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人文主義を維持し左翼を占めること

人
文
学
の
根
本
問
題

人
文
学
の
よ
っ
て
立
つ
人
文
主
義
（H

um
anism

）
を
問
題
と
す
る
と
き
、

そ
の
死
命
を
制
す
る
の
は
、
人
間
研
究
と
文
献
主
義
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
人
間
」
の
研
究
は
、
自
然
学
も
取
り
扱
う
の
だ
か
ら
、
人

文
主
義
の
独
占
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
然
学
が
「
も
の
」
と
し
て
「
人

間
」
を
切
り
裁
き
組
み
立
て
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
文
学
は
「
こ
こ
ろ
」
と

し
て
そ
れ
を
観
る
。
す
な
わ
ち
、
人
文
学
は
、「
人
間
の
精
神
」
を
研
究
す
る
。

も
っ
と
も
、「
人
間
の
精
神
」
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
と
て
、
自
然
学
の

研
究
対
象
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
研
究
方
法
は
、
や
は
り
「
人
間
の
精

神
」
を
「
も
の
」
と
し
て
扱
う
以
外
に
な
い
。
だ
か
ら
、
神
経
の
仕
組
み
と

働
き
を
調
べ
、
そ
れ
が
集
積
し
た
脳
の
そ
れ
ら
を
調
べ
る
。

人
文
学
は
、「
人
間
の
精
神
」
に
、
そ
れ
が
表
現
さ
れ
た
行
為
か
ら
迫
る
。

そ
の
表
現
に
は
多
彩
な
も
の
が
あ
る
が
、
学
問
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
文

献
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
今
日
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
録
音
・

録
画
す
る
技
術
も
あ
る
か
ら
、
文
献
と
は
か
な
ら
ず
し
も
呼
べ
な
い
も
の
も
、

表
現
を
保
存
す
る
貴
重
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ

が
、
や
は
り
、
学
問
で
あ
る
か
ぎ
り
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
そ
の
ま
ま

の
か
た
ち
で
放
置
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
最
低
限
、
文
献
に

よ
っ
て
整
理
し
て
見
せ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
話
し
（Sprache

）
は
精
神
の
現
存
在
（D

aseyn

生
存
）

で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
（『
精
神
の
現
象
学
』
第
六
章
Ｃ
節
ｃ
「
良

識
」
第
六
六
六
段
落
）。「
精
神
」
が
あ
り
の
ま
ま
の
直
接
の
姿
を
生
き
た
か

た
ち
で
現
す
の
は
、「
話
し
」
に
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
話

し
」
は
聴
き
取
ら
れ
て
こ
そ
意
味
を
な
す
。

人
文
主
義
は
、
こ
う
し
た
「
人
間
の
精
神
」
に
よ
る
「
話
し
」
を
聴
き
取

る
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
経
線
維
に
耳
を
傾
け
て
も
聴
こ
え
て
く
る
は
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特
集
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人
文
学
の
将
来

人
文
主
義
を
維
持
し
左
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伸
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ず
が
な
い）

1
（

。
と
は
い
え
、
そ
の
「
話
し
」
も
、
た
ん
な
る
意
味
の
な
い
音
と

し
て
流
れ
る
だ
け
な
ら
、
あ
る
い
は
文
字
と
し
て
埋
没
す
る
だ
け
な
ら
、

け
っ
し
て
「
こ
こ
ろ
」
に
響
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ

に
意
味
を
見
出
す
力
と
、
ま
た
文
字
を
発
掘
す
る
探
求
心
と
が
、
聴
く
側
に

も
具
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
話
し
」
が
感
性
的
な
「
音
」
以
上
の
意
味
で
あ
る
と
と
ら
え
る
の
は
、

人
間
の
理
性
（V

ernunft
）
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
聴
く
」
と
い
う
こ

と
が
「
理
性
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
哲
学
者
だ
っ
た
。「
理
性
は
、
神

の
仕
事
を
聴
き
取
る
こ
と
で
あ
る
」（『
歴
史
哲
学
』「
世
界
史
に
お
け
る
精

神
の
規
定）

2
（

」）。
こ
の
さ
い
、「
神
の
仕
事
」
と
は
、「
真
実
の
善
」
の
こ
と
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
真
実
の
善
」
を
表
象
で
語

れ
ば
、「
神
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
同
前
）。

こ
の
筋
で
考
え
れ
ば
、「
話
し
」
に
意
味
を
見
出
す
と
は
、「
話
し
」
に
潜

む
「
真
実
の
善
」
を
聴
き
取
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
、

「
偽
り
の
善
」
と
そ
れ
と
を
聴
き
分
け
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。「
地
獄
へ
の
道

は
善
意
で
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
格
言
も
あ
る）

3
（

。
さ
ら
に
、
悪
意

で
「
善
」
を
偽
る
者
も
か
な
り
多
く
い
る
。
だ
か
ら
、
文
献
主
義
は
、
文
献

批
判
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
「
批
判
」
は
、「
理
性
」
に
よ
る

も
の
だ
か
ら
、
好
き
嫌
い
と
い
っ
た
感
性
的
な
も
の
を
通
り
越
し
た
水
準
で

遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
は
論
争
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、

批
判
す
べ
き
も
の
が
権
力
や
権
威
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
に
触
れ
る
な
ら
ば
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0
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、

そ
の
批
判
は
、
政
治
的
な
性
質
ま
で
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
人
文
主
義
は
、

こ
の
極
北
に
至
っ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
の
名
を
損
な
わ
ず
に
い
ら
れ
る
の
か
。

こ
の
へ
ん
の
自
覚
の
い
か
ん
が
今
日
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

学
問
の
上
下
・
虚
実
な
る
も
の

カ
ン
ト
は
、
上
級
学
部（
神
学
部
・
法
学
部
・
医
学
部
）
と
下
級
学
部（
哲

学
部
）
と
い
う
当
時
の
命
名
慣
習
に
つ
い
て
、
政
府
の
関
心
の
程
度
と
し
て

理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
神
学
部
・
法
学
部
・
医
学
部
は
、「
教
説
が
ど
の

よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
公
に
講
述
さ
れ
る
べ
き

か
」
が
「
政
府
自
身
の
関
心
を
引
く
」
か
ら
「
上
級
」
だ
と
さ
れ
、
哲
学
部

は
、「
学
問
の
利
害
関
心
に
だ
け
配
慮
す
れ
ば
よ
い
」
か
ら
「
下
級
」
だ
と

さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う）

4
（

。

こ
の
さ
い
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
政
府
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
上
級
学

部
に
は
「
最
も
強
力
で
最
も
持
続
的
な
影
響
力
を
国
民
に
及
ぼ
す
手
段
」
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
か
？　

神
学
部
は
「
各
人
の
永
遠
の
幸
せ

（W
ohl

）」、
法
学
部
は
「
市
民
的
な
幸
せ
」、
医
学
部
は
「
身
体
的
な
幸
せ
」

に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る）

5
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
は
、
神
学
者
の
場
合
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「
理
性
か
ら
で
は
な
く
聖
書
か
ら
」、
法
学
者
の
場
合
「
自
然
法
か
ら
で
は
な

く
国
法
か
ら
」、
医
学
者
の
場
合「
自
然
学
で
は
な
く
て
医
療
法
規（M

edici-

nalordnung

）
か
ら
」
汲
み
取
っ
て
く
る）

6
（

。
こ
う
し
た
教
説
は
、
い
ず
れ
も
、

聖
職
者
や
司
法
官
、
医
者
と
い
っ
た
実
務
家
に
と
っ
て
強
制
的
な
性
格
を
帯

び
る
の
で
あ
る）

7
（

。

上
級
学
部
の
学
問
は
、
ま
さ
に
人
び
と
の
「
幸
せ
」
に
役
立
つ
教
説
を
生

み
出
す
点
で
、
ま
た
、
そ
の
教
説
を
用
い
る
実
務
家
を
養
成
す
る
点
で
、「
実

学
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
実
学
」
は
、

権
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
権
威
主
義
を
み
ず
か
ら
の
学
知
の
本
性
と
せ
ざ

る
を
え
な
い
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
実
学
」
の
「
役
立
つ
」
面
の

裏
で
は
、
権
力
主
義
・
権
威
主
義
が
蠢
い
て
い
る
。「
幸
せ

0

0

」
な
る
も
の
を

0

0

0

0

0

政
府
の
権
力
と
学
問
の
権
威
と
を
用
い
て
引
き
出
す
の
が
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0

0

0

0

0
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「
実
学

0

0

」
の
本
領

0

0

0

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
下
級
学
部
の
哲
学
部
は
、「
学
問
の
利
害
関
心
に
だ
け
配

慮
す
れ
ば
よ
い
」
と
さ
れ
る
の
で
、
人
々
の
「
幸
せ
」
に
直
結
す
る
も
の
を

か
な
ら
ず
し
も
即
物
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
哲
学
部
は
、「
理
性
か

ら
借
り
て
き
た
諸
指
令
を
通
じ
て
」
そ
う
し
た
「
幸
せ
」
に
関
わ
る
の
で
、

「
誠
実
に
生
き
る
」、「
不
正
を
は
た
ら
か
な
い
」、「
節
度
を
も
つ
」
と
い
っ

た
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
程
度

の
こ
と
な
ら
ば
、「
学
識
な
ど
な
く
て
も
よ
い
く
ら
い
」
だ
と
も
い
え
る）

8
（

。

だ
か
ら
、
哲
学
部
は
要
ら
な
い
、
と
い
う
話
し
に
も
な
っ
て
く
る
。
も
っ
と

も
、
こ
う
し
た
判
断
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
違
法
な
争
い
（gesetz-

w
idriger Streit

）」
で
は
あ
る
の
だ
が）

9
（

。

《
文
学
部
（
ド
イ
ツ
で
は
「
哲
学
部
」
の
こ
と）

10
（

）
の
学
問
は
「
虚
学）

11
（

」
で

あ
る
》
と
の
│
│
文
学
部
に
属
す
る
者
で
す
ら
な
ぜ
か
信
じ
き
っ
て
い
る

│
│
臆
説
は
、
哲
学
的
分
析
で
は
、
カ
ン
ト
の
示
し
た
よ
う
に
、「
下
級
」

の
哲
学
部
が
、「
理
性
」
に
基
づ
か
ぬ
「
公
衆
が
迷
信
的
に
認
め
て
い
る
魔

術
的
な
力）

12
（

」
を
具
え
た
「
実
学
」
た
り
え
な
い
、
と
い
う
理
解
か
ら
く
る
で

あ
ろ
う
。

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
検
索
の
誤
爆

と
こ
ろ
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
進
展
に
よ
り
書
籍
そ
の
ほ
か
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
も

電
子
的
に
読
ま
れ
る
の
が
大
衆
化
さ
れ
た
今
日
の
段
階
に
あ
っ
て
、
古
典
作

品
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
化
に
よ
る
研
究
技
法
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
公
開
さ
れ
た

膨
大
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
群
を
相
手
に
し
て
検
索
す
る
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
も
の

に
ま
で
深
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
従
来
で
あ
れ
ば
汗
牛
充

棟
を
相
手
に
広
漠
た
る
文
字
群
を
渉
猟
す
る
な
か
で
よ
う
や
く
発
見
し
え
た

知
識
の
つ
な
が
り
も
、
瞬
時
に
し
て
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
「
可
能
」
と
も
い

え
る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る）

13
（

。
こ
れ
が
、
今
日
の
文
献
主
義
の
重
大
に
し
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て
深
刻
な
一
局
面
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
検
索
で
き
る
こ
う
し
た
利
便
性
に
胡

坐
を
か
く
と
、
と
ん
で
も
な
い
誤
爆
も
惹
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。

本
の
ペ
ー
ジ
を
斜
め
読
み
に
せ
よ
め
く
り
あ
げ
る
読
書
で
あ
れ
ば
、
そ
の

過
程
で
、
探
索
す
べ
き
対
象
を
位
置
づ
け
る
文
脈
を
も
領
略
し
、
他
の
文
献

と
の
参
照
通
路
も
│
│
課
題
意
識
に
留
ま
る
や
も
し
れ
ぬ
が
│
│
開
け
る
の

み
な
ら
ず
、
横
道
に
逸
れ
た
要
ら
ぬ
知
識
ま
で
も
得
ら
れ
、
ま
さ
し
く
そ
の

プ
ロ
セ
ス
全
体
が
み
ず
か
ら
の
文
献
主
義
的
教
養
を
広
く
深
く
積
む
も
の
と

な
り
え
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
問
題
と
す
べ
き
テ
キ
ス
ト

に
行
き
当
た
る
ま
で
に
と
き
に
は
膨
大
な
時
間
を
要
し
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く

の
坊
主
に
な
り
終
わ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
て
、
問
題
解
決
な
り
成
果
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
非
効
率
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
今
日
の
よ
う
な
検
索
技
術
の
な
い
も
と
で
は
、
こ
う
し
た
渉

猟
は
、
そ
の
よ
う
に
難
ず
る
発
想
す
ら
も
浮
か
ば
な
い
ほ
ど
の
当
た
り
前
の

も
の
で
、
人
文
主
義
的
研
究
は
、
も
と
も
と
、
そ
の
よ
う
な
膨
大
な
「
無
駄
」

を
肥
や
し
と
す
る
ぶ
厚
い
知
識
の
地
盤
の
う
え
に
立
っ
て
広
い
視
野
で
議
論

を
構
築
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
得
ら
れ
た
わ
ず
か
ば
か
り
の

新
た
な
知
見
に
し
て
も
、
研
究
プ
ロ
セ
ス
で
つ
か
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の

舞
台
も
背
景
も
は
っ
き
り
し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
、
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上

が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
人
文
主
義
の
再
生
産
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
の
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
検
索
に
は
、
こ
う
し
た
雰
囲
気
が
ま
っ

た
く
伴
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
雰
囲
気
を
読
ま
ず
に
行
き
あ
た
っ
た
言
葉

だ
け
を
つ
な
げ
て
い
く
な
ら
、
驚
く
べ
き
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
を
無
自
覚
の
ま

ま
行
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
状
況
と
と
も
に
事
実
を
と
ら
え
ず
、
出

会
い
頭
の
も
の
を
断
片
的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
都
合
の
良
い
議
論
を
組
み
立

て
る
。
今
日
の
人
文
主
義
が
こ
う
し
た
迷
い
道
に
入
り
込
ん
で
い
な
い
か
ど

う
か
、
細
心
の
検
証
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
検
索
で
得
ら
れ
た

結
果
を
あ
く
ま
で
仮
説
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
雰
囲
気
を
明
確

に
す
る
作
業
を
通
じ
て
検
証
す
る
と
い
う
「
仮
説
・
検
証
」
型
の
研
究
方
法

に
、
人
文
主
義
も
大
き
く
推
移
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
自
覚
的
に
と
ら
え
、
し

か
も
と
く
に
そ
の
「
検
証
」
部
分
で
本
来
的
な
人
文
主
義
を
発
揮
し
て
み
せ

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
書
の
無
い
」
時
代
に

全
国
大
学
生
活
協
同
組
合
連
合
会
に
よ
る
と
、
文
系
の
学
生
で
一
日
の
読

書
時
間
が
ゼ
ロ
で
あ
る
割
合
は
、
二
〇
一
五
年
調
査
の
段
階
で
約
四
割
に
及

ぶ
と
さ
れ
る）

14
（

。
そ
の
う
ち
文
学
部
の
学
生
の
括
り
で
ど
う
な
の
か
は
、
こ
の

か
ぎ
り
で
は
不
明
だ
が
、
そ
れ
と
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
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だ
ろ
う
。
こ
の
さ
い
、
電
子
書
籍
も
含
め
れ
ば
不
読
は
減
っ
て
い
る
と
い
う

想
定
も
あ
り
う
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
前
掲
の
調
査
で
は
、
電
子
書
籍
等
の

分
別
が
な
い
か
ら
、
内
数
と
し
て
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
受
け
取
る
の
が

自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
よ
し
ん
ば
、
電
子
書
籍
の
み
が
省
か
れ
て
い
る
と
み

て
も
、
文
化
庁
の
「
平
成
二
五
年
度
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果

の
概
要
」（
二
〇
一
四
年
）
で
は
、「
電
子
書
籍
の
み
を
利
用
し
て
い
る
」
者

が
二
〇
代
で
三
・
八
％
に
と
ど
ま
る
か
ら）

15
（

、
読
書
時
間
が
ゼ
ロ
で
あ
る
割
合

が
三
割
五
分
を
下
回
る
ほ
ど
激
減
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

つ
と
に
、
レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
は
、
一
九
五
三
年
刊
の
『
華
氏
４
５
１

度
』
に
お
い
て
、「
修
学
年
限
は
短
く
な
り
、
規
律
は
ゆ
る
み
〔discipline 

relaxed

〕、
哲
学
、
歴
史
、
外
国
語〔languages
〕
は
捨
て
ら
れ〔dropped

〕、

英
語
や
綴
り
の
授
業
は
徐
々
に
徐
々
に
遠
ざ
け
ら
れ
〔neglected

〕、
つ
い

に
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
無
視
さ
れ
て
〔ignored
〕
し
ま
う
だ
ろ
う
。
時
間

は
足
り
な
い
、
仕
事
は
重
要
だ
、
帰
り
道
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
快
楽
が

待
っ
て
い
る
。
ボ
タ
ン
を
押
し
た
り
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
り
、
ボ
ル
ト
や

ナ
ッ
ト
を
締
め
る
以
外
に
い
っ
た
い
な
に
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
？
」
と
、
昇

火
隊
長
（fire captain

）
ベ
イ
テ
ィ
ー
に
語
ら
せ
る）

16
（

。

日
本
の
現
在
で
は
皮
肉
に
も
修
学
年
限
が
長
く
な
っ
て
は
い
る
が
│
│
実

質
的
内
容
か
ら
す
れ
ば
た
ん
に
間
延
び
し
て
い
る
だ
け
で
や
は
り
短
く
な
っ

て
い
る
も
同
然
で
あ
る
│
│
、「
哲
学
、
歴
史
、
外
国
語
は
捨
て
ら
れ
」
と

い
う
事
態
は
、
根
深
く
進
行
し
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
に

対
し
て
、
す
く
な
く
と
も
「
外
国
語
は
重
視
さ
れ
て
い
る
」
と
の
表
面
的
な

反
論
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
英
語
至
上
主
義
か
ら
す
る

も
の
で
し
か
な
く
、
第
二
外
国
語
の
廃
棄
は
、
今
日
の
大
学
教
育
の
趨
勢
で

あ
ろ
う）

17
（

。
し
か
も
、
そ
の
英
語
教
育
も
、
日
常
会
話
程
度
の
能
力
が
も
っ
と

も
重
視
さ
れ
、
米
英
の
二
流
市
民
た
る
こ
と
で
嬉
々
と
す
る
自
発
的
植
民
地

化
教
育
以
上
に
出
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
手
の
米
英
二
流
市
民
を
作
る
た
め

に
、
国
語
教
育
の
時
間
は
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
さ
ら
に
は
国
語
力
の
な
い
国

0

0

0

0

0

0

0

民0

ま
で
も
作
る
こ
と
に
政
府
自
身
が
狂
奔
し
て
い
る）

18
（

。

そ
れ
に
、
ス
マ
ホ
で
画
面
を
タ
ッ
チ
し
さ
え
す
れ
ば
、
当
座
に
必
要
な
情

報
が
瞬
時
に
取
れ
る
（
か
の
よ
う
に
思
い
込
む
│
│
前
節
参
照
）。
そ
の
情

報
の
当
否
は
、
さ
し
あ
た
り
問
題
で
は
な
い
。
必
要
に
応
え
て
い
る
と
い
う

直
感
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
Ｏ
Ｋ
で
あ
る
。
ベ
イ
テ
ィ
ー
は
言
う
。

「
不
燃
性
の
デ
ー
タ
〔noncom

bustible data

〕
を
め
い
っ
ぱ
い
詰
め
こ
ん

で
や
れ
、
も
う
満
腹
だ
と
感
じ
る
ま
で
、〝
事
実
〞
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
こ
ん

で
や
れ
。
た
だ
し
国
民
が
、
自
分
は
な
ん
と
輝
か
し
い
情
報
収
集
能
力
を

持
っ
て
い
る
こ
と
か
〔absolutely ‘brilliant ’ w

ith inform
ation

〕、
と
感

じ
る
よ
う
な
事
実
を
詰
め
こ
む
ん
だ
。
そ
う
し
て
お
け
ば
、
み
ん
な

0

0

0

、
自
分

0

0

の
頭
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
動
か
な
く
て
も
動
い
て
い
る
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
感
覚
が
得
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
で
み
ん
な
し
あ
わ
せ
に
な
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
な
ぜ
か
と
い
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う
と
、
そ
う
い
う
た
ぐ
い
の
事
実
は
変
化
し
な
い
か
ら
だ
。
哲
学
だ
の
社
会

0

0

0

0

0

0

学
だ
の

0

0

0

、
物
事
を
関
連
づ
け
て
考
え
る
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
を
は
与
え
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
ん
な
も
の
を
齧
っ
た
ら
、
待
っ
て
い
る
の

は
憂
鬱
〔m

elancoly

〕
だ）

19
（

。」

我
々
は
、
い
ま
ま
さ
に
、
ブ
ッ
ラ
ド
ベ
リ
の
描
い
た
人
文
主
義
の
崩
壊
局

面
に
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
け
っ
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

人
間
の
あ
り
方
の
脈
絡
を
つ
か
み
う
る
か

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
朝
早
く
に
新
聞
を
読
む
こ
と
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
す

る
朝
の
祈
り
（M

）
20
（

orgensegen

）
の
あ
り
方
で
あ
る）

21
（

。」
と
い
う
言
葉
を
残

し
た
。

我
々
は
、
日
々
現
実
の
な
か
で
行
為
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
現
実
を
知

ら
な
い
こ
と
に
は
始
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
身
勝
手

な
│
│
「
今
日
も
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
っ
た
│
│
願
い
を

0

0

0

神
に

0

0

命
ず
る

0

0

0

以
上
に
、
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、「
神
」
に
ま
つ
わ
る
い
わ
ゆ
る
「
神
学
論
争
」

な
る
も
の
の
無
意
味
さ
を
回
避
せ
ん
と
す
る
政
治
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な

く
、
す
ぐ
れ
て
学
問
的
に
誠
実
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
報
道
す
る
者

の
意
図
を
度
外
視
し
て
伝
え
ら
れ
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
丸
の
み
に
し
よ
う
と

す
る
受
動
主
義
的
な
一
知
半
解
、
あ
る
い
は
そ
の
報
道
を
曲
解
し
て
勝
手
読

み
を
貫
徹
す
る
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
も
の
で
す
ら
な
い
。
そ
の
「
祈

り
」
は
、「
神
」
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
紙
背
に
徹
し
て
「
真

実
の
善
」
を
つ
か
み
取
ろ
う
と
す
る
沈
思
黙
考
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
大
学
と

い
う
場
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
「
神
学
論
争
」
を
す
る
場
な
の
で
あ
っ
て
、

多
数
決
で
真
理
な
る
も
の
を
決
す
る
場
な
の
で
は
な
い
。

だ
が
、
そ
う
し
た
思
索
は
、
た
ん
に
字
面
を
追
う
だ
け
の
こ
と
で
は
、
お

そ
ら
く
、
お
お
よ
そ
な
す
べ
く
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
踊
ら
さ
れ
、
報

道
さ
れ
た
と
お
り
に
動
く
こ
と
こ
そ
が
、
み
ず
か
ら
の
生
を
幸
せ
に
全
う
す

る
も
の
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
は
、
わ
が
生
に
と
り
建

設
的
で
あ
り
、
責
任
あ
る
あ
り
か
た
だ
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
に
が
根
本
的
に
違
う
の
か
。
そ
れ
は
、
直
接
的
に
示
さ
れ
た
も
の
が
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

つ
脈
絡
を
に
わ
か
に
想
起
で
き
る
精
神
が
あ
る
か
い
な
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
う
し

た
脈
絡
は
、
つ
ね
に
過
去
の
因
縁
に
ま
つ
わ
り
、
そ
の
因
縁
は
、
そ
の
生
き

た
現
在
の
人
の
心
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
因
縁
を
迷
信
と
み

な
す
か
、
い
ま
な
お
生
き
た
現
実
と
み
な
す
か
は
、
こ
の
場
で
は
論
じ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
現
に
示
さ
れ
た
も
の
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
示
す
に
は
、
そ

れ
に
関
係
す
る
歴
史
的
地
理
的
脈
絡
と
、
そ
こ
に
生
き
た
人
間
の
思
想
が
深

く
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば
、
字
面
を
追
う
だ
け
の
浅
薄

さ
を
脱
す
る
糸
口
が
で
き
る
こ
と
ぐ
ら
い
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
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因
縁
な
ん
か
を
持
ち
出
せ
ば
、
に
わ
か
に
御
神
籤
や
占
い
師
に
頼
っ
て
お

の
れ
の
生
き
方
を
決
め
よ
う
と
す
る
向
き
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
人
文

主
義
の
精
神
は
、
こ
う
し
た
安
直
さ
や
他
人
ま
か
せ
を
断
固
拒
否
す
る
と
こ

ろ
に
成
り
立
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
つ
い
で
に
、
御
神
籤
・
占
い
を

弁
護
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
を
学
問
的
に
妥
当
と
す
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
み

ず
か
ら
そ
の
学
知
を
身
に
つ
け
修
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
託
宣
な
る
も

の
を
信
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。）

絶
対
的
と
さ
れ
る
国
家
権
力
と
い
え
ど
も
左
右
で
き
ぬ
も
の
は
、
人
の
生

き
死
に
で
あ
る）

22
（

。
森
鷗
外
は
、
そ
の
よ
う
に
身
を
処
し
た
。
そ
の
遺
書
に
お

い
て
、
墓
碑
銘
に
一
切
の
官
位
を
記
す
こ
と
を
断
じ
て
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
貫
徹
す
る
に
は
、
お
の
れ
の
生
き
死
に
を

他
人
ま
か
せ
に
し
な
い
強
靭
さ
が
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ん
の
位
置
づ
け
も
な

く
お
の
れ
一
人
で
あ
っ
て
も
、
お
の
れ
そ
の
も
の
が
そ
れ
と
し
て
意
味
あ
る

存
在
で
あ
る
と
。

で
は
、
こ
う
し
た
強
靭
さ
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。

鷗
外
論
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
、
み
ず
か
ら
の
内
面
に
潜
む
絶
対
的
に
神

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
な
も
の

0

0

0

0

を
つ
か
み
取
る
以
外
に
は
、
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
御
神
籤

に
せ
よ
占
い
に
せ
よ
、
み
ず
か
ら
が
信
ず
る
絶
対
的
な
も
の
は
、
つ
ね
に
外

在
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
翻
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
内
面
に
動
か

し
が
た
い
「
真
実
の
善
」
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
香
具
師
の
世
界

に
ほ
だ
さ
れ
な
い
生
き
方
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
う
し
た
内
面
は
、
無
内
容
な
〈
点
〉
で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て

は
、
消
え
去
る
の
み
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
強
靭
の
よ
う
に
見
え
て
、
突
け
ば
消

え
て
し
ま
う
シ
ャ
ボ
ン
玉
で
し
か
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
内
面
の
内
容
充
実
を
図
り
、
そ
れ
を
強
靭
な
も
の
に
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
通
路
は
、
精
神
の
現
存
在
で
あ

る
〈
話
し
〉
以
外
に
は
、
あ
り
え
な
い
。

人
文
主
義
は
、
個
々
人
の
内
面
を
「
真
実
の
善
」
で
充
実
さ
せ
強
靭
な
も

の
と
す
る
、
そ
れ
こ
そ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
が
古
典
主
義
で
あ
っ
た
わ
け

こ
れ
は
、
い
わ
ば
同
語
反
復
で
あ
ろ
う
が
、
西
洋
の
ル
ネ
サ
ン
ス
の
歴
史

に
無
知
な
私
は
、
こ
こ
で
そ
の
根
本
動
機
を
学
問
的
に
語
る
資
格
は
持
た
な

い
。
た
だ
、〈
い
ま
現
在
に
知
り
え
て
い
な
い
こ
と
が
す
で
に
過
去
に
十
分

考
え
抜
か
れ
て
い
た
〉
こ
と
へ
の
驚
き
こ
そ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
動
因
に

な
っ
た
に
違
い
な
い
と
確
信
す
る
。

オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』
に
お
い
て
、「
と

き
に
は
何
百
何
千
っ
て
楽
器
が
耳
も
と
で
ブ
ー
ン
と
ひ
び
く
こ
と
が
あ
る
、

か
と
思
う
と
、
歌
声
が
聞
こ
え
て
き
て
」
と
い
う
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
の
章
句
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を
口
ず
さ
む
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
駐
在
世
界
統
制
官
ム
ス
タ
フ
ァ
・
モ
ン
ド
は
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
禁
書
で
あ
る
理
由
を
こ
う
語
る
。「
古
い
か
ら
だ
よ
。

そ
れ
が
お
も
な
理
由
だ
。
こ
こ
で
は
古
い
も
の
を
必
要
と
し
て
い
な
い
」。

こ
れ
に
対
し
て
、
野
蛮
人
ジ
ョ
ン
は
喰
い
下
が
る
。「
美
し
い
も
の
で
あ
っ

て
も
で
す
か
」。
モ
ン
ド
は
言
う
。「
美
し
い
も
の
は
と
り
わ
け
必
要
が
な
い
。

美
は
人
を
惹
き
つ
け
る
。
わ
れ
わ
れ
は
み
ん
な
が
古
い
も
の
に
惹
き
つ
け
ら

れ
る
の
を
望
ま
な
い
。
新
し
い
も
の
を
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
い
」。
ジ
ョ
ン

は
抵
抗
す
る
。「
で
も
、
新
し
い
も
の
は
愚
劣
で
嫌
な
も
の
〔stupid and 

horrible

〕
ば
か
り
で
す
。
あ
の
映
画
だ
っ
て
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
飛
び
ま

わ
っ
て
、
他
人
が
キ
ス
し
て
い
る
感
触
を
感
じ
と
る
だ
け
の
話
だ
」。
そ
し

て
、
ジ
ョ
ン
は
、「〝
さ
か
り
の
つ
い
た
猿
め
！
〞〔Goats and m

on-

keys!

〕」
と
叫
ぶ
。「
軽
蔑
と
憎
悪
を
充
分
に
表
現
で
き
る
の
は
オ
セ
ロ
ー

の
言
葉
し
か
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る）

23
（

。

過
去
や
世
界
に
通
路
を
持
た
な
い
知
、
そ
れ
が
い
か
に
薄
ぺ
ら
い
も
の
で

あ
る
か
は
、
精
神
の
多
様
性
と
そ
の
広
さ
と
深
み
の
一
端
を
そ
れ
と
し
て
わ

ず
か
ば
か
り
で
も
知
り
え
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
語
る
ま
で
も
な
い
自
明

の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
在
を
生
き
る
と
い
う
の
は
、
つ
ね
に
、
過

去
と
未
来
と
を
共
に
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
状
の
ふ
が
い
な
い
成
績

を
悔
い
、
明
日
へ
の
努
力
を
誓
う
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
よ
し
ん
ば
一
時
の

申
し
訳
程
度
の
言
い
逃
れ
で
し
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
人
の
生
き
る
基

本
的
な
在
り
方
だ
か
ら
で
は
な
い
の
か
？

私
の
知
り
え
て
い
な
い
知
、
そ
れ
が
す
で
に
存
在
し
、
そ
れ
に
触
れ
る
こ

と
で
こ
そ
現
実
の
脈
絡
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
古
典
へ
の
接
触
で

あ
り
、
そ
れ
を
現
在
に
生
か
す
道
で
あ
る
。
人
文
主
義
は
、
そ
の
方
法
を
提

供
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
文
学
は
、
そ
れ
を
実
践
す
る
学
問
の
場
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
古
典
へ
の
接
触
は
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
相
応
の
学
識
獲
得
を

経
な
け
れ
ば
も
の
に
な
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
接
触
こ
そ
が
学

識
自
体
を
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
使
命
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
と
は
い

え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
現
在
へ
の
通
路
も
明
確
に
な
る
と
は
か

ぎ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
ハ
ク
ス
リ
ー
の
モ
ン
ド
が
言
う
よ
う
に
、

「
古
い
か
ら
」
要
ら
な
い
、
と
い
う
評
価
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
こ
が
、
考
え
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

人
文
主
義
を
忌
避
す
る
欲
望

今
日
の
世
界
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
動
か
す
た
と
え
ば
電
気
に
関
す
る
学

知
は
、
す
で
に
古
典
に
な
っ
た
の
で
研
究
す
る
価
値
が
な
く
な
っ
た
、
と
豪

語
す
る
学
者
が
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
、
名
乗
り
出
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
方
々
は
、
そ
う
し
た
科
学
研
究
へ
の
資
金
を
打
ち
切
っ
て
、
さ
ら
に
学

問
そ
れ
自
体
と
し
て
も
陳
腐
化
し
た
の
で
そ
れ
を
廃
絶
す
べ
き
だ
、
と
堂
々
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と
主
張
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
な
に
も
、
み
ず
か
ら
の
利
害
関
係
か
ら
す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
い

や
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
古
め
か
し
い
基
礎
科
学
の
分
野
の
研
究
こ
そ
に

新
し
い
な
に
か
が
あ
り
う
る
と
い
う
予
感
が
本
当
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ど
っ
こ
い
、
人
文
学
に
対
し
て
は
、
そ
れ
と
同
情
の
発
想
が

生
ま
れ
て
こ
な
い
。
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
人
文
主
義
が
科
学
技
術
に
対
し
て
す
ぐ
れ
て
人
間

主
義
的
な
審
級
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
他
の
学
問
分
野
が
う
す
う

す
気
が
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
研
究
倫
理
は
、
本
質
的
に
人
文
主
義
的
な
問
題
構

成
か
ら
成
り
立
つ
。
脳
死
問
題
は
、
そ
の
判
定
基
準
を
い
か
に
技
術
的
に
精

緻
に
拵
え
よ
う
と
も
、
最
終
的
に
は
人
文
主
義
的
に
し
か
決
着
し
え
な
い
。

遺
伝
子
組
み
換
え
に
よ
る
生
命
創
造
の
是
非
も
、
人
文
主
義
的
に
し
か
判
断

で
き
る
は
ず
が
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
き
わ
め
て
単
純
で
あ
る
。
物
事
の
是
非
判
断
、
正
邪
判
断
、

善
悪
判
断
は
、「
事
実
」
な
る
も
の
を
事
と
す
る
技
術
判
断
と
は
相
容
れ
な

い
│
│
人
間
に
し
か
あ
り
え
な
い
│
│
高
次
な
理
性
水
準
の
「
権
利
判
断
」

の
領
域
で
あ
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
識
者
」
な
る
も
の

の
言
を
都
合
よ
く
利
用
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
社
是
に
従
っ
て
事
柄
を
め

ぐ
る
世
論
を
誘
導
す
る
こ
と
も
し
て
み
せ
る
わ
け
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
世
論
結
果
も
、
事
柄
を
決
す
る
根
拠
と
す
る
に
は
妥
当
と
は
い
え
な
い

愚
か
し
さ
を
免
れ
な
い
。
い
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
世
論
は
、
原
爆
投
下
が
日
本

を
敗
戦
さ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
、
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
し
か
し
、
原

爆
投
下
が
戦
争
犯
罪
と
し
て
人
間
的
悪
の
超
絶
の
最
高
級
だ
と
す
る
権
利
判

断
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
。

人
文
学
の
基
礎
研
究
を
廃
絶
し
て
そ
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
す
る
反
人

文
主
義
者
の
秘
か
な
試
み
は
、
み
ず
か
ら
が
事
と
す
る
科
学
技
術
の
人
間
学

的
是
非
・
正
邪
・
善
悪
に
「
他
か
ら
│
│
と
り
わ
け
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら

│
│
」
判
断
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
そ
う
し
た
是

非
・
正
邪
・
善
悪
を
等
閑
視
し
て
、「
さ
か
り
の
つ
い
た
猿
」
で
あ
り
続
け

た
い
一
心
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
基
礎
研
究
は
必
要
で
も
、
人
文
学
は
不
要
で
あ
る
、
と
、
喧
伝

し
続
け
る
。
国
民
の
「
永
遠
の
幸
せ
」
や
「
市
民
的
な
幸
せ
」、「
身
体
的
な

幸
せ
」
の
た
め
に
は
、
人
間
に
「
憂
鬱
」
や
苦
悩
を
も
た
ら
す
人
文
主
義
な

ど
不
要
な
の
で
あ
る
。

文
学
部
は
学
識
の
左
翼
と
し
て
抵
抗
す
る

時
の
政
府
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
も
っ
て
国
民
に
「
幸
せ
」
を
も
た
ら
そ
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う
と
も
、
そ
の
政
策
の
よ
っ
て
立
つ
教
説
が
是
非
・
正
邪
・
善
悪
の
い
か
な

る
判
断
を
も
免
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
か
ら
免
れ
う
る
と
公
然
と

主
張
す
る
政
府
が
も
し
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
政
府
は
、
い
か
な
る
理
性

的
な
も
の
を
も
も
ち
え
な
い
事
実
的
に
教
義
的
・
宗
派
的
・
党
派
的
独
裁
制

で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
、「
上
級
諸
学
部
」
が
な
す
「
教
説
」
の
「
真
偽
」
は
、
あ
く

ま
で
「
理
性
」
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
断
固
と
し
て
主
張
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
「
理
性
の
関
心
を
配
慮
す
る
べ
き
は
哲
学
部
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
政
策
的
教
義
な
る
も
の
は
、
国
家
の
権
力
と
権
威
を
笠
に
着

て
も
、「
理
性
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
主
張
す
る
教
説
と
常
に
お
の
ず
か

ら
合
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」
か
ら
、「
上
級
学
部
と
下
級
学
部
〔
哲
学

部
＝
文
学
部
〕」
と
の
「
争
い
」
は
避
け
ら
れ
な
い
し
、
し
か
も
そ
れ
は
「
合

法
（gesetzm

äßig

）」
な
の
だ
と
い
う
。
な
ぜ
「
合
法
」
な
の
か
？　

そ

れ
は
、「
公
に
述
べ
ら
れ
原
則
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
す
べ
て
が
真
で
あ

る
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
が
、
下
級
学
部
の
権
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
義

務
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る）

24
（

」。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
、
三
権
分
立
と
い
う
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
要
請
に
従
う
な
ら
、
司
法
権
力
が
そ
の
真
偽
判
断
を
す
れ
ば
事
足

り
る
と
す
る
向
き
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
争
い
」
に
い
ま

す
ぐ
に
で
も
決
着
を
つ
け
る
つ
も
り
な
ら
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ

う
し
、
カ
ン
ト
も
一
応
は
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
み
う
け
ら

れ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
慎
重
に
言
葉
を
選
ぶ
。「（
理
性
と
い
う
）
裁

判
官
に
よ
る
法
的
効
力
を
持
っ
た
宣
告
」
と
し
て
、「
理
性
」
と
実
際
の
自

然
人
た
る
「
裁
判
官
」
と
の
ず
れ

0

0

の
可
能
性
を
認
め
、
し
か
も
、「
理
性
」

そ
の
も
の
の
優
位
性
を
断
固
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
哲
学
部
は
、
真
理
の
保
護
を
託
さ
れ
て
い
る
以
上
、
真
理
を

脅
か
す
危
険
に
対
す
る
武
装
を
決
し
て
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
宣
言
す

る）
25
（

。
も
っ
と
も
、
カ
ン
ト
が
議
論
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
学
部
間
の「
争

い
」
で
あ
り
、
政
府
の
政
策
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
策
の
よ
っ

て
立
つ
ゆ
え
ん
が
「
上
級
学
部
」
の
論
調
に
あ
る
以
上
、「
上
級
学
部
と
い

う
等
級
は
（
学
識
と
い
う
議
会
の
右
翼

0

0

と
し
て
）
政
府
の
諸
規
約
を
弁
護
す

る
が
、
他
方
、
真
理
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
は
当
然
必
要
と
さ
れ
る
く
ら
い

に
自
由
な
体
制
に
お
い
て
は
、
反
対
党
派
（
左
翼

0

0

）
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
哲
学
部
の
占
め
る
議
席
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。）
26
（

い
ま
や
世
に
は
多
数
決
し
か
民
主
主
義
で
は
な
い
と
い
う
俗
説
的
な
確
信

が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
多
数
派
が
形
成
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
説
明
も
討
論

も
そ
っ
ち
の
け
で
強
行
採
決
し
、
お
の
が
理
性
能
力
の
な
さ
を
露
呈
さ
せ
て

恥
じ
な
い
。
こ
れ
は
な
に
も
本
邦
の
議
会
の
実
態
だ
け
と
い
う
よ
り
も
、
嘆

か
わ
し
い
こ
と
に
学
問
の
府
で
あ
る
大
学
の
教
授
会
で
す
ら
横
行
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
学
長
専
断
体
制
に
対
し
て
保
身
専
一
と
し
、
み
ず
か
ら
の
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専
門
領
域
に
ヤ
ド
カ
リ
の
ご
と
く
身
を
潜
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
…
。

こ
う
し
た
現
状
の
な
か
に
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
、
カ
ン
ト
の
《
哲
学
部

＝
左
翼
》
論
に
耳
を
傾
け
た
い
。「
反
対
党
派
が
厳
密
な
吟
味
を
行
っ
て
異

論
を
唱
え
な
け
れ
ば
、
政
府
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
り
不
利

益
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
教
示
が
受
け
ら
れ
な
い）

27
（

。」
こ

の
主
張
は
、
愚
か
し
く
も
道
を
誤
ら
せ
る
政
策
の
強
行
突
破
的
な
遂
行
を
防

遏
せ
ん
と
す
る
『
葉
隠

0

0

』
的
死
に
狂
い
の

0

0

0

0

0

0

佐
幕
的
主
張

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
に
た

い
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ら
ば
、
学
問
の
世
界
は
、
絶
対
精
神
の
領
域
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
現
実
の
国
家
を
も
超
越
し
て
自
由
を
観
望
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
だ
が
、
こ
れ
と
て
、
時
の
権
力
の
嫌
疑
を
辞
さ
な
い
考
察
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、「
曲
学
阿
世
」
と
は
、
国
葬
を
も
っ
て
敬
せ
さ
れ
る
が
ご

と
き
「
偉
大
な
」
実
際
的
政
治
家
が
ひ
と
り
の
誠
実
な
理
論
的
政
治
学
者
に

投
げ
つ
け
て
も
い
い
よ
う
な
悪
罵
な
ど
で
は
な
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