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一　

は
じ
め
に

　

筆
者
が
ま
だ
大
学
院
博
士
課
程
の
学
生
だ
っ
た
頃
、
生
田
ゼ
ミ
に
は
「
世
論
研
究
会
」
と
い
う
名
の
サ
ブ
ゼ
ミ
が
あ
っ
た
。
真
鍋

一
史
（
現
青
山
学
院
大
学
）
教
授
が
関
西
学
院
大
学
に
就
職
さ
れ
て
慶
應
を
去
っ
た
後
、
筆
者
が
そ
の
後
を
継
い
で
「
世
論
研
究
会
」

を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
真
鍋
教
授
は
学
生
た
ち
と
一
緒
に
新
聞
の
内
容
分
析
を
行
い
、
多
く
の
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
た

（
真
鍋
、
一
九
七
二
、
一
九
七
四
、
一
九
七
五
ほ
か）

1
（

）
が
、
筆
者
の
場
合
は
「
そ
も
そ
も
世
論
と
は
何
か
」
と
い
う
原
点
か
ら
出
発
し
よ

う
と
、
学
生
た
ち
と
一
緒
に
世
論
に
関
す
る
定
義
を
集
め
た
。
そ
の
結
果
が
そ
の
後
、
生
田
先
生
と
の
共
著
と
な
っ
た
「
世
論
の
定

義
づ
け
の
た
め
に
」（
生
田
・
伊
藤
、
一
九
七
二
）
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。

　

ま
だ
大
学
院
博
士
課
程
の
学
生
だ
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
こ
れ
が
最
初
の
本
格
的
学
術
論
文
と
な
っ
た
が
、
こ
の
論
文
の
問
題
意
識

「
世
論
と
は
何
か
」
は
現
在
で
も
筆
者
を
と
ら
え
続
け
て
い
る
。「
世
論
の
定
義
づ
け
の
た
め
に
」
論
文
の
結
論
を
簡
単
に
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
） 　

世
論
の
定
義
は
学
者
の
数
ほ
ど
あ
り
、
定
説
は
存
在
し
な
い
。

　
（
二
） 　

新
聞
の
社
説
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
世
論
調
査
結
果
だ
け
が
世
論
で
は
な
い
。

　
（
三
） 　

世
論
に
は
、
新
聞
の
社
説
や
世
論
調
査
結
果
の
よ
う
な
顕
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
潜
在
的
な
も
の
も
あ
る
。

　
（
四
） 　

世
論
は
状
況
に
応
じ
て
変
わ
り
や
す
く
、
動
態
的
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
世
論
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
考
え
続
け
、
多
く
の
本
を
読
ん
で
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
ま
だ
よ

く
分
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
段
階
に
あ
る
。
そ
れ
は
筆
者
の
不
勉
強
の
た
め
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
筆
者
以
上
に
世
論
に
つ
い
て
の

研
究
実
績
が
あ
る
岡
田
直
之
前
東
洋
大
学
教
授
が
二
〇
〇
七
年
に
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
の
を
読
ん
で
安
心
し
た
。
や
や

長
い
が
筆
者
の
心
境
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
以
下
に
引
用
す
る
。



219

世論と空気

　
「
人
心
は
測
り
難
し
」
と
か
「
人
心
は
面
の
如
し
」
と
か
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
世
論
／
興
論
が
ま
こ
と
に
捉
え
が
た
い
政
治
的
・
社
会

的
・
文
化
的
事
象
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
各
執
筆
者
が
繰
り
返
し
異
口
同
音
に
述
べ
て
い
る
。
私
は
か
つ
て
『
世
論
の
政
治
社
会
学
』
の

あ
と
が
き
で
、「
私
は
駑
馬
に
鞭
打
ち
つ
つ
、
世
論
研
究
に
専
念
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
け
れ
ど
も
、
前
進
し
た
つ
も
り
が
一
周
し
て
振
り

出
し
に
も
ど
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
歯
痒
さ
と
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
」
と
書
い
た
が
、
現
在
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
心
境
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
（
岡
田
ほ
か
、
二
〇
〇
七
、
八
三
頁
）。

　

筆
者
は
若
い
頃
か
ら
英
語
で
研
究
を
発
表
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
際
、
日
本
に
あ
っ
て
外
国
に
な
い
概
念
や
理
論
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
外
国
で
注
目
さ
れ
る
秘
訣
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
自
然
に
、
体
験
的
に
学
ん
だ
。
一
九
九
三
年
に
筆
者
はT

he Future 

of Political Com
m

unication Research: A
 Japanese Perspective

と
題
す
る
論
文
を Journal of Com

m
unication 

誌
に

発
表
し
た
（Ito 1993

）
が
、
こ
の
中
で
筆
者
は
故
辻
村
明
東
京
大
学
教
授
の
「
三
極
モ
デ
ル
」
を
「
情
報
行
動
論
」
等
と
共
に
欧

米
に
は
な
い
日
本
独
特
の
研
究
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
紹
介
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
戦
後
日
本
の
重
要
争
点
に
対
す
る
政
府
、

新
聞
、
世
論
の
三
部
門
の
賛
否
を
パ
タ
ー
ン
化
し
て
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
モ
デ
ル
に
注
目
し
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
く
、

岡
田
ほ
か
（
二
〇
〇
七
）
も
ま
た
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

辻
村
論
文
の
優
れ
て
い
る
点
は
、
単
に
理
論
図
式
の
説
明
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
戦
後
日
本
の
個
別
具
体
的
な
争
点
に
基
づ
い
て
、
そ
の

理
論
図
式
の
妥
当
性
を
実
証
的
に
検
証
し
て
い
る
こ
と
だ
。
辻
村
の
実
証
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
や
は
り
ユ
ニ
ー
ク
で
個
性
的
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
か
れ
が
戦
後
日
本
の
世
論
研
究
に
新
境
地
を
開
拓
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
（
岡
田
ほ
か
、
二
〇
〇
七
、
八
二
頁
）。

　

し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
不
十
分
な
よ
う
に
思
え
た
。
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（
ａ
）　

政
府
、
新
聞
、
世
論
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
の
意
見
対
立
が
無
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
あ
た
か
も
一
枚
岩
で
あ
る
か
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
（
ｂ
）　

モ
デ
ル
が
、
基
本
的
に
静
態
的
で
あ
り
、
三
部
門
間
の
相
互
影
響
過
程
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
三
部
門
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化

が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
筆
者
の
前
述
英
文
論
文
で
は
、
政
府
、
新
聞
、
世
論
内
部
に
も
意
見
対
立
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
、
さ
ら
に
三
部
門
の

う
ち
、
二
部
門
の
多
数
意
見
の
間
に
一
致
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
残
り
の
一
部
門
に
と
っ
て
同
調
圧
力
と
し
て
作
用
し
、
社
会
的
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
し
た
。
ま
た
、
三
部
門
の
う
ち
、
二
部
門
の
多
数
意
見
が
一
致
し
て
い
る
状
態
が
作
り
出

す
圧
力
と
は
山
本
七
平
の
言
う
「
空
気
」（
山
本
、
一
九
七
七
）
な
の
で
は
な
い
の
か
、
さ
ら
に
三
部
門
す
べ
て
の
多
数
意
見
が
一
致

し
て
い
る
状
態
と
い
う
の
は
山
本
の
言
う
「
空
気
の
支
配
」
の
状
態
な
の
で
は
な
い
の
か
と
論
じ
た）2
（

。

　

幸
い
、
前
述
の
英
文
論
文
は
一
九
八
四
年
以
来
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
て
版
を
重
ね
て
い
たD

ictionary of M
edia &

 

Com
m

unication Studies

の
編
集
者
に
注
目
さ
れ
、
第
五
版
か
らkuuki

が
独
立
し
た
項
目
と
し
て
採
用
さ
れ
た
（W

atson &
 

H
ill, 2000

）。 

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
に
は
“Japanese K

uuki T
heory

”がE
ncyclopedia of Com

m
unication T

heory

に
独

立
し
た
項
目
と
し
て
採
用
さ
れ
た
（Littlejohn &

 Foss, 2009

）。「
空
気
」
と
い
う
概
念
の
特
異
な
特
徴
は
、
二
人
の
個
人
間
と
い

う
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
か
ら
小
集
団
と
い
う
中
間
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
国
家
や
国
際
社
会
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
ま
で
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
も
う
一
つ
の
焦
点
で
あ
る
世
論
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

「
空
気
」
と
は
何
か
、
そ
の
本
質
に
つ
い
て
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
か
ら
順
に
検
討
し
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
至
っ
て
か
ら
世
論
と
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。



221

世論と空気

二　

ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
空
気

　
「
空
気
」
と
は
ま
ず
第
一
に
雰
囲
気
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
雰
囲
気
が
「
空
気
」
な
の
で
は
な
い
。「
空
気
」
と
は
個
人
に
特
定
の

行
動
を
促
し
た
り
、
思
い
止
ま
ら
せ
た
り
す
る
圧
力
を
持
っ
た
雰
囲
気
（atm

ospheric pressure

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
た
「
空
気
」
を
、
以
下
は
カ
ッ
コ
な
し
で
表
示
す
る
。

　

空
気
の
特
徴
の
第
一
は
、
二
人
の
人
間
の
間
か
ら
小
集
団
、
さ
ら
に
国
全
体
（
ま
れ
に
そ
れ
以
上
）
に
ま
で
の
レ
ベ
ル
で
存
在
し
、

人
々
に
社
会
的
圧
力
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
冷
泉
（
二
〇
〇
六
）
は
、
二
人
だ
け
の
個
人
間
に
発
生
す
る
空

気
を
「
関
係
の
空
気
」、
三
人
以
上
が
加
わ
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
発
す
る
空
気
を
「
場
の
空
気
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
（
一
）　
「
関
係
の
空
気
」

　

対
人
関
係
に
お
い
て
、
空
気
は
他
者
（
客
体
）
か
ら
発
せ
ら
れ
、
自
己
（
主
体
）
が
そ
れ
を
認
識
す
る
。
関
係
の
空
気
の
内
容
は

言
語
に
よ
っ
て
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
し
、
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
空
気
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
空

気
は
自
己
（
主
体
）
の
側
か
ら
の
推
察
や
察
し
の
努
力
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
相
手
の
「
顔
色
を
読
む
」
と
い
っ
た
察
し
は
、

「
関
係
の
空
気
」
の
存
在
を
確
認
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。
宮
原
（M

iyahara 1992: 41

）
は
、
日
本
人
の
間
で
は
「
言
外
を
読

む
」
こ
と
な
し
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
り
立
た
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
木
村
（
二
〇
一
二
、
一
四
二
～
三
）
に

よ
れ
ば
、「
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
現
代
日
本
の
若
者
た
ち
の
メ
ー
ル
交
換
で
も
「
空
気
を
読
む
」
こ
と
は
重
要
と

思
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
が
日
本
人
の
間
で
特
に
顕
著
な
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
が
、
欧
米
人
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
ま
っ
た
く
経
験
外
の
こ
と
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
“She has a sad air about 

herself

”（
彼
女
は
悲
し
げ
な
様
子
だ
）
と
い
う
文
章
は
欧
米
人
に
と
っ
て
も
日
常
的
に
使
わ
れ
る
ご
く
普
通
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
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文
章
を
分
析
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
女
性
は
「
悲
し
い
」
と
言
葉
で
は
表
明
し
て
い
な
い
が
、
悲
し
い
と
い
う
雰
囲
気
を
顔

の
表
情
な
ど
か
ら
発
散
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
の
文
章
は
周
囲
の
人
々
は
「
悲
し
い
」
と
い
う

言
語
的
表
現
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
女
性
が
悲
し
い
状
態
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
か
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
推
察
の

努
力
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
女
性
の
感
情
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
（
二
）　
「
関
係
の
空
気
」
に
よ
る
同
調
行
動

　

あ
る
女
性
が
「
悲
し
げ
だ
」
と
認
識
す
る
こ
と
は
そ
の
人
の
感
情
か
ら
発
せ
ら
れ
る
雰
囲
気
を
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
実

は
こ
の
雰
囲
気
は
圧
力
を
伴
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
女
性
に
対
し
て
言
え
る
こ
と
、
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
事
情
を
聞
い
て
同
情
し
て
あ
げ
る
、
な
ぐ
さ
め
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
「
期
待
さ
れ
た
反
応
」
で
あ
り
、
そ
れ
も
せ

ず
に
最
近
見
た
テ
レ
ビ
の
娯
楽
番
組
に
つ
い
て
楽
し
そ
う
に
話
す
と
い
う
の
は
「
場
違
い
」
な
行
動
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い

う
行
動
を
と
る
人
は
、
最
近
の
日
本
語
で
は
「
Ｋ
・
Ｙ
（
空
気
が
読
め
な
い
）
人
間
」
と
さ
れ
、
粗
野
で
鈍
感
な
人
間
と
し
て
嫌
わ

れ
る
。
そ
う
い
う
非
難
、
社
会
的
制
裁
が
加
わ
っ
て
ま
す
ま
す
、
上
記
の
「
悲
し
げ
な
雰
囲
気
」
は
圧
力
を
も
っ
た
空
気
と
な
る
。

　

で
は
、
そ
う
い
う
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
た
個
人
は
何
を
頼
り
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
基
準
と
な
っ
て
い

る
も
の
は
「
状
況
規
範
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
だ
ろ
う
。「
状
況
規
範
」
と
は
、
各
状
況
に
お
い
て
ど
う
行
動
す
べ
き
か
子
供
時
代

か
ら
学
ん
で
き
た
社
会
規
範
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
他
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
き
た
か
の
記
憶
で
あ
る
。

そ
う
し
た
社
会
規
範
の
一
つ
が
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
の
感
情
に
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
手
が
悲
し
い
の
で
あ
れ
ば
、

自
分
も
悲
し
く
、
相
手
が
楽
し
い
の
で
あ
れ
ば
自
分
も
楽
し
く
す
る
こ
と
が
良
い
関
係
を
保
つ
た
め
の
秘
訣
で
あ
り
、
そ
れ
は
規
範

と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
感
情
に
合
わ
せ
て
ほ
し
い
と
相
手
に
期
待
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
が
「
関
係
の

空
気
」
と
し
て
相
手
に
知
覚
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
に
合
わ
せ
る
べ
き
な
の
か
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
感
情
の
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強
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
何
ら
か
の
理
由
で
強
い
感
情
を
も
つ
に
至
っ
た
人
間
は
周
囲
の
人
間
に
対
し
て
「
関
係
の
空
気
」
と
い
う

同
調
圧
力
を
発
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

特
定
の
状
況
の
中
に
い
る
他
人
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
関
係
の
空
気
」
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
推
察
、
察
し
に

よ
っ
て
感
知
す
る
努
力
を
し
な
い
人
は
傲
慢
、
自
己
中
心
的
、
あ
る
い
は
鈍
感
と
し
て
他
人
か
ら
嫌
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
当
然

推
察
で
理
解
で
き
る
は
ず
の
Ａ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
図
（
た
と
え
ば
不
同
意
、
不
愉
快
、
あ
る
い
は
傷
つ
い
た
こ
と
を
示
す
非
言

語
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
を
Ｂ
が
推
察
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
「
鈍
い
人
」
と
し
て
嫌
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
批
判
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

た
だ
し
、
Ｂ
が
批
判
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
程
度
の
批
判
を
受
け
る
か
に
は
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
係
が
影
響
す
る
。
年
齢
、
社

会
的
地
位
に
お
い
て
、
Ａ
が
Ｂ
よ
り
も
明
ら
か
に
上
の
場
合
、
Ａ
よ
り
も
Ｂ
の
ほ
う
が
空
気
を
推
察
、
す
な
わ
ち
「
読
む
」、
た
め

に
よ
り
多
く
の
努
力
を
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
失
敗
し
た
場
合
の
責
任
は
Ａ
よ
り
も

Ｂ
の
ほ
う
が
よ
り
強
く
負
う
こ
と
に
な
る
。
夫
と
妻
の
よ
う
に
、
年
齢
と
社
会
的
地
位
に
あ
ま
り
違
い
が
な
い
場
合
、
伝
統
的
に
は

夫
よ
り
も
妻
（
つ
ま
り
男
性
よ
り
も
女
性
）
の
ほ
う
が
よ
り
多
く
の
推
察
の
努
力
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

推
察
の
対
象
は
相
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
図
だ
け
で
は
な
く
、
感
情
や
意
見
も
含
ま
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し

て
い
る
二
人
の
人
間
は
、
相
手
の
感
情
や
意
見
を
推
察
し
、
不
用
意
で
不
必
要
な
発
言
を
し
て
両
者
の
間
の
良
好
な
関
係
を
損
ね
な

い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
の
経
緯
を
知
っ
た
第
三
者
か
ら
「
鈍
感
な
人
間
」
と
批
判
さ
れ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
い
る
。
こ
こ
で

も
年
齢
や
社
会
的
地
位
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
年
齢
、
社
会
的
地
位
が
低
い
人
（
同
じ
場
合
で
は
男
性
以
上
に
女
性
）
は
そ
う
い

う
努
力
を
し
て
い
る
。

　

個
人
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
推
察
の
重
要
性
は
、
社
会
的
地
位
や
性
別
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
文
化
に
よ
っ
て
も
異

な
る
。
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
に
お
い
て
は
察
し
、
あ
る
い
は
推
察
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
欧
米
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の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
に
お
い
て
は
言
語
を
使
っ
て
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（Ito 1989; 1992; Zhang 

2008

）。
し
か
し
、
文
化
的
違
い
の
ほ
と
ん
ど
は
程
度
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
ッ
フ
マ
ン
（Irving 

Goffm
an

）
の
著
作
、
特
に
『
行
為
と
演
技
：
日
常
生
活
に
お
け
る
自
己
呈
示
』（Goffm

an 1959=1974

）
の
第
六
章
「
印
象
操
作
の

技
法
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
女
性
が
相
手
の
男
性
に
自
分
の
意
思
や
気
持
ち
を
推
察
し
て
も
ら
う
た
め
に
使
う
「
手
練
手
管

（com
m

unication tactics

）」
の
例
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
欧
米
人
の
間
で
も
男
女
間
の
恋
愛
や
性
行
動
の
よ

う
な
分
野
で
は
、
誘
惑
の
場
面
に
し
ろ
、
失
恋
の
場
面
に
し
ろ
、「
雰
囲
気
を
読
む
」、「
言
外
を
読
む
」
こ
と
は
盛
ん
に
な
さ
れ
て

お
り
、
欧
米
人
が
「
察
し
」
と
無
縁
な
わ
け
で
は
な
い
。

　

ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
言
う
「
手
練
手
管
（com

m
unication tactics

）」
は
、
空
気
研
究
に
と
っ
て
興
味
深
い
示
唆
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
（
た
と
え
ば
国
全
体
）
の
空
気
が
し
ば
し
ば
政
府
や
政
治
指
導
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
操
作
さ

れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
対
人
関
係
に
お
け
る
空
気
も
操
作
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語
的
あ
る
い
は
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
自
分
の
周
り
に
独
特
の

雰
囲
気
を
創
り
出
し
、
目
標
と
す
る
人
物
の
察
し
に
よ
っ
て
自
分
の
望
み
を
圧
力
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ

の
人
は
「
関
係
の
空
気
」
を
創
る
名
人
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ノ
エ
レ
＝
ノ
イ
マ
ン
（Elisabeth N

oelle-N
eum

ann

）
は
、
そ
の
「
沈
黙
の
螺
旋
理
論
」
に
お
い
て
、
自
分
の

意
見
は
社
会
全
体
の
中
で
多
数
派
に
属
す
る
と
思
う
人
は
、
対
人
関
係
に
お
い
て
も
自
分
の
意
見
を
堂
々
と
表
明
す
る
と
述
べ
て
い

る
（N

oelle-N
eum

ann 1984=1997

）。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
発
言
者
Ｂ
は
、
聞
き
手
で
あ
る
Ａ
の
意
見
が
自
分

と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
無
頓
着
で
、
単
に
自
分
の
意
見
が
そ
の
社
会
全
体
の
中
で
多
数
派
に
属
す
る
と
い
う
理

由
だ
け
で
、
堂
々
と
自
分
の
意
見
を
披
歴
す
る
だ
ろ
う
か
。

　

発
言
者
Ｂ
が
「
関
係
の
空
気
」
に
敏
感
な
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
が
政
治
的
争
点
に
つ
い
て
特
定
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
対
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し
て
Ａ
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
か
を
推
察
す
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
に
よ
っ
て
Ａ
は
不
機
嫌
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
思

わ
れ
れ
ば
、
Ｂ
は
Ａ
の
前
で
自
分
の
意
見
を
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
Ｂ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
自
分
の
意
見
が
社
会
全
体
の
中
で
多
数
意
見
に
属
す
る
の
か
少
数
意
見
に
属
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
意
見
が
Ａ
の
意
見
と
同
じ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
関
係
の
空
気
」
に
敏
感
な
人
は
、
相

手
か
ら
発
散
さ
れ
る
空
気
を
読
み
取
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
原
因
と
な
っ
て
相
手
と
自
分
と
の
間
に
「
気
ま
ず
い
空
気
」
を
作
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
も
敏
感
な
の
で
あ
る
。
年
齢
や
社
会
的
地
位
に
お
い
て
Ｂ
が
Ａ
よ
り
も
低
い
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
聞
き
手

で
あ
る
Ａ
の
意
見
が
自
分
と
同
じ
で
あ
る
場
合
、
Ｂ
は
自
分
の
意
見
を
積
極
的
に
披
瀝
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
違
う
場
合
に
は
Ｂ

は
沈
黙
す
る
可
能
性
が
高
い
。
事
実
、
日
本
で
行
な
わ
れ
た
実
証
的
研
究
で
は
、
人
は
自
分
が
社
会
的
多
数
派
な
の
か
少
数
派
な
の

か
と
は
無
関
係
に
、
公
的
問
題
に
つ
い
て
他
人
と
話
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
結
果
が
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
池
田
、
一
九

八
八
、
岩
淵
、
一
九
八
九
、Ikeda 1989; T

okinoya 1989

）。

　

三　

中
間
（
群
衆
や
集
団
）
レ
ベ
ル
に
お
け
る
空
気

　
（
一
）　
「
場
の
空
気
」

　

二
人
の
間
で
発
生
す
る
空
気
が
「
関
係
の
空
気
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
三
人
以
上
の
人
間
が
集
ま
っ
て
い
る
状
況
で
発
生

す
る
空
気
は
「
場
の
空
気
」
と
呼
ば
れ
る
（
冷
泉
、
二
〇
〇
六
）。
三
人
以
上
の
人
間
が
集
ま
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
ま
ず
人
が
す
る

こ
と
は
、
そ
の
集
ま
り
が
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
か
と
推
論
し
、
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ト
マ
ス
が
「
状
況
の
定
義
」

（T
hom

as 1951

）
と
呼
ん
だ
行
為
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
に
お
け
る
人
間
行
動
の
基
準
と
な
る
の
は
「
関
係
の
空
気
」
の
場

合
と
同
様
、「
状
況
規
範
」
で
あ
る
。
規
範
と
は
法
律
、
倫
理
、
道
徳
等
と
同
様
、
一
般
的
、
客
観
的
な
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
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な
っ
た
状
況
に
適
用
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
「
状
況
規
範
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
、
個
別
的
、
主
観

的
な
も
の
で
、
個
々
の
状
況
に
特
有
の
規
範
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
具
体
例
は
文
書
の
形
で
示
さ
れ
て
い
た
り
、
学
校
や

家
庭
の
教
育
で
教
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
結
局
、
状
況
規
範
と
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
自
分
は
ど
の
よ

う
に
行
動
す
べ
き
だ
（
あ
る
い
は
す
べ
き
で
は
な
い
）
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
認
識
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
自
分
に
と
っ
て
重
要
な
人
々
は
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
に
関
す
る
記
憶
や
知
識
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
女
性
が
流
産
し
、

ま
わ
り
の
数
人
が
彼
女
を
慰
め
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
の
人
間
の
行
動
の
基
準
と
な
る
の
が
状
況
規
範
で
あ
り
、
そ
の
規
範
の

指
示
す
る
方
向
に
行
動
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
雰
囲
気
と
し
て
の
圧
力
が
空
気
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
軽
口
を
た
た

き
、
人
々
を
笑
わ
せ
よ
う
と
す
る
人
は
「
空
気
が
読
め
な
い
（
Ｋ
・
Ｙ
）」
人
と
し
て
非
難
さ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
人
の
状
況
規
範

は
他
の
人
々
の
状
況
規
範
と
ず
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

三
人
以
上
が
一
〇
〇
人
以
上
や
一
〇
〇
〇
人
以
上
と
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
う
し
た
人
間
の
集
ま
り
は
群
衆
、
集
団
、

社
会
、
世
間
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
ば
れ
方
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
名
称
は
何
で
あ
れ
、
人
々
が
空
気
の
圧
力
を
感
じ
る
の
は
、
そ

れ
ら
が
人
々
に
も
た
ら
す
場
、
あ
る
い
は
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
（
二
）　 

組
織
や
集
団
に
お
け
る
空
気

　

空
気
、
特
に
集
団
に
お
け
る
空
気
は
「
集
団
圧
力
」
で
は
な
い
の
か
、
し
た
が
っ
て
こ
の
概
念
に
新
味
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
人
が
特
に
欧
米
人
の
中
に
多
い
。
し
か
し
、「
集
団
圧
力
」
と
い
う
概
念
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
定
義
が

は
っ
き
り
し
な
い
。
特
に
英
語
のgroup

は
日
本
語
の
「
集
団
」
よ
り
も
意
味
の
幅
が
広
く
、
人
、
動
物
、
モ
ノ
の
単
な
る
集
合

体
も
指
す
。
日
本
語
の
「
実
験
群
」、「
統
制
群
」
が
英
語
で
はexperim

ental group, control group

と
な
っ
て
い
る
の
も
そ

の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
「
圧
力
」
と
い
う
用
語
も
、
狭
い
意
味
で
は
そ
の
圧
力
に
逆
ら
う
と
不
利
益
を
被
っ
た
り
、
社
会
的
制
裁
を
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受
け
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
広
い
意
味
で
は
不
利
益
や
制
裁
を
伴
わ
な
く
て
も
結
果
的
に
影
響
を
受
け
れ

ば
圧
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
「
ア
ッ
シ
ュ
の
実
験
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
集
団
内
の
多
数
派
に
よ
る
間

違
っ
た
（
た
と
え
ば
二
本
の
線
の
長
さ
の
比
較
に
関
す
る
）
知
覚
が
被
験
者
の
正
常
な
知
覚
を
狂
わ
せ
る
と
い
っ
た
現
象
が
「
集
団
圧

力
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
今
井
、
二
〇
一
二
、
第
五
章
）。
し
か
し
、
こ
の
実
験
で
使
わ
れ
て
い
る
集
団
は
実
験
を
遂
行
す
る
た
め
だ

け
に
ほ
と
ん
ど
ラ
ン
ダ
ム
に
集
め
ら
れ
た
「
寄
せ
集
め
集
団
」
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
結
果
的
に
間
違
っ
た
答
え
を
出
し
て
も
不
利

益
を
被
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
批
判
、
非
難
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
集
団
圧
力
」
の
最
も
広
い
意
味
は
、「
一
時

的
な
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な
い
集
合
体
の
影
響
力
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
模
倣
、
伝
染
、
流
行
も
含
ま
れ
る
。

　

し
か
し
、
よ
り
一
般
的
、
あ
る
い
は
教
科
書
的
意
味
で
の
集
団
圧
力
と
は
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
不
利
益
、
あ
る
い
は
批

判
、
非
難
な
ど
の
制
裁
が
予
想
さ
れ
る
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
青
柳
（
一
九
八
〇
、
二
五
～
二
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
集
団
と
は
、

集
団
目
標
に
向
っ
て
集
団
が
集
団
と
し
て
活
動
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
集
団
の
目
標
に
貢
献
す
る
成
員
に
は
是

認
、
地
位
、
信
用
な
ど
の
報
奨
を
与
え
、
そ
の
目
標
達
成
の
障
害
に
な
る
成
員
に
は
疎
外
、
無
視
、
非
難
な
ど
の
制
裁
を
加
え
る
。

ま
た
、
集
団
に
は
基
準
、
規
律
、
あ
る
い
は
規
範
が
存
在
す
る
。
集
団
は
そ
う
し
た
基
準
、
規
律
、
あ
る
い
は
規
範
を
守
る
成
員
に

報
奨
を
与
え
、
守
ら
な
い
成
員
に
は
制
裁
を
加
え
る
。
こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で
、
集
団
の
成
員
は
「
同
調
行
動
」
を
取
る
よ

う
に
な
る
。
同
調
行
動
と
は
「
集
団
規
範
に
し
た
が
う
行
動
」
で
あ
り
、
し
た
が
わ
な
い
行
動
は
「
逸
脱
行
動
」
と
言
わ
れ
る
（
青

柳
・
三
木
、
一
九
八
四
、
一
二
八
頁
）。
そ
し
て
「
逸
脱
者
は
重
要
な
地
位
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
ソ
シ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
な
関
係
に
お
い

て
も
拒
絶
さ
れ
る
」（
佐
々
木
、
一
九
八
七
、
二
二
一
頁
）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
が
当
て
は
ま
る
の
は
、
当
該
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
意

見
や
感
情
を
も
つ
べ
き
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
自
明
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い

は
自
明
で
な
い
場
合
、
集
団
の
成
員
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
意
見
を
も
つ
こ
と
が
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適
切
な
の
か
、
す
な
わ
ち
、
批
判
や
非
難
を
避
け
、
で
き
れ
ば
報
奨
を
得
る
道
な
の
か
、
を
あ
れ
こ
れ
推
測
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
農
業
協
同
組
合
（
農
協
）
が
農
産
物
の
自
由
化
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
に
関
し
て
明
確
な
方
針
を
示
し

て
い
る
場
合
、
一
般
の
組
合
員
は
「
集
団
圧
力
」
を
受
け
、
集
団
規
範
の
制
約
も
受
け
る
。
し
か
し
、
明
確
な
方
針
が
示
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
な
問
題
、
た
と
え
ば
、
反
原
発
問
題
や
消
費
税
増
税
問
題
に
つ
い
て
農
協
内
で
議
論
が
起
こ
っ
た
場
合
、
組
合
員
た
ち
は

何
を
頼
り
に
態
度
表
明
や
意
見
形
成
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
多
く
の
組
合
員
た
ち
は
、
指
導
者
の
意

向
を
忖
度
し
、
多
数
派
は
何
な
の
か
を
推
測
し
、
自
分
の
周
囲
の
雰
囲
気
を
察
し
て
、
そ
の
状
況
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る

こ
と
が
適
切
な
の
か
を
予
想
し
て
同
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
の
集
団
の
「
空
気
を
読
む
」
と
い
う
行
為
に
他
な
ら
な
い
。

彼
等
の
態
度
・
意
見
形
成
の
基
準
の
中
に
農
協
の
規
範
の
よ
う
な
も
の
が
介
在
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
実
態
は
集
団
の
側
に
あ

る
明
示
さ
れ
た
ル
ー
ル
の
よ
う
な
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
客
観
と
主
観
の
中
間
に
あ
る
雰
囲
気
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
も
と
で
は
、
集
団
状
況
の
中
で
行
為
者
が
感
じ
て
い
る
圧
力
は
教
科
書
的
な
意
味
で
の
「
集
団
圧
力
」
で
は
な

く
、
そ
の
集
団
が
そ
の
問
題
に
関
し
て
も
つ
雰
囲
気
の
圧
力
、
す
な
わ
ち
空
気
な
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
そ
の
集
団
に
何

の
雰
囲
気
す
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
々
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
も
は
や
集
団
で
は
な
く
、
対
人
関
係
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

前
述
の
集
団
の
定
義
に
従
え
ば
、
国
家
の
よ
う
な
巨
大
組
織
も
集
団
の
一
種
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
全
体
に

特
定
の
空
気
が
広
が
り
、
そ
れ
が
人
々
の
意
見
、
態
度
、
行
動
、
ひ
い
て
は
国
の
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
以
下
、
二

〇
一
一
年
三
月
に
発
生
し
た
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
大
事
故
を
き
っ
か
け
と
し
て
日
本
全
体
に
広
が
っ
た
空
気
と
世
論
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。四　

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
空
気
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（
一
）　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
に
よ
っ
て
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
（
以
下
「
原
子
力
発
電
所
」
は
「
原
発
」
と
略
す
）
の
運
転
中
の
三
基
の
原
子
炉
が
緊
急
停
止
し
た
。
ま
た
、
発
電
所
へ
の
送

電
線
が
地
震
の
揺
れ
で
接
触
・
シ
ョ
ー
ト
・
切
断
し
た
り
、
送
電
線
の
鉄
塔
が
倒
壊
し
た
り
し
た
た
め
、
外
部
電
源
を
失
っ
た
。
非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
起
動
し
た
も
の
の
、
地
震
の
約
五
〇
分
後
、
約
一
四
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
津
波
が
発
電
所
を
襲
い
、
地
下

に
設
置
さ
れ
て
い
た
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
海
水
に
浸
か
っ
て
故
障
し
た
。
電
気
設
備
、
ポ
ン
プ
、
燃
料
タ
ン
ク
、
非
常
用

バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
多
数
の
設
備
が
損
傷
し
、
ま
た
は
流
出
で
失
わ
れ
た
た
め
、
全
電
源
喪
失
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
の
た
め
ポ
ン
プ
が

使
え
な
く
な
り
、
原
子
炉
内
部
や
、
核
燃
料
プ
ー
ル
へ
送
水
し
て
冷
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
核
燃
料
の
溶
融
が
発
生
し
た
。

　

こ
の
核
燃
料
の
溶
融
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
連
鎖
反
応
や
原
子
炉
装
置
の
破
壊
を
経
て
、
原
子
炉
建
屋
と
タ
ー
ビ
ン
建
屋
が
水
素
爆
発

を
起
こ
し
、
大
量
の
放
射
能
を
周
辺
地
域
に
ば
ら
ま
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
大
気
、
土
壌
、
お
よ
び

海
洋
の
放
射
能
汚
染
が
発
生
し
た
。
本
稿
執
筆
中
の
現
在
も
な
お
、
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
は
終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
住
民
は
二

年
以
上
に
及
ぶ
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　

地
震
と
津
波
に
よ
る
被
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
安
全
と
思
わ
れ
て
い
た
原
子
炉
が
破
壊
さ
れ
て
放
射
能
を
撒
き
散
ら
す
な
ど
と

い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
世
界
中
の
人
々
に
、
恐
怖
感
と
不
安
感
を
抱

か
せ
た
。
東
京
に
住
む
外
国
人
の
多
く
は
放
射
能
を
恐
れ
て
急
ぎ
帰
国
し
、
そ
の
結
果
い
く
つ
か
の
外
国
企
業
や
外
国
大
使
館
が
機

能
不
全
に
陥
っ
た
。
日
本
人
の
中
に
も
子
供
を
連
れ
て
九
州
や
沖
縄
に
避
難
し
た
人
も
い
た
。
筆
者
が
勤
務
す
る
秋
田
市
の
国
際
教

養
大
学
で
は
、
交
換
留
学
で
来
る
予
定
だ
っ
た
外
国
人
学
生
の
約
半
数
が
来
日
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
こ
そ
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
（
一
八
三
八
～
一
九
二
二
）
が
世
論
形
成
過
程
の
最
初
の
段
階
に
あ
る
と
し
た
人
々
の
「
茫
漠
と
し
て
つ

か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
社
会
的
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
脅
威
感
の
爆
発
」（
岡
田
ほ
か
、
二
〇
〇
七
、
四
〇
頁
）
に
相
当
す
る
。
こ
の
事
故
か



230

法学研究 86 巻 7 号（2013：7）

ら
一
か
月
も
た
た
な
い
四
月
一
〇
日
に
は
東
京
の
高
円
寺
で
「
反
原
発
・
脱
原
発
デ
モ
」
が
行
わ
れ
、
四
月
二
四
日
に
は
代
々
木
公

園
と
芝
公
園
で
、
さ
ら
に
六
月
一
一
日
に
は
全
国
で
大
規
模
な
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。
作
家
や
評
論
家
な
ど
知
識
人
の
参
加
も
目
立
っ

た
。
反
原
発
デ
モ
は
そ
の
後
も
勢
い
を
増
し
、
二
〇
一
二
年
七
月
に
は
、
首
相
官
邸
前
で
毎
週
金
曜
日
、
数
万
人
が
原
発
再
稼
動
に

反
対
す
る
デ
モ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

当
時
政
権
が
民
主
党
だ
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
、
政
府
が
実
施
し
て
い
る
意
見
聴
取
会
で
電
力
会
社
関
係
者
か
ら
の
意
見
表
明
を
断

る
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
枝
野
幸
男
経
済
産
業
相
は
七
月
一
七
日
、
記
者
団
に
対
し
、
電
力
会
社
に
意
見
表
明
の
自

粛
を
要
請
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
（「
意
見
聴
取
会
」、
二
〇
一
二
）。
こ
う
し
た
こ
と
は
厳
密
に
は
権
力
者
に
よ
る
言
論
の
抑
圧
で

あ
り
、
人
々
に
空
気
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
）　｢

反
原
発
の
空
気｣

に
関
す
る
意
識
調
査

　

二
〇
一
二
年
七
月
当
時
、
日
本
の
人
々
は
日
本
に
「
反
原
発
の
空
気
」
を
感
じ
て
い
た
か
ど
う
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
筆
者
は
、

二
〇
一
二
年
七
月
末
、
勤
務
先
で
あ
る
秋
田
市
の
国
際
教
養
大
学
の
教
職
員
と
学
生
を
対
象
に
小
規
模
な
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
て

み
た
。
表
１
に
見
る
よ
う
に
、
被
調
査
者
の
う
ち
、
実
に
約
九
七
％
が
当
時
の
日
本
に
は
反
原
発
の
空
気
が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
。

　

次
に
そ
う
し
た
空
気
は
ど
こ
で
最
も
強
く
感
じ
る
か
を
一
つ
だ
け
選
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
第
一
位
が
テ
レ
ビ
で
、
約
五
二
％
、

第
二
位
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
約
三
二
％
で
あ
っ
た
（
表
２
）。
第
一
位
が
テ
レ
ビ
で
あ
る
こ
と
は
意
外
で
は
な
い
が
、
新
聞
、
家

族
、
友
人
が
意
外
に
低
い
。
こ
れ
は
標
本
の
中
に
若
い
学
生
が
多
い
こ
と
が
関
係
し
て
お
り
、
一
般
市
民
が
も
っ
と
多
く
入
っ
て
い

れ
ば
結
果
は
違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
順
位
が
意
外
に
高
い
こ
と
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

こ
の
頃
、
政
府
は
二
〇
三
〇
年
に
お
け
る
原
発
の
比
率
を
〇
％
（
完
全
な
脱
原
発
）、
一
〇
～
一
五
％
（
福
島
事
故
以
前
よ
り
縮
小
）、

二
〇
～
二
五
％
（
福
島
事
故
以
前
と
ほ
ぼ
同
程
度
）
の
三
案
を
国
民
に
提
示
し
、
世
論
調
査
や
公
聴
会
で
使
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
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調
査
で
も
被
調
査
者
に
対
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
に
、
念
の

た
め
二
五
％
以
上
（
原
発
へ
の
依
存
度
を
こ
れ
ま
で
よ
り
増
や
す
）
を
加
え

た
四
つ
の
選
択
肢
を
提
示
し
、
将
来
（
二
〇
三
〇
年
頃
）
の
日
本
の
原
発

依
存
度
は
ど
の
程
度
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
か
を
尋
ね
た
。
そ

の
結
果
は
表
３
に
見
る
よ
う
に
、
日
本
の
原
発
依
存
度
を
福
島
事
故
当

時
以
上
に
拡
大
す
べ
き
だ
と
答
え
た
人
は
皆
無
で
あ
り
、
福
島
事
故
当

時
と
同
じ
レ
ベ
ル
と
答
え
た
人
が
一
五
％
、
そ
し
て
残
り
の
八
五
％
は

完
全
な
脱
原
発
あ
る
い
は
縮
小
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

ノ
エ
レ
＝
ノ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
は
こ
う
し
た
意
見
分
布
の
数
字

ま
で
は
知
ら
な
い
ま
で
も
、
ど
う
い
う
意
見
が
多
数
派
で
あ
り
、
し
か

も
意
見
分
布
の
パ
タ
ー
ン
が
ど
の
方
向
に
動
い
て
い
る
か
を
マ
ス
コ
ミ

等
を
通
じ
て
ほ
ぼ
直
感
的
に
感
じ
取
っ
て
い
る
（N

oelle=N
eum

ann  

1984=1997

）。
そ
し
て
彼
等
は
多
数
派
の
方
に
自
分
の
意
見
を
合
わ
せ
よ

う
と
す
る
、
な
ぜ
な
ら
人
は
少
数
派
と
な
っ
て
孤
立
す
る
こ
と
を
恐
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
多
数
派
と
同
意
見
の

人
々
は
勇
気
づ
け
ら
れ
て
人
前
で
積
極
的
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
一

方
、
少
数
派
と
同
意
見
の
人
々
は
孤
立
を
恐
れ
て
寡
黙
に
な
る
、
あ
る

い
は
沈
黙
す
る
。
こ
れ
が
ノ
エ
レ
＝
ノ
イ
マ
ン
の
「
沈
黙
の
螺
旋
理
論
」

で
あ
る
。

あると思う 97.3％
あるとは思わない 2.7％

Total 100.0％

表１：「あなたは現在の日本には
　　　〈反原発の空気〉があると感じますか？」（n=73）

家族 1.4％
友人 2.7％
仕事の同僚 0.0％
テレビ 52.1％
新聞 1.4％
雑誌 1.4％
インターネット 31.5％
不明 8.2％

Total 100.0％

表２：「（反原発の空気を感じると答えた人に）
　　　それを最も強く感じる場所はどこですか？」（n=73）
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こ
の
理
論
が
日
本
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
よ
り
ず
っ
と
前
に
山
本
七
平

は
『
空
気
の
研
究
』
に
お
い
て
、
人
々
が
空
気
の
存
在
を
感
じ
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
れ
へ
の
抵
抗
は
「
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
さ
す
作
業
で
あ
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
（
山
本
、
一
九
七
七
、
二
五
頁
）。
ノ
エ
レ
＝
ノ
イ
マ
ン
と
違
っ
て
、
山
本

は
心
理
学
者
で
は
な
い
の
で
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
動
機
に
は
言
及
し
て
い

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
二
人
は
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
ノ
エ
レ
＝

ノ
イ
マ
ン
が
日
本
の
空
気
概
念
を
知
っ
て
意
を
強
く
し
た
こ
と
は
本
稿
の
冒
頭
で

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
将
来
の
原
発
依
存
度
に
関
す
る
被
調
査
者
の
意
見
と
、
彼
等
が
人
前

で
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
か
ど
う
か
の
関
係
を
調
べ
て
み
た
。

そ
の
結
果
は
表
４
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
多
数
派
で
あ
る
脱
原
発
の
意
見
の
持
ち

主
は
「
ま
っ
た
く
躊
躇
し
な
い
」
が
約
四
％
（「
躊
躇
し
な
い
」
と
合
わ
せ
て
約
六

一
％
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
少
数
派
で
あ
る
「
二
〇
～
二
五
％
（
ほ
ぼ
現
状
通

り
）」
と
い
う
意
見
の
持
ち
主
は
「
全
く
躊
躇
し
な
い
」
は
〇
％
、｢

躊
躇
し
な

い｣

と
合
わ
せ
て
約
五
五
％
で
あ
り
、
予
想
通
り
の
方
向
に
違
い
が
見
ら
れ
た）3
（

。

　
（
三
）　

世
論
の
前
段
階
と
し
て
の
空
気

　

前
節
の
意
識
調
査
は
二
〇
一
二
年
七
月
に
実
施
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
五
カ

月
後
の
二
〇
一
三
年
一
月
二
一
日
の
『
産
経
新
聞
』
紙
上
で
藤
井
聡
京
都
大
学
教

0％（完全な脱原発） 31.5％
10 〜 15％（福島事故以前より縮小） 53.4％
20 〜 25％（福島事故以前とほぼ同程度） 15.1％
25％以上（原発への依存度をこれまでより増やす） 0.0％

総計 100.0％

表３：「あなたは将来（2030 年頃）の日本の原発依存度は
　　　どの程度であることが望ましいと思いますか」（n=73）

原子力依存度 強く
躊躇する 躊躇する どちらとも

言えない
躊躇
しない

まったく
躊躇しない 総計

0％（完全な脱原発） 0.0％ 17.4％ 21.7％ 56.5％ 4.3％ 100.0％
10〜15％（福島事故以前より縮小） 2.6％ 15.4％ 25.6％ 48.7％ 7.7％ 100.0％
20〜25％（福島事故以前とほぼ同程度） 9.1％ 9.1％ 27.3％ 54.5％ 0.0％ 100.0％

総計 2.7％ 15.1％ 24.7％ 52.1％ 5.5％ 100.0％

表４：「原子力発電の問題について人前で発言することに躊躇しますか？」（n=73）
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授
と
評
論
家
の
西
部
邁
氏
が
「
日
本
復
活
へ
の
道
」
と
題
す
る
座
談
会
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
藤
井
教
授
が
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た
。

　

原
発
の
再
稼
動
を
め
ぐ
っ
て
は
、
知
識
人
ら
が
「
反
原
発
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
中
、「
原
発
賛
成
」
と
い
え
ば
世

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

間
か
ら
強
く
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
多
く
が
お
び
え
て
い
る
やマ
マ

に
思
う
。
そ
れ
が
、
電
力
の
安
定
供
給
問
題
に
つ
い
て
、
若
い

人
が
事
情
を
理
解
で
き
て
い
な
い
最
大
の
原
因
と
言
っ
て
い
い
。
知
識
人
や
著
名
人
で
「
空
気
に
踊
っ
て
し
ま
う
人
た
ち
」

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
出
て

き
て
、
そ
の
主
張
を
聞
い
た
若
者
が
世
論
の
バ
ッ
シ
ン
グ
を
恐
れ
、
原
発
に
つ
い
て
う
や
む
や
に
し
て
し
ま
う
構
造
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
自

体
が
、
問
題
を
深
刻
化
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
電
力
の
安
定
供
給
や
原
発
問
題
に
つ
い
て
、
正
々
堂
々
と
語
る
言
論
人
が
本
当

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
言
論
人
が
い
れ
ば
、
世
論
も
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
く
る
（「
日
本
復
活
へ
の
道
」、
二
〇
一
三
）（
傍
点

は
引
用
者
）。

　

こ
の
発
言
は
前
節
の
質
問
紙
調
査
の
四
カ
月
後
で
も
ま
だ
日
本
に
は
「
反
原
発
の
空
気
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
が
、
ま
た
「
電
力
の
安
定
供
給
や
原
発
問
題
に
つ
い
て
、
正
々
堂
々
と
語
る
言
論
人
が
」
増
え
て
く
れ
ば
、「
世
論
も
だ
い
ぶ
変

わ
っ
て
く
る
」
と
い
う
予
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
は
、
実
は
世
論
研
究
者
に
よ
っ
て
一
般
論
と
し
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
（
一
八
三
八
～
一
九
二
二
）
に
よ
れ
ば
、
世
論
形
成
は
「
漠
然
と
し
た
つ
か
み
ど

こ
ろ
の
な
い
社
会
的
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
脅
威
感
」
や
「
感
情
的
不
満
や
心
理
的
不
安
」
に
始
ま
り
、
次
第
に
「
問
題
解
決
案
を
め
ぐ

る
多
元
的
・
理
性
的
な
討
論
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
「
政
治
争
点
の
解
消
あ
る
い
は
先
送
り
」
と
な
る
と
指
摘
し

て
い
た
（
岡
田
ほ
か
、
二
〇
〇
七
、
四
〇
頁
に
引
用
）。

　

堀
江
湛
も
ま
た
「
世
論
と
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
選
別
・
調
理
さ
れ
た
素
材
に
対
す
る
国
民
の
非
系
統
的
・
感
覚
的
反
応
を
、
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マ
ス
コ
ミ
の
手
に
よ
っ
て
整
理
・
体
系
化
し
、
論
理
化
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
（
堀
江
、
一
九
六
五
、
七
七
頁
）。「
マ

ス
コ
ミ
の
手
に
よ
っ
て
整
理
・
体
系
化
」
さ
れ
、「
論
理
化
」
さ
れ
る
こ
と
が
、
上
述
の
ブ
ラ
イ
ス
の
言
う
、「
問
題
解
決
案
を
め
ぐ

る
多
元
的
・
理
性
的
な
討
論
」
へ
と
つ
な
が
り
、
最
終
的
に
「
政
治
争
点
の
解
消
あ
る
い
は
先
送
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
も
言

え
よ
う
。
世
論
形
成
過
程
の
最
終
段
階
に
位
置
す
る
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
意
見
が
世
論
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ

の
前
段
階
で
あ
る
（
発
生
し
た
問
題
に
対
す
る
）「
国
民
の
非
系
統
的
・
感
覚
的
反
応
」
の
部
分
が
空
気
に
相
当
す
る
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
社
会
的
ル
サ
ン
チ
マ
ン
」
で
あ
れ
、「
非
系
統
的
・
感
覚
的
反
応
」
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
個
人

レ
ベ
ル
で
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
て
い
る
状
態
は
空
気
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
が
凝
集
し
て
社
会
的
に
一
定
の
方
向
性
を
も
っ
た
圧
力
と

な
っ
た
時
に
空
気
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
感
情
や
感
覚
的
反
応
は
ま
だ
論
理
的
・
理
性
的
に
整
理
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の

の
、
多
数
派
の
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
政
治
指
導
者
に
よ
っ
て
扇
動
、
強
化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
マ
ク
ロ

レ
ベ
ル
に
お
け
る
空
気
で
あ
る
。
多
数
派
の
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
政
治
指
導
者
に
よ
っ
て
扇
動
、
唱
道
さ

れ
て
い
る
感
情
や
反
応
に
人
々
は
な
ぜ
同
調
す
る
か
と
言
え
ば
、
小
集
団
の
場
合
と
同
じ
で
、
そ
れ
が
報
奨
の
獲
得
や
制
裁
の
回
避

に
つ
な
が
る
、
簡
単
に
言
え
ば
無
難
で
安
全
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

山
本
（
一
九
七
七
）
は
、
空
気
と
は
変
わ
り
や
す
い
も
の
、
消
滅
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い

る
。
空
気
が
ど
う
い
う
契
機
で
消
滅
に
向
か
う
か
と
い
う
と
そ
れ
は
「
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
水
を
差
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
（
山
本
、
一
九
七
七
、
九
七
頁
）。
反
原
発
の
空
気
に
則
し
て
言
う
な
ら
ば
、「
水
を
差
さ
れ
る
」

と
は
停
電
が
増
え
る
、
電
気
料
金
が
大
幅
に
上
が
る
、
日
本
経
済
が
弱
体
化
し
て
失
業
者
が
増
加
す
る
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
可
能

性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
数
量
デ
ー
タ
等
を
使
っ
て
冷
静
に
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
そ
う
い
う
こ
と
は
『
産
経
新
聞
』、

『
読
売
新
聞
』、『
日
本
経
済
新
聞
』
等
保
守
的
あ
る
い
は
財
界
寄
り
の
新
聞
等
で
は
盛
ん
に
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
本
研
究
の
質
問
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紙
調
査
が
実
施
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
七
月
頃
に
比
べ
れ
ば
、「
反
原
発
の
空
気
」
は
だ
い
ぶ
収
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
再
度
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
の
問
題
が
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
合
理
的
な
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
落
ち
着
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

次
か
ら
次
へ
と
似
た
よ
う
な
問
題
が
連
続
し
て
起
こ
っ
た
り
、
言
論
弾
圧
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
宣
伝
、
扇
動
な
ど
に
よ
る
感
情

操
作
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
冷
静
な
議
論
が
な
さ
れ
ず
、
合
理
的
な
対
応
策
が
示
さ
れ
ず
、「
漠
然
と
し
た
つ
か
み
ど
こ
ろ

の
な
い
社
会
的
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
脅
威
感
」
が
国
民
の
大
多
数
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
現
実
へ
の
理
性
的
対
応
が
で
き

な
い
ま
ま
空
気
と
し
て
国
民
全
体
を
束
縛
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
戦
時
や
準
戦
時
状
況
、
独
裁
政
権
下
等
で
は
こ
う

い
う
こ
と
が
よ
く
起
こ
る
。

五　

結
論

　

猪
瀬
直
樹
（
東
京
都
知
事
）
は
『
戦
争
と
空
気
』
と
題
す
る
本
の
中
で
、
日
本
に
よ
る
真
珠
湾
攻
撃
以
前
、
日
米
間
の
国
力
の
差

を
示
す
客
観
デ
ー
タ
は
十
分
に
あ
り
、
一
部
の
専
門
家
た
ち
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
を
国
民
全
体
に
知
ら
せ
る

こ
と
が
言
論
統
制
の
た
め
に
で
き
な
か
っ
た
、
要
す
る
に
当
時
の
好
戦
的
空
気
に
対
し
て
十
分
に
「
水
を
差
す
」
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
山
本
七
平
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
借
り
な
が
ら
論
じ
て
い
る
（
猪
瀬
、
二
〇
〇
七
）。
山
本
も
「
太
平
洋
戦
争
そ
の

も
の
が
、
否
、
そ
の
前
の
日
華
事
変
の
発
端
と
対
処
の
仕
方
が
、
す
べ
て
〝
空
気
〟
決
定
な
の
で
あ
る
」（
山
本
、
一
九
七
七
、
六
一

頁
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
日
華
事
変
（
一
九
三
七
）
か
ら
太
平
洋
戦
争
（
一
九
四
一
年
）
ま
で
の
日
本
の
体
制
は
そ
の
言
論
政
策
に

よ
っ
て
国
民
を
「
漠
然
と
し
た
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
社
会
的
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
脅
威
感
」（
ブ
ラ
イ
ス
）（
岡
田
ほ
か
、
二
〇
〇
七
、

四
〇
頁
に
引
用
）
の
段
階
に
閉
じ
込
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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為
政
者
と
い
う
も
の
は
自
分
の
政
治
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
「『
空
気
』
を
人
工
的
に
醸
成
す
る
」
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
と
も

山
本
七
平
は
指
摘
し
て
い
る
（
山
本
、
一
九
七
七
、
二
一
頁
）。
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
政
権
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
厳
し

い
言
論
統
制
、
徹
底
し
た
宣
伝
、
扇
動
が
な
く
、
知
識
人
が
客
観
的
事
実
や
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
「
現
実
を
つ
き
つ
け
る
」
つ
ま
り

「
水
を
差
す
」
こ
と
が
自
由
に
で
き
た
な
ら
、
あ
の
よ
う
な
オ
カ
ル
ト
じ
み
た
政
権
は
決
し
て
長
続
き
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

空
気
と
は
特
定
の
方
向
へ
の
圧
力
を
伴
っ
た
雰
囲
気
で
あ
る
。
雰
囲
気
と
は
、
人
間
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か

に
人
間
の
外
側
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
数
量
的
に
測
定
し
た
り
、
言
葉
で
厳
密
に
定
義
し
た
り
描
写
し
た
り
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
に
、
空
気
も
雰
囲
気
も
日
常
会
話
で
は
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
論
壇
で
は
頻
繁
に
使
わ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
問
的
解
明
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
欧
米
を
含
め
、
ま
っ
た
く
例
が
な
い
わ
け
で
は

な
い）4
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
や
現
象
が
本
質
的
に
学
問
、
あ
る
い
は
科
学
の
対
象
に
な
り
え
な
い
も
の
と
は
思
え
な
い
。

　

本
章
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
空
気
は
対
人
関
係
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
、
群
衆
、
集
団
の
よ
う
な
中
間
レ
ベ
ル
、
そ
し
て

国
全
体
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
も
存
在
す
る
。
レ
ベ
ル
の
違
い
に
よ
っ
て
、
研
究
方
法
も
異
な
っ
て
く
る
。
数
量
的
実
証
研
究

に
最
も
な
じ
む
の
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
空
気
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
人
々
に
現
在
国
全
体
に
ど
の
よ
う
な
空
気
が
あ
る
と

思
う
か
を
質
問
紙
調
査
に
よ
っ
て
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
マ
ス
コ
ミ
の
内
容
分
析
に
よ
っ
て
特
定
の
空
気
の
存
在
と
そ
の
推

移
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Ito, 1996a, 1996b, 
伊
藤
、
一
九
九
六
ａ
、
一
九
九
六
ｂ
、
伊
藤
一
九
九
七
ａ
、
一
九
九
七
ｂ
、
一
九
九

八
）。

　

空
気
の
研
究
は
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
特
に
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
探
求
、 

小
集
団
力
学
、
特
に
そ
の
意
思

決
定
過
程
の
解
明
、
さ
ら
に
は
国
全
体
レ
ベ
ル
で
の
政
策
決
定
過
程
の
研
究
に
も
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
取
り
上
げ
た
一
九
三

〇
年
代
、
四
〇
年
代
の
軍
国
主
義
時
代
の
日
本
や
ナ
チ
ス
時
代
（
一
九
三
三
～
一
九
四
五
年
）
に
お
け
る
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
た
よ
う

な｢

空
気
の
支
配｣

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
日
本
、
ド
イ
ツ
の
国
民
は
す
で
に
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
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ム
を
理
解
し
、「
空
気
に
水
を
差
し
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
漠
然
と
し
た
空
気
を
客
観
的
・
現
実
的
な
世
論
へ
と
高
め
る
過
程
の
自
由
を

保
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
世
界
に
は
中
国
、
ロ
シ
ア
な
ど
強
大
な
軍
事
力
を
持
ち
な
が
ら
政
治
指
導
者
が
「
空
気
を
人
工

的
に
醸
成
す
る
」
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
一
方
、
自
分
が
創
っ
た
空
気
に
「
水
を
差
さ
れ
る
」
こ
と
を
敵
視
し
、
そ
れ
を
統
制
し
た
り

弾
圧
し
て
い
る
国
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
で
「
空
気
の
支
配
」
や
「
空
気
の
暴
走
」
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
は
人
類
の
平

和
共
存
に
と
っ
て
重
大
な
脅
威
と
な
る
。
空
気
の
研
究
は
そ
う
い
う
国
で
こ
そ
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

え
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 　

当
時
の
内
容
分
析
研
究
は
そ
の
後
ま
と
め
て
真
鍋
（
一
九
八
五
）
に
収
録
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　 

後
に
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
、
新
聞
、
世
論
の
三
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
）
部
門
間
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は

欧
米
に
も
例
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ブ
ル
ッ
カ
ー
は
、
か
つ
て
は
民
衆
と
共
に
あ
っ
た
新
聞
が
、

民
衆
か
ら
分
離
し
て
独
立
し
た
存
在
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
「
三
極
モ
デ
ル
」
と
似
た
よ
う
な
図
を
提
示
し
て
い
る

（Brucker 1949: 69-70

）。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
ト
ロ
ー
ズ
の
「
リ
ン
ケ
ー
ジ
理
論
」
で
は
、
政
治
指
導
者
、
一
般
大
衆
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
、
圧
力
諸
団
体
が
お
互
い
に
ど
の
よ
う
に
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
合
っ
て
い
る
か
を
図
に
し
て
解
説
し
て
い
る
（Strouse 1975: 5-20

）。

エ
リ
ッ
ク
・
ア
ブ
ラ
ム
ソ
ン
は
、
政
府
、
教
育
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
実
業
（
ビ
ジ
ネ
ス
）
界
四
部
門
間
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
そ
の
社
会

全
体
の
マ
ク
ロ
文
化
が
形
成
さ
れ
る
と
論
じ
た
（A

braham
son &

 Fom
brun 1992

）。

（
3
）　 

標
本
数
が
七
三
と
少
な
す
ぎ
た
た
め
、
違
い
に
有
意
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ま
と
め
て
縮
小
さ
れ
た
ク
ロ
ス

表
を
使
っ
た
検
定
も
し
て
み
た
が
、
有
意
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

（
4
）　 

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
精
神
医
学
者
フ
ー
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
テ
レ
ン
バ
ッ
ハ
（H

ubertus T
ellenbach

）
の
『
味
と
雰
囲
気
』

（T
ellenbach 1968=1980

）
や
哲
学
者
（
美
学
）
ゲ
ル
ノ
ー
ト
・
ベ
ー
メ
（Gernot Boehm

e

）
の
『
雰
囲
気
の
美
学
：
新
し
い
現
象

学
の
挑
戦
』（Boehm

e 1995=2006

）
は
注
目
に
値
す
る
。
彼
等
は
い
ず
れ
も
欧
米
の
伝
統
的
学
問
が
雰
囲
気
や
そ
の
周
辺
の
現
象
、

概
念
を
研
究
の
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
、
和
辻
哲
郎
、
木
村
敏
、
濱
口
恵
俊
等
、
日
本
の
学
者
た
ち
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
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と
述
べ
て
い
る
（T

ellenbach 1968=1980: 65, 137-138; Boehm
e 1995=2006: i-v

）。
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