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■
「
ち
く
ま
評
論
入
門
」
解
説
―
―
読
解
問
題
へ
の
過
程

加
藤
周
一
「
部
分
と
全
体
」
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●
参
考

加
藤
周
一
『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間
』【361/K

31/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

■
目
標

「
日
本
文
化
」
の
本
質
論
を
読
み
、
自
分
た
ち
の
周
囲
の
文
化
環
境
を
捉
え
直
す
。

■
追
跡

ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
の
文
章
が
続
く
。
加
藤
周
一
は
、
戦
後
を
代
表
す
る
知
識
人
、
文
学
者
。
大
学
で
の
専

攻
は
医
学
、
医
学
博
士
。
思
え
ば
、
か
つ
て
す
ぐ
れ
た
知
性
は
、
文
学
を
通
じ
て
世
界
を
論
じ
た
。
文
学

が
世
界
を
正
し
く
深
く
写
し
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
一
つ
の
証
左
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
中
に
文
学
と
い
う

分
野
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
―
―
し
か
し
今
も
、
文
学
の
持
つ
本
質
的
な
力
が
薄
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
文
学
を
通
じ
て
鍛
え
ら
れ
た
知
性
は
、
科
学
的
知
性
と
相
補
的
に
機
能
す
る
。
医
学
徒
が
文
学
者
だ

っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

（
参
考

日
本
大
百
科
全
書
）

加
藤
周
一
（
か
と
う
し
ゅ
う
い
ち
）（
１
９
１
９
―
２
０
０
８
）

評
論
家
、
小
説
家
。
東
京
に
生
ま
れ
る
。
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
卒
業
。
在
学
中
の
１
９
４
２
年
（
昭
和
１
７
）、
中
村
真
一
郎
、
福
永
武

彦
（
た
け
ひ
こ
）
と
押
韻
（
お
う
い
ん
）
定
型
詩
の
運
動
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」
を
お
こ
し
、
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
い
ち
早
く
中

村
、
福
永
と
の
共
同
執
筆
に
よ
る
時
評
風
の
評
論
集
『
１
９
４
６

文
学
的
考
察
』（
１
９
４
７
）
を
刊
行
、
注
目
さ
れ
た
。
続
い
て
自
身
の

戦
争
体
験
に
基
づ
い
た
小
説
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』（
１
９
４
９
）
に
よ
っ
て
戦
後
作
家
の
位
置
を
得
る
と
と
も
に
、『
文
学
と
現
実
』（
１
９

４
８
）、『
文
学
と
は
何
か
』（
１
９
５
０
）、『
抵
抗
の
文
学
』（
１
９
５
１
）
な
ど
の
多
彩
な
評
論
活
動
を
展
開
し
た
。
１
９
５
１
年
（
昭
和

２
６
）
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
す
る
が
、
そ
の
成
果
と
し
て
評
論
集
『
雑
種
文
化
』（
１
９
５
６
）
で
は
、
西
欧
文
化
を
純
粋
と
す
れ
ば
日
本
文
化

は
優
れ
た
伝
統
を
基
盤
と
し
て
の
雑
種
文
化
と
し
、
そ
こ
に
文
化
創
造
の
新
し
い
可
能
性
を
予
見
す
る
と
い
う
卓
抜
し
た
文
化
論
を
示
し
た
。

１
９
６
０
年
、
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
招
か
れ
、
ま
た
７
０
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
と
な
り
、
日

本
と
の
間
を
往
復
し
な
が
ら
文
筆
活
動
を
続
け
た
が
、
自
然
科
学
か
ら
人
文
科
学
に
及
ぶ
広
い
視
野
、
豊
富
な
知
識
と
教
養
、
明
晰
（
め
い

せ
き
）
で
鋭
利
な
論
理
に
よ
っ
て
、『
二
つ
の
極
の
間
で
』（
１
９
６
０
）、
石
川
丈
山
（
じ
ょ
う
ざ
ん
）、
一
休
、
富
永
仲
基
（
な
か
も
と
）

を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
た
小
説
体
の
文
化
論
『
詩
仙
堂
志
』（
１
９
６
４
）、『
狂
雲
森
春
雨
（
く
る
い
ぐ
も
も
り
の
は
る
さ
め
）』（
１
９
６
５
）、

『
仲
基
後
語
（
な
か
も
と
ご
ご
）』（
１
９
６
５
）、
小
説
『
三
題
噺
（
さ
ん
だ
い
ば
な
し
）』（
１
９
６
５
）、『
芸
術
論
集
』（
１
９
６
７
）、
回

想
録
『
羊
の
歌
』
正
続
（
１
９
６
８
）、『
言
葉
と
戦
車
』（
１
９
６
９
）、
訪
問
記
『
中
国
往
還
』（
１
９
７
２
）、
日
本
美
術
論
集
『
称
心
独

語
』（
１
９
７
２
）、
短
編
小
説
集
『
幻
想
薔
薇
（
ば
ら
）
都
市
』（
１
９
７
３
）
な
ど
を
刊
行
し
た
。
大
仏
（
お
さ
ら
ぎ
）
次
郎
賞
を
受
賞
し

た
『
日
本
文
学
史
序
説
』
上
下
（
１
９
７
５
、
８
０
）
で
は
、
西
洋
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
伝
統
を
独
自
に
築
い
た
日
本
文
学
史
を
世
界
的

な
視
点
か
ら
論
証
し
、
一
つ
の
指
標
を
提
出
し
た
。

（
立
命
館
大
学

加
藤
周
一
文
庫
）

加
藤
周
一
（
一
九
一
九
―
二
〇
〇
八
）
は
、
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
国
際
的
な
知
識
人
で
あ
る
。
知
識
人
と
し
て
の
加
藤
の
特
徴
は
、
も

加藤周一「部分と全体」
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の
ご
と
を
理
解
す
る
に
専
門
的
な
視
点
だ
け
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
、
た
え
ず
全
体
的
視
野
の
も
と
に
収
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
も

う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
科
学
者
の
合
理
的
思
考
を
身
に
つ
け
、
豊
か
な
詩
人
の
感
性
に
満
ち
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
の
書
く
文
章
に
は
、

論
理
的
明
晰
さ
と
詩
的
な
美
し
い
表
現
と
が
結
び
つ
い
て
い
た
。

加
藤
は
、
東
京
府
立
第
一
中
学
校
、
第
一
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
に
進
学
す
る
。
幼
少
時
か
ら
読
書
に
親
し
み
、
小

学
時
代
に
日
本
の
抒
情
詩
に
惹
か
れ
愛
読
し
、
中
学
時
代
に
芥
川
龍
之
介
を
知
り
、『
万
葉
集
』
に
接
す
る
。
大
学
時
代
に
医
学
を
学
ぶ
か
た

わ
ら
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
室
に
出
入
り
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
渡
邊
一
夫
の
薫
陶
を
受
け
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
へ
の
関
心
を
深
め
、
法
律

学
者
川
島
武

宜
の
知
己
を
得
て
、
川
島
の
主
宰
す
る
勉
強
会
に
も
参
加
し
た
。

た
け
よ
し

「
戦
争
反
対
」
を
貫
き
、「
少
数
派
」
と
し
て
生
き
た
渡
邊
、
川
島
と
接
し
た
こ
と
は
加
藤
に
深
い
影
響
を
与
え
、
加
藤
は
戦
時
下
の
狂
信

主
義
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

敗
戦
直
後
に
は
「
原
爆
影
響
日
米
合
同
調
査
団
」
に
加
わ
り
、
広
島
で
調
査
研
究
に
従
う
。
一
九
五
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
、
医
学

の
み
な
ら
ず
、
文
学
、
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
、
音
楽
、
演
劇
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
を
深
く
学
ん
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
日
本
文
化
を
学
び
な
お
す
必
要
性
を
痛
感
し
て
一
九
五
五
年
に
帰
国
し
、
一
連
の
「
雑
種
文
化
論
」

を
発
表
す
る
。

一
九
六
〇
年
か
ら
六
九
年
ま
で
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
教
鞭
を
と
る
。
加
藤
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
十

年
間
は
「
蓄
積
の
時
代
」
で
あ
り
、
日
本
文
学
史
・
美
術
史
の
研
究
を
重
ね
た
。
そ
の
頃
に
つ
く
ら
れ
た
厖
大
な
「
研
究
ノ
ー
ト
」
は
本
文

庫
に
収
め
ら
れ
る
。
そ
の
「
蓄
積
」
が
花
開
く
の
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、『
日
本
文
学
史
序
説
』
や
『
日

本

そ
の
心
と
か
た
ち
』
を
著
し
た
。

加
藤
の
仕
事
は
日
本
文
化
史
研
究
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
内
外
の
政
治
情
勢
や
社
会
問
題
に
対
し
て
も
発
言
を
続
け
た
。「
政
治
は
嫌
い

で
あ
る
」
と
い
い
つ
つ
も
、
加
藤
は
た
え
ず
政
治
に
関
心
を
向
け
た
。
政
治
は
黙
っ
て
い
れ
ば
、
向
う
か
ら
押
し
寄
せ
て
き
て
、
土
足
で
入

り
こ
ん
で
く
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
連
載
「
山
中
人
閒
話
」
や
二
四
年
間
続
け
た
連
載
「
夕
陽
妄
語
」
に
は
、
加
藤
の
政

治
的
信
条
が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
た
が
、
政
治
的
無
関
心
を
厳
し
く
排
し
、
た
え
ず
権
力
と
対
峙
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

加
藤
は
い
か
な
る
権
力
か
ら
も
遠
く
に
位
置
し
、
多
数
派
の
意
見
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

二
〇
〇
四
年
に
「
九
条
の
会
」
の
呼
び
か
け
人
の
ひ
と
り
に
名
を
連
ね
た
の
で
あ
る
。
晩
年
の
加
藤
は
憲
法
九
条
の
擁
護
に
精
力
を
注
い
だ
。

加
藤
の
思
想
と
行
動
は
、
硬
直
す
る
こ
と
な
く
「
し
な
や
か
さ
」
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
い
わ
ば
「
二
枚
腰
」
の
思
想
と
行
動
の
持
ち
主
だ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
ん
な
場
合
に
も
決
し
て
「
希
望
」
を
捨
て
な
か
っ
た
。
希
望
を
捨
て
な
い
限
り
「
敗
北
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

忘
れ
て
な
ら
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
加
藤
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
生
を
愉
し
む
」
姿
勢
で
あ
る
。
文
学
を
愉
し
み
、
美
術
や
音
楽
や

演
劇
に
親
し
み
、
友
人
と
の
交
流
を
悦
ん
だ
。
ど
ん
な
と
き
に
も
「
人
生
を
愉
し
む
」
こ
と
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
思
う
に
憲
法
第
九
条
は
ま
も
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
人
生
の
愉
し
み
は
、
可
能
な
限
り
愉
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
…
…
」（
加
藤
周

一
『
高
原
好
日
』）

こ
の
姿
勢
こ
そ
が
「
加
藤
周
一
」
で
あ
る
。

①

日
本
文
化
の
中
で
読
解
問
題
１
「
時
間
」
の
典
型
的
な
表
象
は
、
一
種
の
現
在
主
義
で
あ
る
。
現
在

ま
た
は
「
今
」
の
出
来
事
の
意
味
は
、
そ
れ
自
身
で
完
結
し
て
い
て
、
そ
の
意
味
を
汲
み
尽
く
す
の
に
過

去
ま
た
は
未
来
の
出
来
事
と
の
関
係
を
明
示
す
る
必
要
が
な
い
。
時
間
の
流
れ
に
は
一
定
な
方
向
が
あ
る

が
、
始
め
も
な
く
、
終
わ
り
も
な
く
、
歴
史
的
な
時
間
の
流
れ
は
、
特
定
の
方
向
へ
向
か
う
無
限
の
直
線

に
似
る
。
そ
の
中
で
の
出
来
事
の
前
後
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
に
時
間
の
全
体
を
構
造
化
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し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
／
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た
絵
巻
物
の
一
場
面
は
、
全
体
の
話
の
す
じ
か

ら
切
り
離
し
て
も
十
分
に
愉
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
徳
川
時
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
書
か
れ
た
途
方
も
な

い
数
の
随
筆
集
は
、
相
互
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
少
な
い
断
片
的
文
章
か
ら
成
る
が
、
個
別
の
文
章
を
全
体

か
ら
切
り
離
し
て
読
ん
で
も
味
わ
い
が
深
い
。
そ
れ
は
『
枕
草
子
』
以
来
『
玉
勝
間
』
を
通
っ
て
今
日
に

到
る
文
学
的
伝
統
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
的
時
間
の
表
象
の
著
し
い
特
徴
が
実
に
鮮
や
か
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。

読
解
問
題
１

「
「
時
間
」
の
典
型
的
な
表
象
は
、
一
種
の
現
在
主
義
で
あ
る
」
と
は
？

ま
ず
、
テ
ー
マ
と
な
る
「
現
在
主
義
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
示
さ
れ
る
。
問
い
は
、
そ
れ
を
確
認
さ

せ
る
も
の
。
問
い
に
な
っ
て
い
な
く
て
も
、
当
然
確
認
す
べ
き
と
こ
ろ
。
☆
キ
ー
ワ
ー
ド
と
そ
の
定
義
。

説
明
と
し
て
は
、
直
後
の
一
文
を
使
う
し
か
な
い
。
ま
だ
ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
だ
し
。
☆
傍
線
部
を

延
長
し
て
、
☆
な
ん
や
そ
の
ま
ま
や
ん
か
式
で
答
案
の
形
を
固
め
る
と
、

「
日
本
文
化
の
中
の
時
間
は
、
典
型
的
に
一
種
の
現
在
主
義
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。」

本
文
を
コ
ピ
ペ
す
る
と
、「
現
在
主
義
」
と
は
、「
現
在
ま
た
は
今
の
出
来
事
の
意
味
は
、
そ
れ
自
身
で

完
結
し
て
い
て
、
そ
の
意
味
を
汲
み
尽
く
す
の
に
過
去
ま
た
は
未
来
の
出
来
事
と
の
関
係
を
明
示
す
る
必

要
が
な
い
と
い
う
考
え
方
」。

解
答
例
「
日
本
文
化
の
中
で
は
、
現
在
と
い
う
時
間
の
意
味
は
、
現
在
だ
け
で
完
結
し
て
お
り
、
過
去
や

未
来
の
で
き
ご
と
と
現
在
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
示
す
必
要
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
。」

表
象
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
日
本
文
化
は
、
時
間
を
そ
の
よ
う
に
（
現
在
主
義
と
し
て
）
表
現
し

て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
答
案
に
繰
り
込
ん
で
も
い
い
が
、
下
手
に
す
る
と
失
敗
す
る
か

も
。絵

巻
物
や
随
筆
の
例
は
、
前
後
関
係
な
く
、
断
片
と
し
て
成
立
す
る
作
品
の
例
で
あ
る
。
和
歌
や
俳
句

に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
こ
と
は
、
こ
の
部
分
（
例
）
に
つ

い
て
は
、
筆
者
は
や
や
肯
定
的
に
そ
れ
ら
を
例
示
し
て
い
る
と
い
う
点
。
一
方
、「
時
間
の
全
体
を
構
造

化
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
批
判
性
を
帯
び
る
。
現
在
主
義
の
限
界
を
示

、
、
、
、

し
て
い
る
印
象
も
含
む
。
さ
て
、
議
論
は
ど
う
進
む
の
か
？

②

同
じ
こ
と
は
日
常
生
活
の
習
慣
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
日
本
文
化
の
中
で
は
、
原
則
と
し
て
、
過
去

は
―
―
殊
に
不
都
合
な
過
去
は
―
―
、「
水
に
流
す
」
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
未
来
を
思
い
患
う
必
要

は
な
い
。「
明
日
は
明
日
の
風
が
吹
く
」。
地
震
は
起
こ
る
だ
ろ
う
し
、
バ
ブ
ル
経
済
は
は
じ
け
る
だ
ろ
う
。

明
日
が
ど
う
な
ろ
う
と
、
建
物
の
安
全
基
準
を
ご
ま
か
し
て
今
カ
ネ
を
も
う
け
、
不
良
債
権
を
積
み
あ
げ

て
今
商
売
を
盛
ん
に
す
る
。
も
し
建
物
の
危
険
が
ば
れ
、
不
良
債
権
が
回
収
で
き
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
時
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現
在
で
、
深
く
頭
を
下
げ
、「
世
間
を
お
騒
が
せ
」
し
た
こ
と
を
、「
誠
心
誠
意
」
お
わ
び
す
る
。
要
す
る

に
未
来
を
考
え
ず
に
現
在
の
利
益
を
め
ざ
し
て
動
き
、
失
敗
す
れ
ば
水
に
流
す
か
、
少
な
く
と
も
流
そ
う

と
努
力
す
る
。
そ
の
努
力
の
内
容
は
、「
誠
心
誠
意
」
す
な
わ
ち
「
心
の
問
題
」
で
あ
り
、
読
解
問
題
２

行
為
が
社
会
に
ど
う
い
う
結
果
を
及
ぼ
し
た
か
（
結
果
責
任
）
よ
り
も
、
当
事
者
が
ど
う
い
う
意
図
を
も

っ
て
行
動
し
た
か
（
意
図
の
善
悪
）
が
話
の
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
化
的
伝
統
は
決
し
て
亡
び
て
は
い

な
い
。

「
ち
く
ま
」
に
き
ち
ん
と
取
り
組
ん
で
き
た
人
は
、
即
座
に
丸
山
眞
男
の
議
論
を
思
い
出
す
こ
と
だ
ろ

う
。「

政
治
家
の
功
罪
に
対
す
る
批
判
も
ど
こ
ま
で
も
彼
の
政
策
が
現
実
に
も
た
ら
し
た
結
果
に
よ
っ
て
判

断
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
彼
の
動
機
の
善
悪
は
少
な
く
も
第
一
義
的
な
問
題
と
な
ら
な
い
。
政
治
家
の
責
任

は
徹
頭
徹
尾
結
果
責
任
で
あ
る
」（
丸
山
眞
男
「
人
間
と
政
治
」）

し
か
し
、
今
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
、
す
べ
て
、
政
治
家
や
経
営
者
と
い
っ
た
「
結
果
責
任
を
負
う
べ

き
立
場
」
の
人
間
の
実
態
で
あ
る
。
悲
し
い
け
れ
ど
、
今
も
（
今
こ
そ
）
こ
の
傾
向
は
強
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、「
現
在
主
義
」
の
悪
い
面
で
あ
る
。

、
、
、

不
都
合
な
過
去
は
水
に
流
し
、
未
来
を
思
い
患
う
こ
と
は
な
い
。
過
去
や
未
来
に
責
任
を
持
つ
と
い
う

原
理
か
ら
見
る
と
、
現
在
主
義
は
多
く
の
不
幸
を
も
た
ら
す
。

読
解
問
題
２

「
行
為
が
社
会
に
ど
う
い
う
結
果
を
及
ぼ
し
た
か
（
結
果
責
任
）
よ
り
も
、
当
事
者
が
ど

う
い
う
意
図
を
も
っ
て
行
動
し
た
か
（
意
図
の
善
悪
）
が
話
の
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
は
？

☆
傍
線
部
を
延
長
し
て
、
以
下
の
部
分
を
筋
道
立
て
て
、
書
き
直
す
作
業
に
な
る
。「
そ
の
努
力
」
の

内
容
に
注
意
。

「
要
す
る
に
未
来
を
考
え
ず
に
現
在
の
利
益
を
め
ざ
し
て
動
き
、
失
敗
す
れ
ば
水
に
流
す
か
、
少
な
く

と
も
流
そ
う
と
努
力
す
る
。
そ
の
努
力
の
内
容
は
、「
誠
心
誠
意
」
す
な
わ
ち
「
心
の
問
題
」
で
あ
り
、

行
為
が
社
会
に
ど
う
い
う
結
果
を
及
ぼ
し
た
か
（
結
果
責
任
）
よ
り
も
、
当
事
者
が
ど
う
い
う
意
図
を
も

っ
て
行
動
し
た
か
（
意
図
の
善
悪
）
が
話
の
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
。」

解
答
例
「
現
在
主
義
の
発
想
で
は
、
現
在
の
行
為
を
最
も
重
要
と
考
え
る
の
で
、
未
来
の
結
果
や
失
敗
を

生
ん
だ
過
去
へ
の
責
任
も
あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
行
為
の
評
価
は
、
そ
の
結
果
で
は
な
く
、

行
為
者
の
そ
の
と
き
の
心
の
あ
り
方
に
基
づ
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
と
き
の
意
図
や
謝
罪
の
態
度
さ
え
よ

け
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。」

丸
山
眞
男
（
１
９
１
４
―
１
９
９
６
）
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
加
藤
周
一
（
か
と
う
し
ゅ
う
い
ち
）（
１

９
１
９
―
２
０
０
８
）
も
、
念
頭
に
あ
る
の
は
、
日
本
の
軍
国
主
義
と
そ
の
結
果
に
対
す
る
戦
後
の
日
本

の
あ
り
方
で
あ
る
。
敗
戦
時
、
丸
山
は
三
十
、
加
藤
は
二
〇
代
半
ば
。
そ
の
時
代
の
悲
劇
と
変
化
と
屈
折



- 5/11 -

を
直
視
し
た
世
代
で
あ
る
。
東
大
の
法
科
と
医
科
出
身
。
同
輩
や
周
囲
の
仲
間
が
戦
争
で
死
ん
だ
世
代
で

あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
知
性
は
、
そ
も
そ
も
戦
争
遂
行
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。

こ
の
戦
争
が
継
続
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
惨
禍
が
待
ち
受
け
て
い
る
か
。
そ
れ
を
合
理
的
に
推
定
す
る

こ
と
は
で
き
た
が
、
人
々
は
そ
れ
に
目
を
つ
ぶ
っ
た
。
目
を
つ
ぶ
ら
さ
れ
た
。
あ
の
戦
争
が
い
か
に
も
た

ら
さ
れ
た
か
。
そ
の
責
任
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
か
れ
ら
は
な
ぜ
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
愚
劣

な
作
戦
を
立
て
た
連
中
は
の
う
の
う
と
生
き
残
り
、
何
の
責
任
も
負
わ
な
い
。
―
―
加
藤
ら
に
代
表
さ
れ

る
戦
後
の
言
論
に
は
、
こ
う
い
っ
た
切
実
な
糾
弾
の
思
い
が
響
い
て
い
る
。

こ
の
無
責
任
な
現
在
主
義
は
、
今
も
残
る
。「
文
化
的
伝
統
は
決
し
て
亡
び
て
は
い
な
い
」。

た
と
え
ば
、
原
発
事
故
。

津
波
に
よ
る
全
電
源
喪
失
の
危
険
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
事
者
た
ち
は
、
見
な
い
ふ
り
を

し
た
。
そ
ん
な
起
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
先
の
こ
と
、
ど
う
か
な
る
さ
、
と
無
視
し
た
。
そ
し
て
、

事
故
が
起
き
、
日
本
が
崩
壊
す
る
ほ
ど
の
危
険
に
陥
れ
た
あ
げ
く
、
偶
然
に
救
わ
れ
て
時
間
が
た
て
ば
、

再
稼
働
だ
、
原
発
建
設
の
輸
出
だ
、
と
過
去
を
「
水
に
流
す
」。
同
型
の
愚
劣
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

加
藤
の
論
は
、
こ
の
愚
か
な
反
復
の
根
に
、
現
在
主
義
と
い
う
名
の
日
本
文
化
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
悪
い
面
で
の
現
在
主
義
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
と
い
う
、
多
く
の
人
間
が
幸
福
に
暮
ら
す

た
め
に
設
計
さ
れ
る
べ
き
次
元
に
お
い
て
、
特
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。「
社
会
」
は
、

あ
る
領
域
に
生
活
す
る
た
く
さ
ん
の
人
間
の
単
位
が
、
過
去
か
ら
未
来
に
か
け
て
、
安
定
的
に
継
続
で
き

る
よ
う
に
設
計
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
政
治
も
経
済
も
技
術
も
、
よ
り
よ
い
結
果
を
求
め
て
、
そ
の

設
計
に
参
加
す
る
。
失
敗
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
と
き
は
、
シ
ス
テ
ム
は
組
み
替
え
ら
れ
、
進
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
と
、
個
人
が
過
去
に
と
ら
わ
れ
、
未
来
に
不
安
を
感
じ
、
現
在
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
、

あ
の
実
存
の
次
元
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

③

始
め
な
く
終
わ
り
な
い
時
間
の
も
う
一
つ
の
表
象
は
、
時
計
の
針
の
よ
う
に
循
環
す
る
時
間
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
出
来
事
が
一
回
限
り
で
は
な
く
、
何
度
で
も
起
こ
る
。
冬
来
り
な
ば
春
遠
か
ら
じ
。
し
か
し
こ

こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
出
来
事
の
一
回
性
の
否
定
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
出
来
事
へ
の
注
意

の
集
中
を
弱
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
強
め
る
よ
う
に
作
用
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
年
の

冬
が
去
年
の
冬
と
変
わ
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
今
年
の
冬
を
知
る
こ
と
で
同
時
に
去
年
の
冬
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
方
が
記
憶
に
頼
る
よ
り
も
正
確
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
春
が
く
り
返
さ
れ
る
な
ら
ば
、
現
在

の
春
の
観
察
は
未
来
の
春
の
予
見
に
通
じ
る
。
循
環
す
る
季
節
は
、
過
去
お
よ
び
未
来
の
す
べ
て
の
季
節

の
現
在
化
を
意
味
す
る
。
俳
人
の
季
語
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
す
べ
て
の
季
節
を
示
す
。
例
は
挙
げ

る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
時
間
の
「
全
体
」
は
、
現
在
＝
今
が
無
限
に
連
な
る
直
線
、
ま
た
は
無
限
に
循

環
す
る
円
周
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
＝
今
は
、
そ
の
全
体
の
「
部
分
」
で
あ
り
、
相
互
に
等
価
的
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
文
化
の
伝
統
が
強
調
す
る
現
在
集
中
主
義
は
、
全
体
に
対
す
る
部
分
重
視
傾
向
の

一
つ
の
表
現
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
は
全
体
を
分
割
す
る
と
部
分
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、

加藤周一「部分と全体」
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部
分
が
集
ま
る
と
全
体
が
結
果
す
る
。

「
も
う
一
つ
」
と
い
う
語
か
ら
、
次
の
構
造
が
推
定
で
き
る
。

・
始
め
な
く
終
わ
り
も
な
い
時
間

①
過
去
未
来
と
断
絶
し
た
現
在
主
義
の
時
間

②
循
環
す
る
時
間

そ
し
て
、
こ
の
①
②
が
接
続
す
る
。

風
土
が
も
つ
、
わ
か
り
や
す
い
季
節
の
循
環
性
が
背
景
に
あ
る
の
か
、
日
本
列
島
の
住
民
は
、
ま
た
同、

じ
春
が
来
る
、
と
い
っ
た
感
覚
を
も
つ
。
一
九
八
四
年
の
春
、
と
い
っ
た
一
回
性
で
は
な
く
、
二
〇
〇
〇

、年
の
春
も
、
二
〇
〇
一
年
の
春
も
、
春
は
春
。
等
価
な
春
。
今
は
春
、
春
は
今
。

そ
の
今
が
、
今
＋
今
＋
今
＋
今
＋
今
＋
今
＋
今
＋
今
＋
今
…
と
続
き
、
円
と
な
っ
て
循
環
す
る
。
そ
れ

が
日
本
文
化
の
時
間
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
①
＋
②
は
、
循
環
す
る
今
、
と
い
う
表
象
で
あ

る
。こ

こ
で
時
間
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
接
続
す
る
。

円
環
が
全
体
だ
と
す
る
と
、
今
は
部
分
。
そ
の
今
と
い
う
部
分
が
重
要
。
ま
ず
今
が
あ
る
。
今
し
か
な

い
。
部
分
し
か
な
い
。
ま
ず
全
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
の
は
部
分
＝
こ
こ
。
そ
れ
が
連
な
っ
て
全

体
と
な
る
。
―
―
こ
こ
に
欠
落
す
る
の
は
、
全
体
を
見
る
視
点
。
ド
ロ
ー
ン
み
た
い
な
視
野
。

④

｢

空
間
」
の
全
体
は
無
限
の
広
が
り
で
あ
る
。
部
分
は
「
こ
こ
」、
す
な
わ
ち
「
私
の
居
る
場
所
」
で

あ
る
。
そ
の
場
所
は
、
典
型
的
に
は
ム
ラ
共
同
体
で
あ
り
、
境
界
は
明
瞭
で
、
境
界
の
内
と
外
の
二
つ
の

空
間
が
ム
ラ
人
に
と
っ
て
の
世
界
の
全
体
を
作
る
。
ム
ラ
の
領
域
は
世
界
空
間
全
体
を
分
割
し
た
結
果
で

は
な
く
、
ム
ラ
の
集
ま
り
が
ク
ニ
を
作
り
―
―
ク
ニ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
さ
し
あ
た
り
の
問
題
で
は
な

い
―
―
、
空
間
の
全
体
は
ク
ニ
の
外
部
の
無
限
の
広
が
り
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
住
む

場
所
＝
「
こ
こ
」
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
の
周
辺
に
外
側
空
間
が
広
が
る
。
外
側
空
間
の
全
体
は
、
所
属
集

団
の
内
側
と
直
接
の
取
り
引
き
を
も
つ
特
定
の
面
（
た
と
え
ば
仏
教
や
工
芸
）
を
除
け
ば
、
強
い
関
心
の

対
象
で
は
な
か
っ
た
。
八
世
紀
の
初
め
に
『
古
事
記
』
を
編
ん
だ
人
々
は
、
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
半
島
の
三
国

・
唐
・
天
竺
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
『
古
事
記
』
の
冒
頭
に
掲
げ
た
創
造
神
話

は
、
日
本
列
島
の
創
造
だ
け
を
語
っ
て
、
そ
の
外
部

の
地
域
の
創
造
に
は
一
行
も
触
れ
て
い
な
い
。
一
八
世
紀
後
半
オ
ラ
ン
ダ
製
の
世
界
地
図
が
輸
入
さ
れ
た

後
に
な
っ
て
も
、『
古
事
記
』
解
読
の
代
表
的
な
学
者
本
居
宣
長
の
世
界
観
は
、「
神
代
記
」
の
そ
れ
か
ら

根
本
的
に
異
な
ら
な
か
っ
た
。
宣
長
の
住
ん
で
い
た
所
＝
「
こ
こ
」
が
世
界
の
中
心
で
、
そ
の
中
心
に
係

わ
る
限
り
で
周
辺
部
（
朝
鮮
半
島
や
中
国
や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
！
）
が
存
在
す
る
。
読
解
問
題
３
ま
ず
世
界

の
全
体
が
成
立
し
、
そ
の
中
に
部
分
と
し
て
の
各
国
（
た
と
え
ば
日
本
！
）
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は

な
か
っ
た
。

読
解
問
題
３

「
ま
ず
世
界
の
全
体
が
成
立
し
、
そ
の
中
に
部
分
と
し
て
の
各
国
（
た
と
え
ば
日
本
！
）

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
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で
は
ど
う
だ
っ
た
の
？
と
問
い
直
し
て
、
そ
の
答
え
を
書
け
ば
い
い
。

「
私
の
住
む
場
所
＝
「
こ
こ
」
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
の
周
辺
に
外
側
空
間
が
広
が
る
」
と
「
宣
長
の
住

ん
で
い
た
所
＝
「
こ
こ
」
が
世
界
の
中
心
で
、
そ
の
中
心
に
係
わ
る
限
り
で
周
辺
部
（
朝
鮮
半
島
や
中
国

や
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
！
）
が
存
在
す
る
」
が
対
応
す
る
。

傍
線
部
は
、
日
本
と
い
う
国
の
位
置
づ
け
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
＝
日
本
、
と
し
て
書
く
。

解
答
例
「
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
「
こ
こ
」
と
し
て
の
日
本
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
の
日
本
が
世
界
の

中
心
だ
と
考
え
、
そ
の
中
心
に
関
係
の
あ
る
場
所
を
そ
の
周
辺
に
位
置
づ
け
る
だ
け
で
、
世
界
全
体
の
中

で
の
日
本
の
位
置
を
考
え
る
発
想
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。」

こ
れ
は
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
み
た
い
な
も
の
を
通
じ
て
、
日
常
的
に
地
球
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
い
る

（
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
）
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
人
間
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
昔
の
日
本
地

図
を
見
る
と
、
各
国
が
、
細
胞
の
よ
う
に
膨
ら
ん
だ
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
内
側
（
こ
こ
）
と

い
う
範
囲
を
中
心
に
、
空
間
を
捉
え
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

仁
和
寺
蔵
日
本
図
（
１
３
０
５
年
）

⑤

個
人
の
所
属
集
団
は
必
ず
し
も
国
家
（
日
本
）
だ
け
で
は
な
い
。
徳
川
時
代
の
武
士
層
に
と
っ
て
は

主
と
し
て
藩
、
自
作
農
に
と
っ
て
は
主
と
し
て
ム
ラ
、
大
き
な
商
家
に
と
っ
て
は
堺
や
大
坂
の
町
人
社
会
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で
あ
っ
た
ろ
う
。
明
治
以
後
に
発
達
し
た
都
会
の
中
産
階
級
は
、
彼
ら
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
の

根
拠
を
所
属
官
庁
や
大
企
業
に
も
と
め
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
こ
こ
」
で
生
き
、
働
き
、

取
り
引
き
し
、
連
帯
し
、
競
争
し
て
い
た
。「
こ
こ
」
は
伸
縮
し
、
重
層
す
る
。
家
族
か
ら
国
家
ま
で
、「
ジ

ェ
ン
ダ
ー
」
か
ら
世
代
ま
で
、
一
人
の
人
間
は
多
く
の
異
な
る
集
団
に
属
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の

領
域
を
「
こ
こ
」
と
し
て
意
識
す
る
。「
こ
こ
」
か
ら
世
界
の
全
体
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
世
界
秩
序
の

全
体
か
ら
そ
の
一
部
分
＝
日
本
＝
「
こ
こ
」
を
見
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
構
造
、
す
な
わ
ち
部
分
が
全
体

に
先
行
す
る
も
の
の
見
方
は
、
敗
戦
と
占
領
後
の
二
〇
世
紀
後
半
に
変
わ
っ
た
ろ
う
か
。
例
を
日
本
国
の

対
外
的
態
度
に
と
れ
ば
、
根
本
的
に
変
わ
っ
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

「
「
こ
こ
」
か
ら
世
界
の
全
体
を
見
る
。
世
界
秩
序
の
全
体
か
ら
そ
の
一
部
分
＝
「
こ
こ
」
を
見
る
の

で
は
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
地
理
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
、
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
同

じ
。
自
分
は
誰
か
、
は
、
自
分
は
ど
こ
に
属
し
て
い
る
か
、
に
代
替
さ
れ
る
。
〇
〇
藩
の
〇
〇
で
ご
ざ
る
、

と
い
う
レ
ベ
ル
も
あ
れ
ば
、
〇
〇
家
の
だ
れ
そ
れ
、
と
い
う
の
も
あ
る
。
そ
の
と
き
に
問
題
と
な
る
所
属

集
団
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
こ
を
根
拠
と
し
て
、
利
害
を
考
え
る
。
あ
る
と
き
は
、
〇
〇
部
の
人
間
と
し

て
、×

×

部
と
相
対
す
る
。
あ
る
と
き
は
、
〇
〇
高
校
を
内
部
と
し
、
そ
こ
に
い
る
人
間
と
し
て
、
外
部

で
あ
る×

×

高
校
と
対
抗
す
る
。

私
は
市
民
だ
と
い
う
と
き
、
彼
は
社
会
全
体
の
公
正
を
考
え
る
と
い
う
超
越
的
な
視
点
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
現
代
文
の
教
科
書
で
も
学
ん
だ
。
市
民
的
な
視
点
と
、
今
こ
こ
か
ら
の
利
害
に
立
つ
視
点

と
は
、
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
。

⑥

国
際
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
各
国
は
自
国
に
有
利
な
解
決
策
を
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
の

手
段
は
、
大
き
く
み
れ
ば
、
三
つ
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
手
段
は
、
力
ず
く
で
自
説
を
他
国
に
強
制

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
帝
国
主
義
的
な
態
度
で
あ
る
。
必
要
と
さ
れ
る
力
は
主
と
し
て
経
済
力
や
軍

事
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
力
の
ど
ち
ら
か
ま
た
は
双
方
が
圧
倒
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
強

大
な
力
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
日
本
国
に
は
な
か
っ
た
。
第
二
の
手
段
は
、
自
国
の
利
益
に
直
接
係
わ
る

場
合
に
の
み
問
題
の
領
域
に
介
入
し
、
国
益
を
強
く
執
拗
に
主
張
す
る
外
交
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
際
問
題

に
対
し
て
日
本
国
が
と
っ
て
来
た
典
型
的
な
態
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
米
国
と
の
「
貿
易
摩
擦
」、
ロ
シ

ア
（
旧
ソ
連
）
と
の
「
北
方
領
土
」
交
渉
。
第
三
の
手
段
は
、
直
接
に
国
益
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、

問
題
の
領
域
全
体
に
つ
い
て
、
複
数
の
可
能
な
解
決
法
の
中
か
ら
国
益
に
有
利
な
方
策
（
国
際
的
秩
序
の

一
つ
）
を
択
ん
で
提
案
す
る
こ
と
で
あ
る
。
旧
ソ
連
も
、
米
国
も
、
中
国
も
、
Ｅ
Ｕ
も
し
ば
し
ば
そ
う
い

う
態
度
を
と
っ
た
。
日
本
の
対
外
的
態
度
が
な
ぜ
第
三
手
段
よ
り
も
第
二
手
段
に
著
し
く
傾
い
た
か
。
個

別
の
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
条
件
が
か
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
半
世
紀
の
歴
史

を
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
大
き
な
背
景
は
日
本
国
の
視
線
が
国
の
外
部
よ
り
も
内
部
へ
向
か
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
関
心
の
中
心
は
「
こ
こ
」
＝
日
本
に
あ
り
、

そ
の
日
本
を
部
分
と
し
て
含
む
と
こ
ろ
の
世
界
＝
全
体
で
は
な
か
っ
た
。
「
こ
こ
」
文
化
の
伝
統
は
今
も
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生
き
て
い
る
。

「
超
国
家
ア
メ
リ
カ
」
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
帝
国
主
義
的
」
な
態
度
は
、
暴
力
の
拡
大
延
長
策
。

か
つ
て
の
日
本
も
そ
れ
を
目
指
し
た
。
加
藤
は
、
限
定
的
な
第
二
の
手
段
を
日
本
の
選
択
と
い
っ
て
い
る

が
、
い
ま
や
。
そ
れ
も
崩
壊
し
、
米
ロ
の
い
い
な
り
状
態
で
あ
る
。
第
四
の
視
点
と
し
て
、
国
連
の
視
点

が
あ
る
。
日
本
こ
そ
、
そ
の
視
点
を
活
用
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
な
ら
ず
、
自
閉
し
て
い
く
よ
う

に
見
え
る
の
は
、「
こ
こ
」
文
化
が
、
い
か
に
根
深
く
、
執
拗
か
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

⑦

か
く
し
て
「
こ
こ
」
の
文
化
も
、「
今
」
の
文
化
と
同
じ
よ
う
に
、
部
分
と
全
体
と
の
関
係
に
還
元

さ
れ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
部
分
が
全
体
に
先
行
す
る
心
理
的
傾
向
の
、
時
間
に
お
け
る
表
現
が
現

在
主
義
で
あ
り
、
空
間
に
お
け
る
表
現
が
共
同
体
集
団
主
義
で
あ
る
。
部
分
と
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
、

「
今
」
文
化
と
「
こ
こ
」
文
化
は
出
会
い
、
融
合
し
、
一
体
化
し
て
、「
今
＝
こ
こ
」
文
化
と
な
る
。
夢

幻
能
の
舞
台
の
よ
う
に
。

「
今
＝
こ
こ
」
文
化
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
た
。
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
、
こ
こ
と
い
う
特
殊

な
場
所
に
閉
じ
て
い
こ
う
と
す
る
文
化
で
あ
る
。
筆
者
の
筆
は
、
こ
れ
が
悪
く
出
た
場
合
の
例
を
連
ね
る
。

結
果
に
対
す
る
無
責
任
（
現
在
主
義
）。
領
域
全
体
に
対
す
る
無
責
任
（
共
同
体
集
団
主
義
）。
今
だ
け

よ
け
れ
ば
い
い
。
自
分
た
ち
だ
け
よ
け
れ
ば
い
い
。
政
治
の
中
枢
が
も
は
や
そ
う
な
っ
て
い
る
。
そ
の
弊

害
が
、
司
法
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
感
染
し
て
い
る
。
―
―
庶
民
は
、
そ
う
で

も
、
か
し
こ
く
エ
ラ
イ
人
は
も
っ
と
天
下
国
家
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
―
―

⑧

夢
幻
能
の
舞
台
で
は
、
磨
か
れ
た
木
の
床
の
上
に
何
も
な
い
。
た
だ
静
ま
り
か
え
っ
た
静
寂
だ
け
が

そ
の
空
間
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
こ
へ
、
静
か
な
空
気
を
引
き
裂
く
よ
う
に
、
あ
の
鋭
い
笛
が
響
く
。
一

瞬
に
起
こ
り
、
一
瞬
に
消
え
る
笛
の
音
。
そ
の
音
に
は
登
場
人
物
た
ち
を
揚
げ
幕
の
奥
か
ら
、
は
る
か
に

遠
い
過
去
か
ら
、
舞
台
へ
抽
き
出
す
力
が
あ
る
。
舞
台
は
忽
ち
か
つ
て
の
宮
廷
の
庭
や
、
壇
ノ
浦
の
戦
場

と
な
る
。
主
人
公
た
ち
は
思
い
出
を
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
、
今
、
許
さ
れ
ぬ
恋
に
も
だ
え
、
舟
上

で
長
刀
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
舞
う
。
舞
い
は
一
瞬
の
姿
か
ら
他
の
姿
へ
と
移
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

姿
が
濃
密
な
、
決
定
的
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
表
現
に
な
る
だ
ろ
う
。
せ
ま
い
空
間
の
中
で
の
一
瞬
の

経
験
は
ど
こ
ま
で
も
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
表
現
は
ど
こ
ま
で
も
洗
錬
す
る
こ
と
が
で
き
る
―

―
と
い
う
こ
と
を
能
舞
台
は
示
す
。
観
客
は
歴
史
的
興
味
か
ら
そ
こ
へ
集
ま
る
の
で
は
な
く
、
現
代
劇
を
、

す
な
わ
ち
彼
ら
自
身
の
劇
を
見
る
た
め
に
集
ま
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
自
身
の
劇
を
見
る
と
は
、「
今
＝
こ

こ
」
文
化
を
自
ら
定
義
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

能
の
登
場
人
物
は
、
今
こ
こ
で
、
も
だ
え
、
怒
る
。
能
は
優
れ
た
形
で
、
今
こ
こ
、
を
そ
こ
に
映
し
出

す
。
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
夢
の
中
で
ト
ラ
ウ
マ
に
う
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
悲
劇
は
今
こ
こ
で
起

き
て
い
る
。
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能
な
ら
、
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
怨
霊
を
抱
え
る
自
分
を
「
見
る
」
こ
と
で
、
あ
る
種
の
浄
化
作
用
を
得

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
集
団
で
犯
し
た
歴
史
的
犯
罪
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
を
、「
今
＝
こ
こ
」
文
化
は
ど
の
よ
う
に
処

理
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
。
な
か
っ
た
と
強
弁
す
る
。
お
れ
は
悪
く
な
か
っ
た
と
言

い
つ
の
る
。
そ
の
病
理
が
今
、
吹
き
出
し
て
い
る
。

■
読
解
問
題

１

「
「
時
間
」
の
典
型
的
な
表
象
は
、
一
種
の
現
在
主
義
で
あ
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

２

「
行
為
が
社
会
に
ど
う
い
う
結
果
を
及
ぼ
し
た
か
（
結
果
責
任
）
よ
り
も
、
当
事
者
が
ど
う
い
う
意

図
を
も
っ
て
行
動
し
た
か
（
意
図
の
善
悪
）
が
話
の
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

３

「
ま
ず
世
界
の
全
体
が
成
立
し
、
そ
の
中
に
部
分
と
し
て
の
各
国
（
た
と
え
ば
日
本
！
）
が
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

■
発
展
問
題

ブ
ッ
ダ
は
、
今
こ
こ
に
生
き
よ
、
と
説
い
た
。
今
こ
こ
に
あ
る
自
分
に
気
づ
き
、
過
去
や
未
来
へ
の
と

ら
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
、
加
藤
の
「
今
こ
こ
」
文
化
は
ど
う
違
う
の
か
、

次
の
文
章
も
参
考
に
し
て
論
ぜ
よ
。

（
日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

私
た
ち
は
い
ま
こ
の
瞬
間
を
生
き
て
い
る
と
い
う
現
実
を
、
理
屈
の
上
で
は
十
分
理
解
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
そ
う
し
た
現
実
の
な
か
で
、
い
ま
こ
の
瞬
間
を
生
き
な
が
ら
、
心
で
は
過
去
に
起
き
た
出
来
事

や
思
い
出
な
ど
の
想
念
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
の
で
す
。
過
去
に
起
き
た
こ
と
に
悔
や
ん
で
み
た
り
、
悩
ん

だ
り
、
あ
る
い
は
喜
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
一
方
で
、
い
ま
こ
の
瞬
間
の
こ
と
を
判
断
し
、
行
動

し
よ
う
と
も
し
ま
す
。
ど
ち
ら
の
あ
な
た
が
実
在
な
の
で
す
か
。
心
は
実
在
し
な
い
架
空
の
過
去
を
彷
徨

さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
人
は
い
ま
こ
の
瞬
間
を
確
実
に
、
正
し
く
生
き
て
い
る
と
は
言
い

か
ね
ま
す
。「
い
ま
、
こ
こ
」
に
存
在
す
る
こ
と
も
、「
い
ま
、
こ
こ
」
に
起
こ
る
現
象
も
あ
り
の
ま
ま
に
、

正
確
に
理
解
し
、
体
験
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
り
ま
す
。
い
ま
こ
の
瞬
間
に
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
の
は
死
人
と
同
じ
で
は
な
い
で
す
か
。

ま
た
心
は
未
来
へ
も
走
り
だ
し
ま
す
。「
い
ま
、
こ
こ
」
に
生
き
て
い
る
の
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
考
え
た
り
、
想
像
し
た
り
、
妄
想
し
た
り
、
心
配
し
た
り
、
悩
ん
だ
り
、
苦
し
ん

だ
り
し
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
未
来
に
勝
手
な
夢
想
や
空
想
を
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
現
実
の
な
か
で
、「
い
ま
、
こ
こ
」
に

確
実
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
至
極
曖
味
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
い
ま
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
完
全
に
行
う
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
自
分
に
い
ま
起
こ
る
こ
と
を
気
づ
か
な
い
と
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い
う
の
は
、
こ
れ
も
死
ん
だ
人
と
同
じ
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

過
去
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
ら
、
い
ま
さ
ら
ど
う
あ
が
い
た
と
こ
ろ
で
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。「
過
去
の
良
い
こ
と
を
思
い
出
す
の
は
楽
し
い
で
は
な
い
か
」
と
反
論
し
て
も
、
過
去
の

「
い
い
思
い
出
」
に
舞
い
上
が
っ
て
妄
想
に
耽
っ
て
い
る
と
、
ま
す
ま
す

「
い
ま
、
こ
こ
」
と
い
う
実

存
に
正
し
く
生
き
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
過
去
が
楽
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
が

不
満
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
意
語
で
す
。

で
は
未
来
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
？

未
来
、
こ
れ
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
現
象
で
あ
り
、
い
く
ら
想
像
し
た
と
こ
ろ
で
そ
の
通
り
に
な
る

と
も
判
り
ま
せ
ん
。
未
来
は
そ
の
と
き
の
因
果
関
係
、
状
況
、
条
件
な
ど
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
く
も

の
で
す
か
ら
、
想
像
す
る
だ
け
時
間
の
無
駄
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
も
、
想
像
以
外
の
こ
と
が
起
こ
っ

た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
で
す
か
。
ど
ん
な
状
況
に
も

立
ち
向
う
に
は
常
に
心
は

「
い
ま
、
こ
こ
」
に
あ
る
べ
き
で
す
。

「
い
ま
」
こ
の
瞬
間
に
あ
っ
て
常
に
混
乱
の
な
い
、
迷
い
の
な
い
、
過
去
や
未
来
な
ど
の
妄
想
に
酔
い

し
れ
ず
、
溺
れ
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
、
聡
明
で
い
る
こ
と
。

「
い
ま
」
自
分
の
体
に
起
こ
る
こ
と
、
自
分
の
心
に
起
こ
る
こ
と
を
確
実
に
知
っ
て
、
正
し
く
行
動
す

れ
ば
い
い
だ
け
な
の
で
す
。「
い
ま
、
こ
の
瞬
間
だ
け
だ
っ
た
ら
、
何
と
か
頑
張
れ
る
。
何
と
か
で
き
る
」

そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
か
？

「
い
ま
」
自
分
が
、
聞
く
、
見
る
、
味
わ
う
、
嗅
ぐ
、
触
る
、
考
え
る
、
話
す
、
行
動
す
る
－
要
は
こ

れ
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
間
の
「
い
ま
、
こ
の
瞬
間
」
に
よ
く
気
が
つ
く
、
正
し
く
認
識

し
て
生
き
る
－
悩
み
や
苦
し
み
が
な
く
完
全
に
生
き
る
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
生
き
方
を
す
れ
ば
徐
々
に
真
理
の
世
界
が
見
え
て
き
ま
す
。
存
在
の
謎
が
解
け
て
き
ま
す
。
い
っ

さ
い
の
疑
い
や
迷
い
が
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
心
の
汚
れ
が
清
め
ら
れ
、
煩
悩
に
支
配
さ
れ
て
い
た
心
は

解
き
放
た
れ
、
心
を
縛
っ
て
い
た
悪
い
束
縛
か
ら
は
徐
々
に
解
放
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
生
死
の

循
環
で
あ
る
輪
廻
か
ら
も
脱
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
必
然
的
に
解
脱
へ
の
道
が
大
き
く
開
か
れ
、

つ
い
に
は
解
脱
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

●
重
要
語｢

今
こ
こ
」
＝
本
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
今
こ
こ
」
と
は
、「
時
間
」
と
「
空
間
」
が
一
体
に

な
っ
た
表
現
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
も
、「
今
こ
こ
」
に
集
約
さ
れ
る
「
個
」
と
い
う
発
想
は

あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
個
」
は
、
普
遍
的
で
超
越
的
な
存
在
＝
神
と
の
関
係
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
神
は
上
方
か
ら
一
人
一
人
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
神
教
の
時
間
概
念
は
、「
ま
た
春
が
巡
る
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
神
が
宇
宙
を
作
っ
た
は
じ
め
が
あ
り
、
最
後
の
審
判
が
下
さ
れ
る
最
後
の

時
が
あ
る
、
と
い
う
始
点
終
点
を
持
つ
直
線
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
文
で
の
「
今
こ
こ
」
文
化
に
は
、

一
回
き
り
の
今
、
と
い
う
発
想
も
、
絶
対
的
な
場
所
と
し
て
の
「
こ
こ
」
と
い
う
発
想
も
な
い
。
一
点
に

集
約
さ
れ
る
神
の
視
点
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

加藤周一「部分と全体」


