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治

は
じ
め
に

　

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
あ
っ
て
「
個
人
」
と
「
自
由
」
の
問
題
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
生
き
た
多
く
の
知
識
人
同
様
、
き

わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
王
政
復
古
期
か
ら
七
月
王
政
に
か
け
て
の
「
自
由
」
や
「
個
人
」
に
つ
い
て
の
議
論

は
か
な
り
錯
綜
し
て
い
て
、
そ
の
実
相
は
な
か
な
か
捉
え
づ
ら
い
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
み
ず
か
ら
の
思
想
的
立
場
と
結
び
つ
け
る
議
論
の

あ
り
か
た
、
そ
れ
が
生
じ
て
く
る
の
が
ま
さ
に
こ
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
思
想
的
構
え
、
あ
る
い
は
政
治
的
立
場
と
し
て

の
「
個
人
主
義
」
や
「
自
由
主
義
」
と
い
っ
た
言
葉
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
誕
生
し
て
く
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
錯
綜
の
度

合
い
も
激
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
自
由
主
義
」
と
い
う
語
が
最
初
に
登
場
し
た
の
は
、T

résor de la langue française

に
よ
れ
ば
ま
さ
に
王
政
復
古
に

な
っ
て
三
年
後
、
一
八
一
八
年
の
こ
と
で
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
（M

aine de Biran 

一
七
六
六
〜
一
八
二
四
）
の
テ
キ
ス
ト
に
お

い
て
と
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
工
藤
庸
子
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
老
嬢
』（La V

ieille Fille
）
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、「
自0

由
主
義
的
な

0

0

0

0

0

意
見
」（opinions libérales

）
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
（A

nne-Louise Germ
aine N

ecker, baronne de Staël-H
olstein 
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一
七
六
六
〜
一
八
一
七
）
と
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
（Benjam

in Constant de Rebecque 

一
七
六
七
〜
一
八
三
〇
）
よ
っ
て

広
め
ら
れ
た
、
と
い
う
の
が
当
時
の
一
般
的
な
受
け
と
め
か
た
で
あ
っ
た）

2
（

。
も
ち
ろ
ん
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
一
八
一
七
年
に
没
し
て
い
る
か

ら
、
実
際
にlibéralism

e

と
い
う
語
を
使
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
の
崩
壊
後
ま
も
な
い
こ
の
時
期
、
か
れ
ら
と
同

世
代）

3
（

の
進
歩
派
に
と
っ
て
「
自
由
主
義
」
は
ひ
と
つ
の
思
想
と
し
て
そ
の
名
を
付
与
さ
れ
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
政
治
的
立
場
を
表
明
し

う
る
よ
う
な
状
況
に
い
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
様
に
、「
個
人
主
義
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
や
は
り
同
時
代
の
具
体
的
な
歴
史
的
文
脈
の
な
か
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
語
は
、
一
八
二
〇
年
代
半
ば
、
自
由
主
義
的
経
済
論
と
サ
ン
＝
シ
モ
ン
派
の
産
業
主
義
的
主
張
と
の
あ
い
だ

に
誕
生
し
た
、
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
に
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
よ
う
に
、individualism

e

と
い
う
語
は
一
般
に
、
サ
ン
＝

シ
モ
ン
派
の
機
関
紙
と
な
る
『
生
産
者
』（Le Producteur

）
に
掲
載
さ
れ
た
ピ
エ
ー
ル=

イ
ジ
ド
ー
ル
・
ル
ー
ア
ン
（Pierre-Isidore 

Rouen

）
に
よ
る
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
（Barthélem

y
-Charles- Pierre-Joseph D

unoyer de Segonzac 

一
七
八
六
〜
一

八
六
二
）
に
対
す
る
批
判
の
な
か
で
最
初
に
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ダ
ム=

ス
ミ
ス
の
著
作
が
大
陸
に
紹
介
さ
れ
、
フ
ラ
ン

ス
で
も
ジ
ャ
ン=

バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
ー（Jean

-Baptiste Say 

一
七
六
七
〜
一
八
三
二
）ら
を
介
し
て
自
由
主
義
的
経
済
論
が
伸
長
し
、

そ
の
考
え
は
銀
行
家
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
産
業
者
た
ち
」（industriels

）
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
さ
き

に
触
れ
た
自
由
主
義
も
、
政
治
的
文
脈
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
経
済
的
文
脈
の
中
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ

が
、
そ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
個
人
の
経
済
的
自
由
と
組
織
（
そ
の
最
大
の
も
の
が
国
家
で
あ
る
）
に
よ
る
統
制
と
の
関
係
が
主
題

化
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ル
ー
ア
ン
の
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
批
判
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
一
八
二
五
年

前
後
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
、『
生
産
者
』
と
そ
の
周
辺
の
議
論
に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
そ
こ
に
介
入
し
、
自
由
と
個
人
と
経
済
活

動
の
問
題
に
明
確
な
意
思
表
示
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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ち
な
み
に
「
産
業
主
義
」（industrialism

e

）
と
い
う
語
彙
の
初
出
は
一
八
二
四
年
、「
社
会
主
義
」（socialism

e

）
は
一
八
三
〇
年

代
初
期
で
、「
自
由
主
義
」「
個
人
主
義
」
と
あ
わ
せ
て
、
ほ
ぼ
一
八
二
〇
年
代
を
は
さ
む
十
数
年
の
あ
い
だ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
き
た
い）

4
（

。

　

筆
者
は
す
で
に
、『
産
業
者
に
対
す
る
新
た
な
陰
謀
に
つ
い
て
』
等
の
検
討
を
と
お
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
思
想
的
立
場
を
自
由
主
義

と
規
定
し
つ
つ
、
同
時
代
と
し
て
は
き
わ
め
て
個
人
主
義
的
な
立
ち
位
置
か
ら
こ
の
自
由
主
義
に
与
し
て
い
た
と
論
じ
た
が）

5
（

、
か
な
ら
ず

し
も
個
人
主
義
の
議
論
に
特
化
し
て
こ
の
問
題
の
輪
郭
を
明
瞭
に
示
す
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
の
主
た
る
ね
ら
い
は
こ
の
点
を
補
足

的
に
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
由
主
義
と
個
人
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
は
射
程
が
広
く
、
短
い
論
攷
で
安
易
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
一
八
二
五
年
前
後
に
お
け
る
自
由
主
義
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
個
人
主
義
的
志
向
と
の
関
係
に
し
ぼ
っ
て
検

討
し
た
い
。

「
個
人
主
義
」（individualism

e

）
と
い
う
語

　

フ
ラ
ン
ス
語
辞
書
で
もindividualism

e

と
い
う
語
の
文
献
上
の
初
出
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
Ｐ-

Ｉ
・
ル
ー
ア
ン
の
記
事
を

挙
げ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
し
、T

résor de la langue française

は
、
セ
レ
ス
タ
ン
・
ブ
ー
グ
レ
と
エ
リ
ー
・
ア
レ
ヴ
ィ
が
序

文
を
付
し
て
刊
行
し
た
『
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
学
説
・
解
義　

第
一
年
度
』（D

octrine de Saint-Sim
on, E

xposition, Prem
ière 

année

）
の
新
版
に
あ
る
註
を
根
拠
に
、
こ
の
語
の
初
出
を
一
八
二
五
年
の
『
生
産
者
』
と
し
て
い
る
が）

6
（

、
当
の
ル
ー
ア
ン
の
記
事
は
翌

年
一
八
二
六
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
第
一
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、individualism

e

と
い
う
語
も
、
と
く
に
一
九
世
紀
前
半
、
政
治
、
経
済
、
哲
学
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
抽
象
語
を
つ
く
る
の
に
目
立
つ

よ
う
に
な
っ
た
接
尾
辞 « -ism

e » 

を
用
い
て
造
語
さ
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
他
の
多
く
の
語
彙
と
ち



九
四

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
七
巻
第
一
号

が
っ
て
、
こ
の
語
に
関
し
て
は
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
語
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
だ
。
語
の
起
源
と
受
容
を
丹
念
に
追
っ
た
マ
リ=

フ
ラ
ン
ス
・
ピ
ゲ
に
よ
れ
ば
、
英
語
のindividualism

の
初
出
は
一
八
二
七
年
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
もindividualism

us

が

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
三
一
年
の
こ
と
だ
と
い
う）

7
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、individualism

e

と
い
う
語
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
ま
ち

が
い
な
い
が
、
前
出
の
Ｍ-

Ｆ
・
ピ
ゲ
の
調
査
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
時
期
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。
た
と
え
ば
、

口
頭
で
は
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
が
一
八
二
〇
年
に
す
で
に
使
っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
記
述
が
あ
り
、
ま
た
、
一
八
二
〇
年
代
の

は
じ
め
、
散
り
散
り
に
な
っ
た
秘
密
結
社
カ
ル
ボ
ナ
ー
リ
党
員
の
一
部
が
新
た
な
組
織
を
結
成
し
、「
個
人
主
義
者
協
会
」（société 

d
'Individualistes

）
と
い
う
名
前
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）

8
（

。
も
っ
と
も
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
場
合
は
、
半
世
紀
以
上
も

あ
と
の
証
言
で
あ
り
、
そ
の
実
証
性
に
不
確
さ
は
拭
え
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
二
〇
年
前
後
のindividualism

e

と
い
う
語
の
出
現
は
、
き
わ
め
て
政
治
的
な
文
脈
の
な
か
で
生
じ
た
も
の

で
あ
る
点
は
確
認
で
き
る
。ま
ず
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
使
用
は
、実
際
に
こ
の
語
を
用
い
た
か
ど
う
か
の
事
実
的
確
認
は
措
く
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
Ch
・
ド
・
ラ
ヴ
ォ
ー
（Lavau

）
と
の
会
話
に
お
い
て
は
、
こ
の
語
が
比
喩
的
に

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
が
力
説
し
て
い
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
が
社
会
全
体
の
合
意
形
成
の
条
件
を
破
壊
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
革
命
の
成
功
は
「
あ
の
精
神
の
深
く
恐
ろ
し
い
分
断
、
あ
ら
ゆ
る
学
説

の
無
制
限
な
ま
で
の
分
割
、
こ
の
う
え
な
く
絶
対
的
な
個
人
主
義
（individualism

e

）
に
ま
で
突
き
進
ん
だ
政
治
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
」
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）

9
（

。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
革
命
批
判
は
、
各
自
が
み
ず
か
ら
の
主あ
る
じと
な
り
、
国
民
的
世
論

の
統
一
的
合
意
と
い
う
も
の
を
消
失
せ
し
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。革
命
に
よ
っ
て
浸
透
し
た
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的
な
心
性
は
、

真
の
民
主
主
義
的
価
値
観
の
も
と
に
醸
成
さ
れ
る
新
た
な
世
論
を
つ
く
り
だ
す
ど
こ
ろ
か
、
無
数
の
対
立
し
あ
う
主
張
の
な
か
に
世
論
を
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溶
解
せ
し
め
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る）

10
（

。
か
れ
に
あ
っ
て
は
、
個
人
主
義
こ
そ
が
社
会
を
分
断
し
、
社
会
的
共
同
体

の
精
神
を
崩
壊
さ
せ
る
要
因
と
し
て
批
判
の
対
象
に
な
る
の
だ
。

　

一
方
、
カ
ル
ボ
ナ
ー
リ
党
の
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
ス
ペ
イ
ン
介
入
後
に
解
散
し
た
あ
と）

11
（

、
何
人
か
の
元
党
員
が
集
ま
り
、
も
は
や

直
接
的
な
革
命
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く）

12
（

、
む
し
ろ
哲
学
的
な
集
団
の
形
成
を
目
指
し
た
。
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
八
二
三
年
、

こ
の
集
団
が
あ
ら
た
に
「
個
人
主
義
協
会
」（société d

'Individualistes

）
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
名
称
は
、
人

間
を
個
々
に
捉
え
、
そ
の
能
力
や
欲
求
を
も
と
に
市
民
権
や
参
政
権
を
考
え
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
社

会
の
法
や
政
府
の
恣
意
的
な
活
動
に
根
本
か
ら
対
抗
し
よ
う
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た）

13
（

。
要
す
る
に
、
個
人
の
自
由
を
何
よ
り
も
優
先
す
る

意
思
が
こ
の
名
称
に
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
のindividualiste

は
こ
の
協
会
の
会
員
を
指
す
い
わ
ば
固
有
名
詞
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
時
期
に
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
た
の
は
ま
さ
し
く
「
個
人
主
義
」
が
思
想
と
し
て
切
り
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
を

匂
わ
せ
る
。

　

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
の
使
用
も
確
認
で
き
る
が
（
一
八
二
五
年
）、
こ
こ
で
はindividualism

e

を
利
己
主
義
（égoïsm

e

）

の
一
段
進
ん
だ
も
の
と
し
、「
愛
情
ば
か
り
か
、
思
想
、
慣
習
、
信
仰
ま
で
も
も
っ
ぱ
ら
自
分
と
い
う
人
間
ひ
と
り
に
結
び
つ
け
る）

14
（

」
と

し
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
二
〇
年
ご
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
は
じ
め
たindividualism

e

と
い
う
語
は
、
き
わ
め
て
閉
鎖
的
な
カ
ル
ボ
ナ
ー
リ

の
例
を
除
い
て
、
基
本
的
に
批
判
の
対
象
と
な
る
政
治
的
・
思
想
的
態
度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
を
使
用
す
る
の
は
伝

統
的
な
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
保
守
派
で
あ
り
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
で
あ
れ
ば
正
統
王
朝
を
正
統
と
み
な
す
社
会
の
全
体
的
同
意
と

い
っ
た
も
の
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
が
「
個
人
主
義
」
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
利
己
主
義
の
延

長
と
し
て
こ
れ
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
文
脈
の
中
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
が
個
人
の
「
自
由
」
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
一
般
に
こ
の
語
の
確
た
る
初
出
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
『
生
産
者
』
の

記
事
の
な
か
で
の
使
用
で
あ
り
、
そ
れ
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
立
場
か
ら
同
時
代
の
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
主
張
を
批
判
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
否
定
的
な
文
脈
で
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
王
政
復
古
期
の
一
八
二
〇
年
代
に
お
い
て「
個
人
主
義
」は
、

王
政
を
支
え
る
国
民
的
な
合
意
や
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ
る
精
神
的
紐
帯
を
模
索
す
る
保
守
派
側
か
ら
は
そ
れ
を
阻
害
す
る
深
刻
な
要
因
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
こ
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
い
く
ぶ
ん
違
っ
た
角
度
か
ら
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
出
し
て
こ
の
問
題
に
容
喙
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
自
由
」
と
「
個
人
」
の
議
論

　

Ｐ-

Ｉ
・
ル
ー
ア
ン
が
「
個
人
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
、
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
著
作
、『
自

由
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
た
産
業
と
道
徳
』（L'industrie et la m

orale considérées dans leur rapport avec la liberté 

以
下
、

『
産
業
と
道
徳
』
と
略
記）

15
（

）
の
書
評
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
一
八
〇
一
四
年
六
月
、
シ
ャ
ル
ル
・
コ
ン
ト
（Charles 

Com
te

一
七
八
二
〜
一
八
三
七
）
と
と
も
に
『
検
閲
者
』（Le Censeur

）
を
創
刊）

16
（

、
第
一
次
王
政
復
古
の
過
激
王
党
派
に
対
し
て
自
由

主
義
的
な
立
場
か
ら
こ
れ
を
批
判
し
た
が
、
翌
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
復
帰
し
て
い
わ
ゆ
る
百
日
天
下
が
終
わ
る
と
、
一
五
年
九
月
に
発
禁

処
分
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
年
に
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
検
閲
者
』Censeur européen

と
名
前
を
変
え
て
復
刊
し
、
徹
底
し
た
自

由
主
義
の
立
場
か
ら
論
陣
を
張
っ
た
。
か
れ
の
最
初
の
主
要
な
著
作
と
も
い
う
べ
き
『
産
業
と
道
徳
』
は
、
一
八
二
五
年
に
A
・
ソ
ト
レ

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
だ
が）

17
（

、
こ
こ
で
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
、
セ
ー
の
主
張
を
批
判
的
に
敷
衍
す
る
か
た
ち
で
復
古
王
政
に
対
抗
し
、

「
産
業
」
と
い
う
名
の
も
と
に
「
自
由
」
を
擁
護
す
る
。
日
本
語
で
書
か
れ
た
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
に
関
す
る
数
少
な
い
論
攷
の
な
か
で
岩
本
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吉
弘
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に）

18
（

、
じ
つ
は
第
二
次
王
政
復
古
以
来
、「
自
由
」
は
「
産
業
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。
個
人
の
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
な
か
に
こ
そ
幸
福
が
あ
り
、
そ
の
自
由
な
環
境
を
担
保

す
る
の
が
経
済
的
な
発
展
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
当
時
、
自
由
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
知
識
人
の
あ
い
だ
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。

経
済
的
発
展
が
個
人
の
物
質
的
生
活
の
自
立
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も「
過ウ
ル
ト
ラ
リ
ベ
ラ
ル

激
自
由
主
義
者
」と
も
い
わ
れ
る
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
、

楽
観
的
な
ま
で
に
経
済
的
発
展
と
そ
れ
を
支
え
る
産
業
を
称
揚
し
た
。
そ
の
思
想
に
直
接
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

バ
ス
テ
ィ
ア
（Frédéric Bastiat 

一
八
〇
一
〜
一
八
五
〇
）
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の
産
業
主
義
的
主
張
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

﹇
…
…
﹈
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
、
産
業
と
い
う
語
に
従
来
以
上
の
広
い
意
味
を
与
え
た
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
も
つ
諸
々
の
能

力
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
あ
ら
ゆ
る
労
働
を
、
か
れ
は
こ
の
語
の
も
と
で
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
有
用
で
正
当
な
労
働
は
す
べ
て
産
業
で
あ
り
、
政
府
の
首
長
か
ら
職
人
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
に
身
を
委
ね
る
人
間
は
す

べ
て
産
業
者
（industrieux

）
で
あ
る）

19
（

。

一
見
す
る
と
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
文
章
で
あ
る
と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
が
、
こ
こ
で
バ
ス
テ
ィ
ア
が
デ
ュ

ノ
ワ
イ
エ
に
み
て
い
る
の
は
、
徹
底
し
て
自
由
主
義
に
た
つ
産
業
主
義
で
あ
っ
て
、
産
業
と
い
う
名
の
も
と
に
社
会
を
集
産
主
義
的
に
組

織
化
し
よ
う
と
す
る
考
え
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
あ
く
ま
で
も
個
人
の
能
力
の
十
全
な
発
揮
を
促
す
体
制
、
す
な
わ
ち
自
由
な
産
業
活
動

の
な
か
に
労
働
の
理
想
を
見
出
し
、そ
の
視
座
か
ら
社
会
の
文
明
的
発
展
を
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。実
際
、『
産
業
と
道
徳
』

は
、
冒
頭
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
は
産
業
的
に
な
り
道
徳
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
に
な
る）

20
（

。」
と
宣
言
し
て
い
る
。
デ
ュ
ノ
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ワ
イ
エ
は
、「
産
業
的
」
と
い
う
言
葉
を
政
治
的
に
使
用
す
る
と
し
、
職
業
的
に
巧
み
な
技
術
を
得
て
社
会
を
支
配
す
る
支
配
者
階
級
が

労
働
す
る
人
び
と
の
な
か
に
溶
解
す
る
、
あ
る
い
は
逆
に
労
働
者
階
級
が
決
定
的
な
影
響
力
を
獲
得
し
て
、
支
配
者
階
級
よ
り
も
優
位
に

立
つ
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
産
業
」
社
会
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う）

21
（

。
そ
う
な
れ
ば
、
支
配
す
る
の
は
も
は
や
権
力
へ

の
情
熱
で
は
な
く
て
労
働
へ
の
情
熱
か
ら
で
あ
り
、
人
び
と
は
既
存
の
富
を
奪
い
合
う
の
で
は
な
く
、
新
た
な
富
を
創
造
す
る
た
め
に
各

自
が
も
て
る
力
を
注
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
必
然
的
に
労
働
の
み
が
富
を
得
る
手
段
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
政
府
は
産
業
事
業
会

社
（entrprise d

'industrie

）
の
ご
と
き
存
在
と
な
る
が
、
一
般
の
会
社
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
限
ら
れ
た
特
定
の
個
人
あ
る
い
は

団
体
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
全
体
の
利
益
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る）

22
（

。
こ
こ
に
、
個
人
の
自
由
を
侵
さ
ず
、
そ
の

自
由
を
守
る
の
に
最
小
限
の
国
家
を
想
定
す
る
ミ
ナ
キ
ズ
ム
（
最
小
国
家
主
義
）
の
匂
い
を
嗅
ぎ
と
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
バ
ス

テ 

ィ
ア
が
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
を
評
価
し
た
の
も
頷
け
る
。
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
い
う
、
今
ま
で
の
人
問
の
歴
史
に
お
い
て
は
、「
権
力
の
行
使
」

と
は
「
富
裕
に
な
る
た
め
の
非
常
に
強
力
な
手
段
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
権
力
は
「
人
類
の
大
き
な
野
心
の
的
」
と
な
っ
て
き
た
。

だ
が
「
産
業
」
に
も
と
づ
く
社
会
で
は
、
誰
も
が
生
産=

労
働
に
よ
っ
て
の
み
富
を
得
る
の
で
あ
り
、
政
治
権
力
の
そ
う
し
た
特
殊
な

意
味
あ
い
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。「
可
能
な
限
り
多
く
の
個
人
が
労
働
し
、
可
能
な
限
り
少
数
の
個
人
が
統
治
す
る
」、
そ
れ
が
「
産
業
」

に
よ
る
進
歩
の
方
向
で
あ
る
。「
人
間
の
目
的
は
統
治
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
…
…
人
間
の
目
的
、
そ
れ
は
産
業
で
あ
り
、
労
働
で
あ
る
」。

「
統
治
（
政
府
）」
と
は
「
生
産
の
従
属
物
」
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
そ
し
て
「
完
成
の
極
と
は
、
全
員
が
労
働
し
、
誰
も
統
治
し
な
い
こ
と
」

な
の
で
あ
る）

23
（

。

　

か
く
し
て
政
治
権
力
か
ら
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
ら
れ
た
個
人
の
自
由
に
も
と
づ
く
産
業
体
制
を
構
想
す
る
な
か
で
、「
自
由
」と「
産
業
」

の
議
論
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
ま
か
な
見
取
り
図
で
い
え
ば
、
個
人
の
自
由
を
最
大
限
発
揮
し
う
る
環
境

を
保
証
し
よ
う
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
ら
の
過
激
自
由
主
義
の
潮
流
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
過
度
な
自
由
は
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無
政
府
状
態
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
む
し
ろ
こ
れ
を
統
制
す
る
組
織
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
産
業
主
義
の
流
派
が
サ
ン
＝
シ
モ
ン
派
で
あ

り
、
の
ち
の
社
会
主
義
に
つ
な
が
る
潮
流
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
ー
の
影
響
力
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
一
八
一
四
年
に
セ
ー
の
『
経
済
学

概
論
』
の
第
二
版
が
出
版
さ
れ
る
や）

24
（

、
こ
の
書
は
新
し
い
経
済
学
の
教
科
書
と
み
な
さ
れ
、
多
く
の
読
者
を
得
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
の

崩
壊
と
と
も
に
立
ち
あ
が
っ
た
復
古
王
政
が
旧
体
制
下
の
抑
圧
的
政
策
を
志
向
す
る
な
か
、「
産
業
」に
よ
る
経
済
的
発
展
を
謳
う
こ
と
で
、

政
治
的
な
和
解
と
結
合
と
繁
栄
を
模
索
す
る
道
を
拓
こ
う
と
し
た
の
だ
。
セ
ー
は
、
生
産
の
構
成
因
子
を
産
業
、
資
本
、
自
然
因
子
に
わ

け
、
生
産
性
を
あ
げ
る
た
め
に
は
自
然
因
子
の
活
用
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
因
子
に
は
、
農
地
の
よ

う
に
個
人
の
自
由
な
所
有
に
な
る
も
の
と
、
風
や
川
の
よ
う
に
個
人
に
で
は
な
く
万
人
の
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
本
来
は
富
の
増
加
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、も
し
土
地
の
所
有
者
が
そ
の
果
実
を
独
占
し
て
摘
む
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

ま
た
、
安
心
し
て
そ
こ
に
大
き
な
価
値
を
付
与
し
、
と
り
わ
け
生
産
物
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
土
地
と
い
う
自
然

因
子
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
生
産
性
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
か
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

﹇
…
…
﹈
産
業
（industrie

）
に
す
べ
て
の
自
然
因
子
を
占
有
で
き
る
よ
う
無
限
の
自
由
を
与
え
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
産
業
は
か

ぎ
り
な
く
進
歩
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
産
業
の
生
産
力
を
限
界
づ
け
て
い
る
の
は
自
然
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
生
産

者
の
無
知
か
怠
惰
、
そ
し
て
国
家
の
悪
し
き
管
理
な
の
で
あ
る）

25
（

。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
自
由
」
はliberté

で
は
な
くlatitude
と
い
う
語
だ
が
、「
国
家
の
悪
し
き
管
理
」（la m

auvaise 

adm
inistration des États

）
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
み
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
の
管
理
か
ら
の
自
律
と
い
う
き
わ
め
て
政
治
的
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な
意
味
が
そ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
二
次
王
政
復
古
初
期
、
王
党
派
、
立
憲
派
、
共
和
派
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
な
ど
、
政
治
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
が
入
り
乱
れ
、
国

政
は
じ
つ
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
革
命
と
帝
政
の
動
乱
を
通
じ
て
過
去
と
の
断
絶
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ル
ト
ラ
と
呼

ば
れ
る
極
右
王
統
派
か
ら
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
共
和
派
ま
で
、
あ
る
い
は
王
政
復
古
と
と
も
に
復
活
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
か
ら
無
神
論
を
唱

え
る
無
政
府
主
義
者
に
い
た
る
ま
で
、
思
想
の
方
向
性
は
混
迷
の
度
を
増
し
、
必
然
的
に
価
値
観
が
多
様
化
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
な
か
で
台
頭
し
て
く
る
の
が
サ
ン=

シ
モ
ン
の
思
想
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
い
ま
な
お
革
命
は
成
就
し
て
お
ら
ず
、
産
業
体
制

（systèm
e industriel

）
の
確
立
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
革
命
は
終
結
と
考
え
る）

26
（

。
初
期
の
著
作
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
人
の
手
紙
』
の
な
か
で
す

べ
て
の
人
間
は
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
き
、
そ
の
産
業
的
平
等
を
保
証
し
た
う
え
で
、
産
業
者
に
よ
る
管
理
体
制
に
よ
っ

て
国
家
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
夢
見
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
政
治
的
に
な
さ
れ
た
革
命
は
、
実
質
的
・
経
済
的
内
容
を
付
与
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
就
さ
れ
る
│
そ
う
考
え
て
い
た
か
れ
は
、「
産
業
」こ
そ
が
社
会
を
再
組
織
化
す
る
原
動
力
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
理
論
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に
「
政
治
学
は
生
産
に
か
ん
す
る
科
学
で
あ
る
」
と
宣
言
し
、「
政
治
学
は
、

経
済
学
に
そ
っ
く
り
解
消
し
て
し
ま
う
」
と
予
言
す
る
に
い
た
る
だ
ろ
う）

27
（

。
経
済
の
状
況
が
政
治
的
諸
制
度
の
土
台
で
あ
る
と
い
う
こ
の

認
識
は
、
こ
の
時
代
に
経
済
が
現
実
的
な
意
味
で
実
権
を
握
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
並
行
的
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
趨
勢
は
、
さ
き
に

も
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
現
実
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
全
く
逆
の
精
神
的
傾
向
を
生
む
。
ロ
マ
ン
主
義
と
は
、
こ
の

よ
う
な
不
安
定
な
現
実
主
義
の
平
衡
錘
と
し
て
も
成
長
し
た
し
、
の
ち
に
空
想
的
社
会
主
義
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
思
想
が
、
現
実
の

改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ま
で
駆
け
上
が
っ
て
し
ま
う
の
も
、
ま
た
同
断
で
あ
る
。



一
〇
一

一
八
二
〇
年
代
の
「
個
人
主
義
」
論
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（
柏
木
）

ル
ー
ア
ン
の
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
批
判

　

さ
て
、
さ
き
に
見
た
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
説
く
過
激
な
自
由
主
義
は
、
経
済
的
発
展
を
基
礎
と
し
て
、
失
わ
れ
た
精
神
的
一
体
性
を
取
り

戻
す
夢
を
描
い
て
い
た
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
者
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
社
会
を
解
体
し
て
し
ま
う
危
険
な
思
想
に
み
え
た
で
あ
ろ
う
。
ル

ー
ア
ン
は
い
う
、「
自
由
に
つ
い
て
著
者
の
い
う
と
こ
ろ
を
文
字
ど
お
り
受
け
取
り
、そ
の
思
想
を
と
こ
と
ん
突
き
詰
め
て
み
る
と
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
か
れ
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
は
あ
き
ら
か
に
過
大
な
も
の
を
自
由
に
付
与
し
て
い
る
、
と
い
う
の
も
、
か
れ
は
そ

れ
を
社
会
の
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
社
会
に
過
小
な
も
の
を
付
与
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
社
会
を
道
徳
や

産
業
に
従
属
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹇
…
…
﹈
自
由
が
変
質
し
て
無
政
府
主
義
の
恒
久
的
原
因
に
な
る
の
は
、
自
由
を
そ
の
本
来
の

役
割
か
ら
そ
ら
し
、
何
か
を
打
ち
立
て
る
た
め
の
道
具
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
ほ
か
な
ら
な
い）

28
（

」。
さ
ら
に
「
自
由
の
観
念
が
な
す
べ

き
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
、
ば
ら
ば
ら
に
す
る
よ
り
も
連
帯
さ
せ
る
こ
と
が
ず
っ
と
急
務
で
あ
り
、
実
証
的
理
論
が
批
判
的
理
論
の
あ

と
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
時
代
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
八
世
紀

の
学
理
は
日
々
そ
の
重
要
性
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
学
理
が
、
批
判
哲
学
の
有
用
な
仕
事
の
連
続
を
完
成
さ
せ
た
か
に
み
え
る
『
検

閲
者
』
の
流
派
に
よ
っ
て
い
わ
ば
薄
め
ら
れ
て
以
降
、
と
く
に
そ
う
な
の
で
あ
る）

29
（

」。

　

こ
こ
で
ル
ー
ア
ン
は
、
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
ら
の
自
由
主
義
を
過
去
の
も
の
と
み
な
し
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
衣
鉢
を
継
ぐ
論
客
と
し
て
社
会

を
統
合
す
る
精
神
的
紐
帯
の
構
築
を
求
め
る
立
場
か
ら
こ
れ
を
断
罪
し
て
い
る
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
は
こ
の
約
五
年
前
に
出
版
さ
れ
た
著
作

『
産
業
体
制
論
』（D

u Systèm
e industriel, 1821

）
に
お
い
て
、「
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
個
人
的
自
由
（libertés 

individuelles

）
は
社
会
契
約
の
目
的
に
は
な
り
え
な
い
。
真
の
観
点
か
ら
自
由
と
い
う
も
の
を
考
え
る
と
、
そ
れ
自
体
漸
進
的
な
文
明

化
の
結
果
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
目
的
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
は
自
由
に
な
る
た
め
に
連
合
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
と



一
〇
二

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
七
巻
第
一
号

述
べ
、「
真
の
自
由
と
は
、
連
合
に
有
益
な
物
質
的
あ
る
い
は
精
神
的
能
力
を
支
障
な
く
、
ま
た
能
う
か
ぎ
り
広
く
発
展
さ
せ
る
こ
と
」

に
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
た）

30
（

。
個
人
的
自
由
は
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
由
主
義
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
重
要
な
大
義
で

あ 

っ
た
の
に
対
し
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
に
と
っ
て
自
由
の
自
律
性
は
、
分
業
が
創
出
す
る
役
割
に
も
と
づ
く
社
会
的
連
帯
を
阻
む
要
因
と
な

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
自
由
に
対
す
る
考
え
を
ル
ー
ア
ン
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
な
が
ら
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
を
批
判
し
た
と
み

て
よ
い
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
『
生
産
者
』
が
創
刊
さ
れ
た
一
八
二
五
年
か
ら
翌
年
の
二
六
年
の
早
い

時
期
に
か
け
て
、
産
業
主
義
陣
営
の
な
か
に
自
由
の
捉
え
方
を
め
ぐ
っ
て
思
想
的
分
断
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
つ
は
、

デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
著
作
の
書
評
を
二
六
年
一
月
の
『
ル
ヴ
ュ
・
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ッ
ク
』R

evue encyclopédique

に
寄
せ
た
バ
ン

ジ 

ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
は
、
そ
の
末
尾
に
「
追
ポ
ス
ト
ス
ク
リ
プ
ト
ゥ
ム

補
」
を
つ
け
て
ル
ー
ア
ン
の
論
述
に
触
れ）

31
（

、
こ
の
党
派
が
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
思

想
を
「
個
人
主
義
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
類
の
完
成
に
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
唯
一
正
当
か
つ
好
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
の
（
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
）
体
系
は
、
産
業
的
教
皇

主
義
（papism

e industriel

）
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
新
た
な
党
派
に
と
っ
て
は
嫌
悪
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
意

見
の
分
裂
に
も
、
ど
ん
な
努
力
の
対
立
に
も
、
こ
の
一
派
は
無
秩
序
（anarchie

）
を
見
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
同
じ
よ
う
に
も
の

を
考
え
な
い
こ
と
を
、
い
や
も
っ
と
適
切
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
多
く
の
人
間
が
失
礼
に
も
自
分
の
上
司
が
望
む
の
と
は
別
様
に
も

の
を
考
え
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
恥
ず
べ
き
こ
と
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
、
こ
の
党
派
は
あ
る
霊
力
を
援
用
す
る

﹇
…
…）

32
（

﹈。



一
〇
三

一
八
二
〇
年
代
の
「
個
人
主
義
」
論
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（
柏
木
）

コ
ン
ス
タ
ン
は
ル
ー
ア
ン
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
個
人
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
こ
こ
で
い
ち
早
く
と
ら
え
、
こ
の

個
人
の
自
由
の
存
立
を
脅
か
し
か
ね
な
い
集
団
を
警
戒
し
つ
つ
、
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
自
由
主
義
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
コ
ン
ス
タ

ン
の
自
由
主
義
も
個
人
主
義
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
、
経
済
の
分
野
に
お
い
て
は
交
換
が
発
達
し
て
い
く
な
か
で
個
人
の
力

を
意
識
し
、
政
治
の
分
野
に
お
い
て
は
個
の
自
由
を
保
証
す
る
立
憲
的
実
践
を
意
識
す
る
と
と
も
に
、
自
由
が
無
秩
序
と
み
な
さ
れ
う
る

社
会
に
あ
っ
て
、
そ
の
不
安
定
さ
を
同
時
に
認
識
す
る
も
の
で
あ
る）

33
（

。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
二
六
年
初
頭
、
個
人
の
自
由
と
産
業
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
あ
い
だ
に
い
く

つ
か
の
思
想
的
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ

　

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
こ
の
著
作
を
読
み
、
こ
の
過
激
な
自
由
主
義
的
主
張
に
賛
同
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
サ

ン
＝
シ
モ
ン
主
義
と
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
産
業
者
に
対
す
る
新
た
な
陰
謀
に
つ
い
て
』
を
刊
行
す
る
少

し
前
、
当
時
寄
稿
し
て
い
た
『
ロ
ン
ド
ン
・
マ
ガ
ジ
ン
』（London M

agazine

）
に
お
い
て
、
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
著
作
をLa M

orale 

et l'Industrie considérées dans leurs rapports avec la liberté

と
誤
っ
て
表
記
（「
道
徳
」
と
「
産
業
」
の
順
序
が
逆
）
し
つ
つ）

34
（

、

デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
が
シ
ャ
ル
ル
・
コ
ン
ト
と
と
も
に
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
検
閲
者
』
を
出
し
て
い
た
こ
と
、
エ
ル
バ
島
か
ら
帰
還
し
た
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
二
人
の
定
期
刊
行
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
執
筆
者
の
多
く
を
買
収
し
て
地
方
の

管
理
職
に
つ
け
た
が
、
こ
の
二
人
に
は
拒
否
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
フ
ー
シ
ェ
は
か
れ
ら
を
危
険
視
し
た
こ
と
、
な
ど
を
紹
介
し
て
い

る）
35
（

。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
こ
の
論
客
の
な
か
に
、
時
の
権
力
に
対
し
て
距
離
を
と
り
、
ど
こ
か
ら
も
「
買
収
」
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
立
し
て

自
由
を
擁
護
す
る
闘
士
の
姿
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。



一
〇
四

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
七
巻
第
一
号

デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
氏
の
本
は
、
称
賛
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
真
実
す
ぎ
る
。
氏
は
わ
が
国
の
著
名
な
銀
行
家
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
愛
国
主
義

の
化
け
の
皮
を
は
が
し
さ
え
し
た
。
氏
の
本
は
、
こ
こ
三
〇
年
間
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
状
態
を
忠
実
に
描
い
た
絵
巻
で
あ

る
。
こ
の
点
で
、
こ
の
著
作
は
ミ
ニ
ェ
の
『
革
命
史
』
の
と
て
も
よ
い
補
遺
と
な
っ
て
い
る）

36
（

。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
何
よ
り
も
自
由
を
愛
す
る
人
間
で
あ
り
、
自
由
主
義
者
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
、
理
論
上
、
産
業
者
と
同
じ
で
あ
る
。

王
政
で
あ
れ
、
帝
政
で
あ
れ
、
そ
れ
が
人
び
と
の
自
由
を
挫
く
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
に
反
撃
す
る
。
産
業
者
た
ち
も
ま

た
、
こ
の
自
由
が
第
一
に
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え
た
し
、
実
際
、
か
れ
ら
は
み
な
自
身
を
自
由
主
義
者
と
思
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
お
そ
ら
く
一
八
二
五
年
を
境
に
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
目
に
、
個
人
の
自
由
と
の
関
係
に
照
ら
し
て
産
業
主
義
の
な
か
に

い
く
つ
か
の
分
派
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
自
由
主
義
を
奉
じ
る
産
業
者
た
ち
は
理
論
上
、
最
大
限
の
経
済
活
動
を
行
う
た

め
に
国
家
の
権
力
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
。
産
業
者
が
自
由
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
論

と
現
実
は
ち
が
う
の
で
あ
っ
て
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
一
八
二
〇
年
代
の
産
業
界
お
よ
び
経
済
界
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
の

は
銀
行
家
で
あ
り
、
産
業
者
の
な
か
の
中
枢
で
あ
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
か
れ
ら
は
み
ず
か
ら
の
経
済
活

動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
自
由
の
た
め
に
国
家
を
遠
ざ
け
た
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
理
念
的
に
は
「
自
由
」
を
標
榜

し
な
が
ら
（
し
た
が
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
）、
実
際
に
は
復
古
王
朝
の
国
家
（
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
レ
ー
ル
内
閣
）
と
つ
よ
く
結
び
つ
き
は

じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
も
っ
と
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
気
に
障
っ
た
の
は
、
ハ
イ
チ
借
款
と
亡
命
貴
族
へ
の
賠
償
金
問
題
の
背
後
で
銀
行
家
が
暗
躍
し

て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
が
ラ
フ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
。
ま
ず
ハ
イ
チ
借
款
に
つ
い
て
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
承
認
し
た

ハ
イ
チ
共
和
国
の
独
立
は
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
元
植
民
者
に
一
億
五
千
万
フ
ラ
ン
の
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、
そ
の
資
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金
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
貸
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
問
題
が
そ
の
後
長
く
借
金
と
利
子
で
ハ
イ
チ
を
苦
し
め
る
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
だ
が
、
こ
こ
に
銀
行
家
（
ラ
フ
ィ
ッ
ト
そ
の
他
）
と
国
家
（
ヴ
ィ
レ
ー
ル
）
の
共
謀
が
あ
っ
た
こ
と
は
誰
の
目
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
っ

た
。
も
と
も
と
反
王
党
派
勢
力
と
し
て
集
っ
て
い
た
自
由
主
義
陣
営
の
理
念
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
銀
行
家
と
政
府
と
の
癒
着
は
大
き

な
逸
脱
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
憤
慨
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。

　

亡
命
貴
族
へ
の
賠
償
金
問
題
、
す
な
わ
ち
一
〇
億
フ
ラ
ン
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
一
八
二
五
年
四
月
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
シ
ャ
ル

ル
一
〇
世
が
成
立
さ
せ
た
こ
の
賠
償
金
の
元
手
を
捻
出
す
る
方
法
と
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、
年
金
利
率
五
％
か
ら
三
％
へ
の
改
定
で
あ
っ

た）
37
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。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
は
ヴ
ィ
レ
ー
ル
と
銀
行
家
の
あ
い
だ
の
交
渉
の
結
果
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
い
う
、「
ド
・
ヴ
ィ

レ
ー
ル
氏
は
国
民
の
ど
の
階
級
を
頼
み
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
工
場
主
、
商
人
、
銀
行
家
の
階
級
で
あ
り
、
ド
レ
セ
ー
ル
、
テ
ル
ノ

ー
と
い
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
ド
・
ヴ
ィ
レ
ー
ル
氏
の
好
意
の
お
か
げ
で
将
来
の
公
債
に
お
い
て
何
百
万
も
儲
け
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に

な
る
こ
の
銀
行
家
た
ち
は
、
ま
も
な
く
致
命
的
な
三
％
﹇
…
…
﹈
を
あ
げ
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
だ）

38
（

」。
要
す
る
に
ラ
フ
ィ
ッ
ト
ら
銀
行

家
は
自
由
主
義
の
陣
営
を
裏
切
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。産
業
の
独
立
を
謳
っ
て
き
た
は
ず
の
反
王
党
派
の
自
由
主
義
産
業
家
た
ち
も
、

政
府
（
国
家
）
と
の
関
係
を
密
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
を
称
賛
す
る
言
葉
の
な
か

に
「
氏
は
わ
が
国
の
著
名
な
銀
行
家
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
愛
国
主
義
の
化
け
の
皮
を
は
が
し
さ
え
し
た
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
自

由
主
義
的
銀
行
家
と
政
府
と
の
親
密
な
関
係
を
暴
い
た
か
ら
こ
そ
、
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
評
価
は
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
派
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
自
由
主
義
の
陣
営
か
ら
出
発
し
て
い
る
に
せ
よ
、
産
業

に
よ
る
社
会
の
再
組
織
化
と
い
う
前
提
か
ら
個
人
の
自
由
を
抑
制
的
に
と
ら
え
る
方
向
性
が
一
段
と
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
し
だ
い
に
国

家
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
個
人
の
自
由
と
独
立
を
第
一
義
的
な
価
値
と
み
な
す
自
由
主
義
者
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
が
描
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く
産
業
主
義
的
社
会
体
制
も
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
自
由
主
義
の
理
念
を
吹
聴
し
つ
つ）
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私
欲
の
た
め
に
政
府
と
の
結
び
つ

き
を
深
め
る
銀
行
家
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど「
裏
切
り
」の
よ
う
に
見
え
た
に
ち
が
い
な
い）

40
（

。「
自
由
主
義
」と「
個
人
主
義
」は
本
来
、

「
個
人
」
の
「
自
由
」
を
保
証
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
親
和
性
を
も
ち
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
こ
の
両
者
は
互
い
に
時
を
お
か
ず
し
て
思

想
的
枠
組
み
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
戦
闘
的
に
擁
護
し
た
の
が
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
や
シ
ャ

ル
ル
・
コ
ン
ト
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
一
八
二
五
年
段
階
で
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
そ
の
系
列
に
位
置
し
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
。

　

と
は
い
え
、「
個
人
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
当
初
、
社
会
の
有
機
的
組
織
化
を
強
調
す
る
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
側
か
ら
批
判
的
な
意

味
を
込
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
、「
自
由
」
と
「
個
人
」
の
あ
い
だ
に
亀
裂
が
入
っ
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
産
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
、「
自
由
」
は
な
お
輝
き
を
失
わ
な
い
価
値
と
し
て
求
め
ら
れ
続
け
た
が
、

そ
の
自
由
を
享
受
す
べ
き
「
個
人
」
は
、
国
家
や
社
会
と
い
う
価
値
の
後
塵
を
拝
す
る
地
位
に
と
り
残
さ
れ
つ
づ
け
る
の
で
あ
る）
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。

　

も
と
よ
り
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
価
値
は
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
自
由
と
い
う
形
式
に
お
い
て
測
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
社
会

の
総
体
よ
り
も
屹
立
す
る
個
人
を
描
こ
う
と
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
お
そ
ら
く
容
認
し
が
た
い
も
の
で
あ

っ
た
。
ど
の
党
派
か
ら
も
援
護
し
て
も
ら
え
ず
、
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
失
敗
作
と
い
う
べ
き
『
産
業
者
に
対
す
る

新
た
な
陰
謀
に
つ
い
て
』
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
承
服
で
き
な
い
自
由
主
義
の
実
情
が
目
の
前
に
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
般
に
ロ
マ
ン
主
義
は
「
個
の
解
放
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
「
解
放
」
と
「
自
由
」
は
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
同
時
代
の
産
業
主
義
が
語
り
は
じ
め
た
自
由
主
義
は
、
む
し
ろ
個
を
消
去
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
趨
勢
を
生
み
だ
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
と
っ
て
「
個
人
」
の
問
題
は
き
わ
め
て
切
実
な
も
の
と
し
て
ふ
た
た
び
浮
上
し
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。『
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
の
回
想
』
を
書
く
段
に
な
っ
て
、
一
八
二
五
年
当
時
あ
れ
ほ
ど
も
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
た
デ
ュ
ノ
ワ

イ
エ
の
評
価
は
急
落
し
て
い
る
。「﹇
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
﹈
自
由
主
義
の
勇
者
で
あ
っ
た
の
に
、
今
日
、
ム
ー
ラ
ン
の
折
り
目
正
し
い
知
事

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
え
な
く
好
意
的
で
、
た
ぶ
ん
も
っ
と
も
英
雄
的
な
の
だ
ろ
う
が
、
自
由
主
義
の
著
述
家
の
な
か
で
も
っ
と
も
馬

鹿
で
あ
る）

42
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。」
こ
の
評
価
の
激
し
い
変
化
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
七
月
王
政
の
時
代
に
な
っ
て
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
が
官

職
を
得
た
こ
と
に
よ
る
。
王
政
復
古
期
に
政
府
か
ら
「
買
収
」
さ
れ
る
実
業
家
を
あ
れ
ほ
ど
軽
蔑
し
、
激
し
く
糾
弾
す
る
こ
と
で
ス
タ
ン

ダ
ー
ル
の
称
賛
を
勝
ち
得
た
過
激
自
由
主
義
者
が
、
時
代
が
変
わ
る
と
政
府
の
末
端
の
地
位
に
す
す
ん
で
身
を
差
し
出
し
た
の
だ
。『
エ

ゴ
テ
ィ
ス
ム
の
回
想
』
の
な
か
で
の
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
は
一
貫
し
て
「
愚
鈍
」（lourdeur

）、「
鈍
重
」（lenteur

）、「
退
屈
」（ennui

）
と

い
っ
た
言
葉
で
形
容
さ
れ
、「
尊
敬
に
値
す
る
」「
過
激
自
由
主
義
者
」（ultralibéraux

）
は
過
去
形
と
と
も
に
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い）

43
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。

　

サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
と
戦
い
、
産
業
主
義
を
戴
く
銀
行
家
た
ち
へ
の
攻
撃
を
し
か
け
て
い
た
と
き
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
は
、
お
そ
ら
く

自
由
な
個
人
を
体
現
す
る
人
物
と
し
て
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
の
姿
が
あ
っ
た
。
個
人
主
義
が
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
た
と

い
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
七
月
革
命
を
は
さ
ん
で
そ
の
姿
は
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」は
、

周
囲
の
個
人
主
義
的
理
想
が
こ
の
よ
う
に
崩
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
逆
説
的
に
光
を
放
ち
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
個
」
が
抑
圧
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
蔓
延
す
る
な
か
、
そ
れ
ら
を
指
示
対
象
と
し
て
使
わ
れ
たindividualism

e

と
は
別
の
言
葉
で
み
ず
か
ら
の
「
個
人
主
義
」
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
葉
は
何
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ

の
作
家
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
と
い
う
言
葉
以
外
に
あ
り
え
な
か
っ
た
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
風
に
臆
面
も
な
く
み
ず
か
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ら
を
語
る
し
ぐ
さ
を
「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
と
し
て
非
難
し
つ
つ
、
そ
れ
を
逆
説
的
に
自
身
の
個
人
主
義
を
主
張
す
る
「
武
器
」
と
し
て
用

い
る
戦
略
、
す
な
わ
ち
、
自
己
卑
下
的
に
自
身
を
「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
ど
の
集
団
や
社
会
に
も
埋
没
し
な
い
個
の
存

在
を
、
な
か
ば
自
己
韜
晦
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
の
が
「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
的
意
味
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
興
味
深
い
こ
と
に
、「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
と
い
う
英
語
か
ら
借
用
さ
れ
た
語
も
、
こ
の
時
代
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
い
わ
ば
新

語
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
一
七
二
六
年
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
辞
書
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に

individualism
e

の
語
が
誕
生
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
だ）
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。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
自
身
は
す
で
に
一
八
二
三
年
、『
ラ
シ
ー
ヌ
と
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
笑
い
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
こ
れ

を
使
用
し
は
じ
め
た
の
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
だ
っ
た
と
い
う
点
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。「
自
由
主
義
」と
な
ら
ん
で「
個
人
主
義
」が「
主

義
」
と
し
て
語
ら
れ
る
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
思
想
的
基
盤
を
も
ち
は
じ
め
た
こ
の
時
期
に
、「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
も
ま
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の

意
識
に
の
ぼ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、individualism

e

に
代
わ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
独
自
の
個
人
主
義
を
受
け
取
る
器
と

し
て
機
能
す
る
の
は
も
う
少
し
後
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
な
自
由
主
義
と
産
業
主
義
の
交
錯
す
る
議
論
の
な
か
で
、

か
れ
は
「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
に
新
た
な
価
値
と
意
味
を
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
表
現
上
の
武
器
に
仕
立
て
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

王
政
復
古
期
に
お
け
る
「
個
」
と
「
自
由
」
の
問
題
は
、
こ
の
時
代
か
ら
は
じ
ま
る
ロ
マ
ン
主
義
の
文
脈
で
は
「
自
由
な
個
の
解
放
」

と
い
う
流
れ
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
広
汎
な
同
時
代
の
社
会
的
現
実
に
お
け
る
自
由
主
義
の
議
論
に
お
い
て
は
そ
れ

ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
王
党
派
か
ら
す
れ
ば
、
ボ
ナ
ル
ド
の
い
う
よ
う
に
「
自
由
は
無
秩
序
と
専
制
に
つ
な
が
る
た
め
、
社
会
の

安
寧
は
、
個
人
の
自
由
に
抗
し
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
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」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
立
場
か
ら
い
え

ば
、「
個
人
主
義
が
社
会
関
係
に
お
い
て
支
配
的
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ち
こ
ち
で
人
間
は
す
ぐ
に
野
蛮
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
」
と
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、
し
だ
い
に
こ
の
自
由
が
後
回
し
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
の
思
想
的
文
脈
の
な

か
で
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
み
る
と
き
、「
エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
」
と
い
う
語
を
か
れ
が
用
い
た
の
は
い
わ
ば
必
然
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
い

ま
い
ち
ど
深
く
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註（
1
）
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の
『
日
記
』（Journal intim

e

）
の
一
八
一
八
年
一
二
月
二
一
日
の
記
述
に
あ
ら
わ
れ
る
言
葉
で
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
内
閣
の
解

散
と
と
も
に
海
軍
大
臣
を
辞
し
た
モ
レ
伯
爵
と
の
や
り
と
り
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。Journal intim

e de M
aine de Biran 

（1817
-1824

）, t. 
II, publié par A

. de La V
alette-M

onbrun, Plon, 1931, p. 143.

（
2
）
工
藤
庸
子『
評
伝 

ス
タ
ー
ル
夫
人
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ　

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
独
裁
を
生
き
ぬ
い
た
自
由
主
義
の
母
』と
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
六
年
、
二
七
七
頁
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
老
嬢
』
で
は
、
コ
ル
モ
ン
嬢
を
真
剣
に
愛
し
て
い
た
ア
タ
ナ
ー
ズ
が
、
彼
女
と
デ
ュ
・
ブ
ス
キ
エ
の
結

婚
を
知
り
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
つ
つ
も
平
静
を
装
う
場
面
で
こ
のopinions libérales

と
い
う
表
現
が
で
て
く
る
。« L

'apparente insouciance 
d
'A

thanase expliquait son refus de faire à ce m
ariage le sacrifice de ses opinions libérales, m

ot qui venait d
'être créé pour 

l'em
pereur A

lexandre, et qui procédait, je crois, de M
m

e de Staël par Benjam
in Constant. » 

（La V
ieille Fille, in La Com

édie 
hum

aine, IV
, Gallim

ard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 911.

） 

こ
こ
で
い
う
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
と
戦
い
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
憲
法
を
与
え
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
立
憲
王
国
を
復
興
し
た
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
の
こ
と
で
あ
る
。
工

藤
に
よ
れ
ば
、libéral

と
い
う
語
は
す
で
に
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
「
個
人
の
自
由
、
と
り
わ
け
政
治
的
自
由
に
好
意
的
な
立
場
」
と
い
う
意
味
合
い
で

使
用
さ
れ
て
い
た
が
、「
こ
こ
で
はopinions libérales

と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
表
現
と
し
て
新
鮮
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
こ
の
作
品
の
物
語

設
定
は
一
八
一
六
年
。
工
藤
庸
子
、
同
書
、
注
（
第
五
章
）、
六
一
頁
参
照
。

（
3
）
か
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
七
六
六
年
か
ら
六
七
年
の
生
ま
れ
。
ち
な
み
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
銀
行
家
に
し
て
七
月
王
政
の
首
相
も
務
め
た
ジ
ャ
ッ
ク
・

ラ
フ
ィ
ッ
ト
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
派
経
済
学
の
中
心
人
物
で
あ
る
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
ー
も
六
七
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
同
時
代
の
文
豪
シ
ャ
ト
ー

ブ
リ
ア
ン
は
六
八
年
、
か
の
大
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
さ
ら
に
一
歳
下
の
一
七
六
九
年
の
生
ま
れ
。

（
4
）P. Im

bs et al., T
résor de la langue française inform

atisé, entrées:

《industrialism
e

》,《socialism
e

》.

な
お
、industrialism

e

の
語
は
、
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サ
ン
＝
シ
モ
ン
が
『
産
業
者
の
教
理
問
答
』
の
な
か
で
使
用
し
た
の
が
最
初
で
あ
り
、socialism

e

に
つ
い
て
は
、
一
八
三
二
年
に
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ル

ー
が
社
会
を
個
人
に
還
元
し
て
理
論
化
す
る
「
個
人
主
義
」
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
こ
れ
を
用
い
た
。

（
5
）
拙
著
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア 

〜
経
済
の
思
想
、
ロ
マ
ン
主
義
、
作
家
で
あ
る
こ
と
〜
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
七
年
）
で
は
、
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
を
「
究
極
の
個
人
主
義
者
」
と
位
置
づ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
自
由
主
義
経
済
や
産
業
主
義
に
対
す
る
こ
の
作
家
の
距
離
の
と
り
か

た
に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
6
）T

résor de la langue française inform
atisé, entrée: 

《individualism
e

》. 

準
拠
し
て
い
る
資
料
は
、D

octrine de Saint-Sim
on, E

xposition, 
Prem

ière année, 1829. N
ouvelle édition publiée avec introduction et notes par Célestin Bouglé et Elie H

alévy, Paris, Rivière, 
1924, p. 378 et note 248.

（
7
）M

arie-France Piguet, « Individualism
e : origine et réception initiale du m

ot », Œ
uvres et critiques. R

evue internationale d'étude 
de la réception critique des œ

uvres littéraires de langue française, T
übingen, N

arr Francke A
ttem

pto V
erlag, X

X
X

III, 1, 2008, p. 
39-40.

（
8
）Ibid., pp. 42-43.

（
9
）Joseph de M

aistre, « Extrait d
'une conversation entre J. de M

aistre et de Ch. de Lavau », in Œ
uvres com

plètes, t. X
IV

, V
itte et 

Perrussel, Lyon, 1886, p. 286.

（
10
）Jean

-Y
ves Pranchère, L'autorité contre les lum

ières. La philosophie de Joseph de M
aistre, D

roz, 2004, p. 181.

（
11
）
こ
の
介
入
を
擁
護
し
た
当
時
の
外
務
相
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
、「
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
会
議
」に
同
時
代
の
秘
密
結
社
に
つ
い
て
か
な
り
の
頁
を
割
い
て
い
る
。

（
12
）Pierre-A

rnaud Lam
bert, La Charbonnerie française 1821

-1823. D
u Secret en politique, Presses universitaires de Lyon, 1995. 

pp. 115-116.

（
13
）François de Corcelle, D

ocum
ens pour servir à l'histoire des conspirations, des partis et des sectes, Paris, Paulin, 1831, pp. 19-20.

（
14
）« D

e l'individualism
e, considéré par rapport à la religion et à la m

orale », in Le M
ém

orial catholique, t. IV
, Lachevardière fils, 

1
8
2
5, p. 4

8
-
4
9, cité par M

arie
-F

rance Piguet, « D
ébats politiques sur la liberté individuelle et raisons langagières dans 

l'ém
ergence du m

ot individualism
e », in Jean

-Pierre Potier, Jean
-Louis Fournel et Jacques Guilhaum

ou, Libertés et libéralism
es. 

Form
ation et circulation des concepts, EN

S Éditions, 2012, p. 169.
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（
15
）Charles D

unoyer, L'industrie et la m
orale considérées dans leur rapport avec la liberté, Paris, A

. Sautelet, 1825.
（
16
）
い
っ
た
ん
は
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
た
が
、
一
八
一
七
年
に
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
検
閲
者
』
と
し
て
復
刊
さ
れ
る
。

（
17
）
じ
つ
は
こ
の
の
ち
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
『
産
業
者
に
対
す
る
新
た
な
陰
謀
に
つ
い
て
』
を
出
版
す
る
の
も
同
じ
出
版
社
で
あ
る
。

（
18
）
岩
本
吉
弘
「
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
と
『
二
つ
の
産
業
主
義
』
―
王
政
復
古
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
産
業
主
義
と
自
由
主
義
（
前
）」、『
一
橋
論
叢
』

第
一
一
七
巻
第
二
号
、
一
九
九
七
年
、
二
五
八
│
二
七
六
頁
。

（
19
）Frédéric Bastiat, Lettre à Félix Coudroy, 9 avril 1827, Œ

uvres com
plètes, t. I, Paris, Guillaum

in, p. 18. 

な
お
こ
の
時
代
、「
産
業
者
」

を
指
す
言
葉
と
し
てindustrieux 

とindustriel 

の
両
方
が
併
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
の
ち
、
し
だ
い
にindustrieux 

は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。

シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ノ
ワ
イ
エ
、
シ
ャ
ル
ル
・
コ
ン
ト
の
産
業
主
義
と
自
由
主
義
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
バ
ス
テ
ィ
ア
ら
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

Robert Leroux, A
ux fondem

ents de l'industrialism
e. Com

te, D
unoyer et la pensée libérale en France, Paris, H

erm
ann, 2015

が
詳
細

に
論
じ
て
い
る
。

（
20
）Charles D

unoyer, op. cit., p. 1. 
同
じ
言
葉
は
本
の
表
題
頁
に
も
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）Ibid., p. 323.

（
22
）Ibid., pp. 323-324.

（
23
）Charles D

unoyer, Œ
uvres de Charles D

unoyer, revues sur les m
anuscrits de l'auteur, N

otices d'économ
ie sociale, Paris, 1870, t. 

III, pp.39-43.

（
24
）
初
版
は
一
八
〇
三
年
だ
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
書
き
直
し
を
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
発
禁
処
分
を
受
け
て
い
た
。

（
25
）Jean

-Baptiste Say, T
raité d'économ

ie politique ou Sim
ple exposition de la m

anière dont se form
ent, se distribuent et se 

consom
m

ent les richesses, septièm
e éditions, Paris, Guillaum

e et Cie 1861, p. 72.

（
26
）Saint-Sim

on, D
u systèm

e industriel, in Œ
uvres, Slatkine Reprints, p.28.

（
27
）Ibid., p.59.

（
28
）« Exam

en d
'un nouvel ouvrage de M

. D
unoyer, ancien rédacteur du C

enseur européen 

（Prem
ier article

） », in P
roducteur, 

journal de l'industrie, des sciences et des beau-arts, t. II, Paris, Sautelet et Cie, 1826, p. 168.

（
29
）Ibid., p. 168.
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（
30
）Saint-Sim

on, D
u Systèm

e industriel, Paris, A
ntoine-A

ugustin Renouard, 1821, « Préface », p. xiii ; Œ
uvres com

plètes, édition 
critique présentée, établie et annotée par Juliette Grange, Pierre M

usso, Philippe Régnier et Frank Y
onnet, PU

F, 2012, vol. III, , 
p. 2348.

（
31
）R

evue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus rem
arquables dans les sciences, les arts industriels, la 

littérature et les beaux arts. t. X
X

IX
, janvier 1826, p. 432.

（
32
）Ibid., p. 432.

（
33
）Lucien Jaum

e, L'individu effacé ou le paradoxe du libéralism
e français, Fayard, 1997, p. 90.

（
34
）
ミ
シ
ェ
ル
・
ク
ル
ー
ゼ
も
み
ず
か
ら
の
校
訂
版
に
お
い
て
こ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
「
踏
襲
」
し
、La M

orale et l'Industrie...... 

と

語
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
て
表
記
し
て
い
る
。M

ichel Crouzet, « Préface », in D
'un nouveau com

plot contre les industriel, suivi de 
Stendhal et la querelle de l'industrie, édition établie, annotée et présentée par M

ichel Crouzet, La Chasse au Snark, 2001, p. 14.

（
35
）Stendhal, « Lettres de Paris, par le petit-neveu de Grim

m
 

（11

） » 

（11 novem
bre 1825

）, in Paris-Londres. Chroniques, édition, 
présentation et introduction de Renée D

énier, Stock, 1997, pp. 576-577.

（
36
）Ibid., p. 577.

（
37
）
公
債
の
年
利
を
五
％
か
ら
三
％
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
間
二
八
〇
〇
万
フ
ラ
ン
節
約
し
、
こ
れ
を
賠
償
金
の
元
手
に
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
ヴ
ィ
レ
ー
ル
は
前
年
に
こ
の
切
り
下
げ
を
画
策
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
賠
償
法
の
資
金
の
捻
出
の
た
め
に
新
た
に
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
38
）M

élanges I, in Œ
uvres com

plètes de Stendhal, Cercle du Bibliophile, 1967-1974, t. 45, p. 268.

（
39
）
ほ
と
ん
ど
の
新
聞
は
、
有
力
な
銀
行
家
の
出
資
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
ラ
フ
ィ
ッ
ト
を
例
に
と
れ
ば
、『
商
業
新
聞
』（Journal du com

m
erce

）

は
か
れ
の
新
聞
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
く
、『
グ
ロ
ー
ブ
』（Le G

lobe

）
か
ら
『
生
産
者
』（Le Producteur

）
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
機
関
紙
に

出
資
し
て
い
た
。

（
40
）M

ichel Crouzet, op. cit., p. 25.

（
41
）
こ
の
点
を
包
括
的
に
論
じ
た
の
が
す
で
に
引
い
た
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ョ
ー
ム
の
著
書
、『
消
さ
れ
た
個　

あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
自
由
主
義
の
背
理
』

（L'individu effacé ou le paradoxe du libéralism
e français, Fayard, 1997

）
で
あ
る
。

（
42
）Souvenirs d'égotism

e, in Œ
uvres intim

es II, édition établie par V
. D

el Litto, Gallim
ard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1982, 
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（
44
）
デ
ル
・
リ
ッ
ト
は
一
八
二
四
年
の
辞
書
、F. Raym

ond, D
ictionnaire des term

es appropriés aux arts et aux sciences et des m
ots 

nouveaux que l'usage a consacrés, pouvant server de supplem
ent au D

ictionnaire de l'A
cadém

ie, 1824

の
記
述
（「
自
己
を
語
る
と
い
う

欠
点
、
自
己
を
語
る
非
難
す
べ
き
習
慣
」）
を
挙
げ
て
い
る
。Cf. V

. D
el Litto, « Préface », in Œ

uvres intim
es I, édition établie par V

. D
el 

Litto, Gallim
ard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p. X

IX
.

（
45
）A

ntoine Com
pagnon, A

ntim
odernes. D

e Joseph de M
aistre à R

oland Barthes, Gallim
ard, 2005, p.72

に
よ
る
（
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン

パ
ニ
ョ
ン
『
ア
ン
チ
モ
ダ
ン　

反
近
代
の
精
神
史
』（
松
澤
和
宏
監
訳
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
五
六
頁
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（
46
）Frédéric Le Play, La R

éform
e sociale, in T

extes choisis, éd. Louis Baudin, D
olloz, 1947, p.147.
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