
の
言
語
の
貧
困
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
「
遠
く
に
あ
る
」
言
語
の
独
占
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
決

さ
れ
え
な
い
。
敢
え
て
啓
蒙
主
義
的
な
云
い
方
を
す
れ
ば
、
陰
謀
論
的
盲
信

の
解
消
と
民
主
主
義
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
不
即
不
離
な
の
で
あ
る
。　

権
力
に
よ
る
情
報
独
占
と
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス

の
大
量
拡
散
が
蔓
延
し
た
先
に
あ
る
の
は
「
分
断
の
政
治
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
言
う
な
ら
ば
、
意
図
的
に
論
争
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
問
題
含
み
の
政
策

を
強
行
す
る
こ
と
で
、「
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起
こ
し
」
な
が
ら
支
持
者
と
批

判
者
を
二
項
対
立
的
に
分
断
し
、
相
互
不
信
を
生
み
続
け
る
「
言
説
の
政
治

学
」と
も
よ
ぶ
べ
き
統
治
技
法
で
あ
る
。
菅
政
権
の
歴
史
に
残
る
唯
一
の「
成

果
」
と
い
え
る
学
術
会
議
任
命
拒
否
と
そ
れ
に
関
す
る
虚
偽
拡
散
の
過
程
は
、

こ
の
よ
う
な
統
治
技
法
の
先
鋭
化
を
象
徴
す
る
事
件
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
現
状
背
景
に
は
、
現
実
と
虚
偽
の
あ
い
だ
の
言
説
的
闘
争
が
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
＊
35
）。
そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
、
正
当

な
不
信
の
認
識
領
域
を
最
大
限
に
見
定
め
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
先

を「
防
衛
す
ら

4

4

し
な
い
」と
い
う「
日
本
型
生
権
力
」と
の
関
連
を
示
唆
し
た
も
の

と
し
て
、小
松
美
彦『「
自
己
決
定
権
」と
い
う
罠
―
―
ナ
チ
ス
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ

感
染
症
ま
で
』現
代
書
館, 2020.

が
あ
る
。　

＊
９　

Ｊ
・
ラ
カ
ン（
Ｊ
＝
Ａ
・
ミ
レ
ー
ル
編
）『
不
安
』上
、小
出
浩
之
・
鈴
木
國
文
・
菅
原

誠
一
・
古
橋
忠
晃
訳, 2017, p.21.

＊
10　

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト「
集
団
心
理
学
と
自
我
分
析
」『
フ
ロ
イ
ト
全
集 

第
17
巻
』須
藤
訓

任
・
藤
野
寛
訳
、岩
波
書
店, p.129.

＊
11　

外
部
を
遮
蔽
し
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
お
い
て
陰
謀
論
が
集
団
的
に
先
鋭
化
し
た
例
と

し
て
、オ
ウ
ム
真
理
教
の
例
が
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
、大
澤
真
幸『
増
補 

虚
構

の
時
代
の
果
て
』筑
摩
書
房, 2009.

の
特
にpp.90-142.

を
参
照
。

＊
12　

メ
デ
ィ
ア
論
的
に
い
え
ば
、と
り
わ
け
日
本
の
新
聞
は
単
一
言
語
に
よ
る
広
範
囲

の
読
者
を
有
す
る
均
質
性
と
、東
京
中
心
の
全
国
紙
に
ブ
ロ
ッ
ク
紙
・
地
方
紙
が

階
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
流
通
的
特
質
の
た
め
、掲
載
情
報
の
画
一
性
が

高
く
、新
聞
ご
と
の
論
調
の
差
異
は
、相
対
的
に
微
細
な
も
の
で
し
か
な
い
。

＊
13　

た
だ
し
例
外
と
し
て
公
教
育
の
領
域
が
あ
る
。道
徳
教
育
の
必
修
化
と
、教
育
基

本
法
改
定
が
そ
れ
で
あ
る
。

＊
14　

公
平
性
を
期
す
た
め
付
記
す
れ
ば
、実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
実
質
賃
金
を
は
じ
め
と
し
て
、

統
計
上
、民
主
党
政
権
時
代
の
ほ
う
が
上
回
っ
て
い
た
数
字
は
多
い
。こ
の
事
実

か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
他
に
支
持
で
き
る
政
党
が
な
い
」と
い
う
理
由
か
ら
く

る
二
〇
一
二
年
以
降
の
多
く
の
有
権
者
の
投
票
行
動
に
は
、あ
る
種
の〈
虚
偽
意

識
〉が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

＊
15　

実
際
に
は
、官
房
機
密
費
を
は
じ
め
と
す
る
、不
透
明
な
支
出
予
算
が
存
在
す
る

た
め
、こ
の
記
述
は
や
や
不
正
確
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
政
府
資
金
が
論
客
に
流
れ

て
い
る
」根
拠
は
十
分
に
あ
る
の
で
あ
り
、こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め

に
は
政
府
資
金
の
流
れ
を
透
明
化
す
る
情
報
公
開
制
度
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

実
際
、関
連
論
客
の
書
籍
が
党
関
係
者
に
よ
っ
て
大
量
購
入
さ
れ
、そ
の
後
メ
ル

カ
リ
等
に
大
量
出
品
さ
れ
る
事
例
が
後
を
絶
た
な
い
。

＊
16　

そ
の「
論
客
」の
多
く
は
学
術
的
業
績
を
全
く
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
。

＊
17　

虚
偽
情
報
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
拡
散
さ
れ
た
か
は
、籏
智
広
太「
学
術
会
議
め

ぐ
り
広
が
る
大
量
の
誤
情
報
、
ま
と
め
サ
イ
ト
が
影
響
力
。
政
治
家
や
メ
デ
ィ

ア
も
加
担
」
に
詳
し
い
。（https://w

w
w

.buzzfeed.com
/jp/kotahatachi/

gakujutukaigi4

）（
以
下
、Ｗ
Ｅ
Ｂ
ペ
ー
ジ
は
全
て
二
〇
二
一
年
九
月
二
一
日
最

鋭
化
し
た
陰
謀
論
を
批
判
す
る
勇
気
あ
る
判
断
力
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

他
者
の
「
陰
謀
論
」
を
脊
髄
反
射
的
に
名
指
す
態
度
に
よ
っ
て
は
決
し
て
獲

得
さ
れ
え
な
い
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
陰
謀
論
の
直
接
原
因
と
な
っ
て
い

る
不
安
を
自
ら
受
け
止
め
、
手
続
き
を
踏
ん
で
丁
寧
に
言
葉
に
し
て
い
く
こ

と
で
し
か
、
そ
れ
を
克
服
す
る
道
は
あ
り
え
な
い
。

整
理
し
よ
う
。（
１
）
陰
謀
論
的
発
想
は
遠
く
に
あ
る
は
ず
の
も
の
が
近

く
に
現
れ
、
且
つ
そ
れ
が
言
語
に
よ
っ
て
表
象
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
不
快

に
よ
っ
て
発
現
増
幅
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
パ
ラ
ノ
イ
ア
の
発
症
と
異

な
る
。（
２
）
陰
謀
論
の
問
題
性
は
「
異
常
な
個
人
」
の
妄
想
と
し
て
で
は

な
く
、
そ
れ
が
集
団
化
し
現
実
的
な
影
響
力
を
有
す
る
社
会
的
機
序
へ
の
着

目
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
陰
謀
論
の
原
因
と
な
る
不

信
の
社
会
政
治
的
な
背
景
と
そ
の
妥
当
性
の
双
方
が
見
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。（
３
）
殊
に
右
派
陰
謀
論
の
拡
散
過
程
か
ら
は
、政
治
事
件
や
（
右
派
）

政
治
家
集
団
を
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
と
し
て
二
次
創
作
的
な
政
治
語
り
を
誘

発
し
、
拡
散
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
。（
４
）
陰
謀

論
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
性
質
は
、
言
語
に
よ
っ
て
は
表
象
不
可
能
な
他
者
の
不

快
を
顕
わ
す
現
実
感
覚
が
、
記
号
の
二
次
創
作
的
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
形

で
妄
想
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
陰
謀
論
を
他
者
の
不
快
に
対
す

る
糾
弾
材
料
と
し
て
記
号
的
に
使
用
す
る
限
り
、
陰
謀
論
批
判
が
陰
謀
論
に

陥
る
可
能
性
は
つ
ね
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
陰
謀

論
と
い
う
批
判
枠
組
を
捨
て
る
潔
さ
が
必
要
で
あ
る
。

陰
謀
論
の
発
現
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
権
力
の
不
快
を
語

る
言
葉
が
、
ど
れ
だ
け
質
的
に
洗
練
さ
れ
、
か
つ
公
共
的
に
共
有
さ
れ
る
か

に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
言
葉
の
流
通
を
担
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
責
任
は
極
め
て
大
き
い
。「
右
も
左
も
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
」
と
い
う
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
に
ま
み
れ
た
雑
駁
な
思
考
停
止
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
公
衆
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終
閲
覧
）

＊
18　

樋
口
直
人「
ネ
ッ
ト
右
翼
の
生
活
世
界
」樋
口
直
人
・
永
吉
希
久
子
他
編『
ネ
ッ
ト

右
翼
と
は
何
か
』青
弓
社, 2019, pp.73-103.

＊
19　

Ｆ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
、Ｓ
・
エ
ヴ
ァ
ー
ト
、Ｐ
ｈ
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ「
ネ
ッ
ト
右
翼
と

政
治
─
─
二
〇
一
四
年
総
選
挙
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
仕
掛
け
の
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
」樋
口
・
永
吉
他
編
前
掲
書, pp.133-63. 

本
論
文
で
は
選
挙
期
間
中
の
ネ
ッ

ト
右
派
に
よ
る
投
稿
の
多
く
がbot

に
よ
る
自
動
投
稿
で
、社
会
集
団
の
存
在
を
実

態
以
上
に
大
き
く
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

＊
20　

も
ち
ろ
ん
、個
別
に
み
れ
ば
、麻
生
太
郎
氏
が
憲
法
改
定
に
つ
い
て
行
っ
た「〔
ナ

チ
ス
の
〕あ
の
手
口
に
学
ん
だ
ら
ど
う
か
ね
」（
二
〇
一
三
年
七
月
二
十
九
日
）を

は
じ
め
と
し
て
、欧
米
で
あ
れ
ば
政
権
が
吹
き
飛
ぶ
レ
ベ
ル
の
問
題
発
言
は
数
多

い
。

＊
21　

典
型
的
な
の
が
戦
後
七
〇
年
談
話
で
あ
り
、歴
史
否
定
論
者
の
側
と
、反
戦
平
和

主
義
に
立
つ
側
の
ど
ち
ら
か
ら
も
一
応
の
解
釈
が
で
き
る
文
章
が
あ
く
ま
で
示
唆

的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
安
倍
自
身
と
い
う
よ
り
は
官
僚
の
業
績
と
考
え

た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

＊
22　

安
倍
や
中
川
昭
一
が「
女
性
国
際
戦
犯
法
廷
」を
扱
う
番
組
内
容
に
直
接
介
入
し

た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
改
変
事
件（
二
〇
〇
一
年
）を
筆
頭
に
、水
面
下
で
の
報
道
介
入
や

歴
史
否
定
は
進
行
し
て
い
る
。こ
れ
に
つ
い
て
は
永
田
浩
三『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
政
治
権

力
―
―
番
組
改
変
事
件
当
事
者
の
証
言
』岩
波
現
代
文
庫, 2001.
を
参
照
。

＊
23　

政
治
家
が
暗
号
的
表
現
で（
人
種
差
別
的
な
）メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
、特
定
の
有

権
者
を
動
員
す
る
こ
と
を「
犬
笛
」
と
言
う
。
政
治
的
犬
笛
の
言
語
的
効
果
に

つ
い
て
は
、Jennifer S

aul

に
よ
る
研
究
が
あ
る（”D

ogw
histles, P

olitical 
m

anipulation, and P
hilosophy of language”, in D

.Fogal, D
.W

.H
arris, 

and M
.M

oss(eds.), N
ew

 W
ork on Speech Acts, O

xford U
.P

., pp.360-
83.

）。

＊
24　

半
藤
一
利『
昭
和
史 

戦
後
編 

１
９
４
５
│
１
９
８
９
』平
凡
社, 2009, pp.281-

311.

＊
25　

た
だ
し
、虚
偽
の
対
象
・
期
間
が
異
な
る
こ
と
に
加
え
て
、安
倍
が
答
弁
拒
否
や
国

会
開
会
拒
否
に
よ
っ
て
説
明
責
任
を
行
う
場
か
ら
逃
げ
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ

る
た
め
、単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
。

＊
26　

例
え
ば
、D.K

ellner, Am
erican N

ightm
are: D

onald Trum
p, M

edia specta 

cle, and authoritarian populism
, S

ense, 2016.

＊
27　

こ
の
こ
と
は
、自
公
政
権
の
集
票
を
担
う
右
派
宗
教
団
体
の
多
く
が「
反
共
」を
行

動
原
理
に
し
て
い
る（
し
て
き
た
）こ
と
が
大
き
く
要
因
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

＊
28　

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
八
日
、本
人
のTw

itter

（https://tw
itter.com

/hatoya 
m

ayukio/status/1196425908527095808

）で
の
発
言
。

＊
29　

石
戸
氏
が
構
成
を
担
当
し
た
と
い
う
早
野
龍
五
氏
の『「
科
学
的
」は
武
器
に
な

る
』（
新
潮
社
、二
〇
二
一
年
）で
も
同
様
の
知
的
不
誠
実
さ
が
み
ら
れ
る
が
、こ
の

点
に
つ
い
て
は
牧
野
淳
一
郎
氏
に
よ
る
丁
寧
な
批
判
検
討
が
あ
る（http://jun-

m
akino.sakura.ne.jp/articles/811/note034.htm

l

）。

＊
30　

た
と
え
ば
、Maggie Fox

（C
N

N

）に
よ
る
二
〇
二
一
年
六
月
二
日
の
記
事
を
参
照

（https://edition.cnn.com
/2021/06/02/health/conservatives-false 

-new
s-study/index.htm

l

）。

＊
31　

こ
の
よ
う
に
事
実
と
な
る
対
象
関
係
を
不
必
要
に
ぼ
や
か
し
、曖
昧
さ
を
強
調
す

る
内
面
の
記
述
は
、全
き
フ
ロ
イ
ト
的
定
義
に
お
い
て「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」

と
い
え
る
。し
か
し
、便
利
な
言
葉
な
の
で
使
わ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、こ
の
形
容
は
、

芸
術
史
上
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
文
学
や
詩
に
対
し
て
大
変
に
失
礼
な
表
現
だ
と

思
う
。

＊
32　

赤
木
フ
ァ
イ
ル
や
名
古
屋
入
管
の
ウ
ィ
シ
ュ
マ
・
サ
ン
ダ
マ
リ
氏
死
亡
事
件
に
関

わ
る「
文
章
黒
塗
り
」は
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
が
、政
権
を
揺
る
が
す
行
政
事
件

に
限
ら
ず
と
も
、独
法
や
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
、答
弁
拒
否
・
文
書
非
公
開
・
対

応
無
視
が
行
わ
れ
る
事
例
が
後
を
絶
た
な
い
。こ
の
よ
う
な
官
僚
制
度
的
弊
害
は

国
家
的
な
棄
民
態
度
と
相
関
し
て
お
り
、今
後
情
報
公
開
制
度
の
構
築
は
き
わ
め

て
重
要
な
政
治
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

＊
33　

Ｈ
・
ア
レ
ン
ト『
新
版 

全
体
主
義
の
起
原
』第
3
巻
、大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
訳
、

み
す
ず
書
房, 2017, p.172.

＊
34　

パ
ラ
ノ
イ
ア
の
発
症
に
お
い
て
は
、ま
ず
妄
想
が
先
に
あ
り
、そ
れ
を
補
強
す
る

た
め
に
周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
人
物
や
要
素
が
記
号
化
さ
れ
、そ
の
物
語
材
料
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
く
。日
本
の
極
右
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
場
合
、ま
さ
に
日
本
と
い

う「
空
虚
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」を
中
心
的
盾
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
外
的
他
者
を
記
号

的
に
配
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、こ
の
よ
う
な
妄
想
を
形
成
し
や
す
い
。

＊
35　

こ
の
こ
と
を
論
じ
た
先
駆
的
業
績
と
し
て
、W

.B
enjam

in, “
D

as K
unstw

erk 
im

 Zeitalter seinertechnischen R
eproduzierbarkeit”

（1935-6

）が
あ
る
。


