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わ
た
し
た
ち
の
社
会
は
民
主
的
な
価
値
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
誰
も
が
生
ま
れ
も
っ
た
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
望
ま

し
い
地
位
を
達
成
し
た
り
、
福
利
を
向
上
で
き
る
べ
き
だ
と
わ
た
し
た
ち
は
信
じ
て
い
る
し
、
機
会
の
平
等
が
社
会
の

目
的
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
。
憲
法
の
前
文
は
、
自
由
と
一
般
的
な
幸
福
、
そ
し
て
正
義
の
重
要
性
を
強
調
し
、
忠

誠
の
誓
いT

he Pledge of A
llegiance

は
、
わ
た
し
た
ち
の
共
和
国Republic

は
「
す
べ
て
の
人
の
自
由
と
正
義
」

を
守
る
と
宣
言
す
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
社
会
で
は
、
両
性
間
の
実
質
的
な
不
平
等
が
つ
づ
い
て
い
る
。
経
済
的
に
み
れ
ば
、（
近

年
や
や
改
善
さ
れ
た
と
は
い
え
）フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
女
性
の
平
均
的
稼
得
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
男
性
の
稼
ぎ
の
七

一
％
に
満
た
な
い
。
扶
養
す
べ
き
子
ど
も
の
い
る
貧
困
世
帯
の
二
分
の
一
、
長
期
的
に
貧
し
い
世
帯
の
五
分
の
三
が
、

母
子
家
庭
で
あ
る
。
高
齢
女
性
の
貧
困
率
は
、
高
齢
男
性
の
お
お
よ
そ
二
倍
で
あ
（
1
（
る
。
政
治
的
な
面
で
は
、
ア
メ
リ
カ

の
上
院
議
員
の
う
ち
女
性
は
一
〇
〇
人
中
二
人
で
あ
り
、
最
高
裁
で
十
分
に
女
性
の
意
見
を
代
表
し
て
い
る
の
は
九
人

の
裁
判
官
の
う
ち
一
人
だ
け
で
あ
る〔
一
六
九
頁
訳
注
参
照
〕。
こ
の
国
の
歴
史
全
体
に
お
い
て
議
会
選
挙
で
選
ば
れ
た
男

性
の
数
は
、
女
性
の
数
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
。
社
会
に
根
を
張
り
、
相
互
に
絡
み
合
う
こ
れ
ら
の
不
平
等
に
よ

っ
て
、
家
庭
の
不
払
い
労
働
は
不
平
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。

　

家
族
責
任
、
特
に
子
ど
も
の
ケ
ア
を
め
ぐ
る
両
性
間
の
平
等
な
分
担
は
、「
起
こ
っ
て
い
な
い
最
大
の
改
革
」（W

il-

liam
s 1987: 30�

）で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
さ
い
子
ど
も
の
い
る
母
親
も
含
め
女
性
た
ち
は
、
母
親
の
世
代
と
比
べ
れ
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ば
、
は
る
か
に
た
く
さ
ん
家
庭
の
外
で
働
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
政
治
や
ビ
ジ
ネ
ス
、
専
門
職
で
高
い
地
位
を
獲
得

し
た
一
握
り
の
女
性
た
ち
は
、
そ
の
数
に
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
一
方
で
、
低
賃
金
で
虐
げ
ら
れ

た
労
働
、
社
会
保
障
の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
そ
し
て
家
庭
に
お
い
て
労
働
と
さ
え
み
な
さ
れ
な
い
労
働
に
従
事

し
て
い
る
無
数
の
女
性
が
い
る
。
女
性
が
賃
労
働
に
就
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
が
平
等
を
獲
得
し
た
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
生
き
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。「
や

っ
て
の
け
たm

ade it
」
女
性
を
歪
曲
し
て
強
調
し
た
こ
の
主
張
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
発
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
間

違
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
打
ち
勝
っ
た
と
い
う
の
は
真
実
で
は
な
い
し
、
そ
の
目
的
が
す
で
に
達
成
さ
れ
た
の

だ
か
ら
、
も
は
や
必
要
な
い
と
い
う
の
も
真
実
で
は
な
い
。
家
族
内
で
正
義
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
、
女
性
は
政
治
や
職

場
な
ど
ほ
か
の
領
域
で
の
平
等
を
獲
得
で
き
な
い
の
だ
。

　

こ
れ
か
ら
七
つ
の
章
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
み
て
い
く
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
化
さ
れ
て
い
る

家
族
生
活
の
典
型
的
な
実
践
は
、
正
義
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
。
性
別
分
業
の
期
待
と
経
験
の
双
方
が
、
女
性
を
弱
い

立
場
に
追
い
込
ん
で
い
る
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
権
力
関
係
と
意
思
決
定
の
悪
循
環
は
家
庭
と
職
場
の
双
方
で
起
こ

っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
間
の
既
存
の
不
平
等
を
強
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
女
性
だ
け

で
な
く
両
性
の
子
ど
も
た
ち
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
化
さ
れ
た
結
婚
に
よ
っ
て
、
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
の
四
分
の
一
の
子
ど
も
た
ち
が
ひ
と
り
親
家
庭
で
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
の
お
よ
そ
九
〇
％
以
上
が
母
子
家
庭
で
あ

る
。
非
婚
の
母
親
が
多
数
を
占
め
て
い
る
と
い
う
一
般
的
な
認
識
と
は
逆
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
六
五
％
が
結
婚
後
の

離
別
や
離
婚
に
よ
る
も
の
で
あ
（
（
（

る
。
近
年
の
多
く
の
州
の
調
査
で
は
、
離
婚
後
の
男
性
の
経
済
的
状
況
は
、
離
婚
前
よ

り
よ
く
な
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
離
婚
し
た
女
性
と
子
ど
も
の
生
活
水
準
は
急
激
に
悪
化
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ



4

て
い
る
。

　

今
日
の
女
性
が
直
面
し
て
い
る
不
正
義
の
主
な
要
因
は
、
離
婚
の
際
に
顕
著
に
な
る
よ
う
に
、
慣
習
や
職
場
の
差
別

や
家
族
内
の
伝
統
的
分
業
の
た
め
に
女
性
が
不
平
等
に
直
面
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
が
男
性
と
女
性
を
ほ

ぼ
平
等
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
社
会
的
に
つ
く
ら
れ
た
不
平
等
の
中
心
は
、
女
性
が
主
な
子
育
て
責
任
を

有
し
て
い
る
一
方
、
労
働
力
と
し
て
仕
事
に
従
事
す
る
メ
ン
バ
ー
は（
階
級
に
か
か
わ
ら
ず
）部
分
的
に
で
さ
え
子
育
て
の

責
任
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
、
当
然
と
思
わ
れ
て
い
る
が
矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の
前
提
に
あ
る
。
昔
か
ら
、
そ
し
て
今

も
暗
に
で
は
あ
る
が
、
職
場
で
は
労
働
者
の
家
庭
に
は
妻
が
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
前
提
は
、
職
場

の
構
造
と
役
割
だ
け
で
な
く
、
両
親
が
仕
事
に
つ
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に
時
間
割
や
休
暇
を
設
定
す
る
学
校
な

ど
の
主
要
な
社
会
制
度
に
も
広
が
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
現
実
に
は
、
家
庭
に
妻
が
い
な
い
賃
労
働
者
も
た
く
さ
ん
い
る
。
た
い
て
い
の
場
合
、
彼
女
ら
は
妻
や
母
で

あ
り
、
小
さ
い
子
ど
も
を
抱
え
た
離
別
、
離
婚
し
た
シ
ン
グ
ル
の
母
親
で
あ
る
。
し
か
し
家
族
も
職
場
も
、
そ
の
こ
と

を
重
大
な
事
実
と
し
て
考
慮
し
よ
う
と
し
な
い
。
外
で
働
く
妻
は
い
ま
だ
、
子
育
て
や
家
事
と
い
っ
た
莫
大
な
量
の
不

払
い
労
働
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
女
性
は
、
夫
や
男
性
パ
ー
ト
ナ
ー
に
比
べ
て
、
職
場
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
以
外
に

多
く
の
時
間
を
さ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
雇
用
上
の
ニ
ー
ズ
や
機
会
の
た
め
よ
り
も
、
夫

の
た
め
に
引
っ
越
し
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
傾
向
は
、
職
場
の
性
別
分
離
や
差
別
を
含
め
た
い
く
つ

も
の
要
因
に
よ
っ
て
、
循
環
的
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
。
職
場
で
は
妻
は
夫
よ
り
先
に
昇
進
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ

ゆ
え
高
い
地
位
に
つ
か
ず
、
賃
金
格
差
は
時
間
と
と
も
に
拡
大
す
る
。
家
族
の
権
力
構
造
と
、
合
意
さ
れ
「
合
理
的
」

と
み
な
さ
れ
て
い
る
家
族
の
意
思
決
定
は
、
夫
が
よ
り
た
く
さ
ん
稼
い
で
い
る
と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
い
る
た
め
、
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い
つ
ま
で
も
家
族
の
不
払
い
労
働
が
夫
婦
間
で
分
担
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
不
平
等
の
悪
循
環

は
つ
づ
い
て
い
く
。
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
結
婚
し
た
女
性
の
不
平
等
は
、
結
婚
が
つ
づ
い
て
い
る
あ
い
だ
は
た
い
て

い
隠
さ
れ
て
お
り
、
婚
姻
関
係
が
壊
れ
た
と
き
に
よ
う
や
く
目
に
み
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
、
わ
た
し
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
結
婚
が
女
性
を
脆
弱
に
す
る

0

0

と

と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
あ
る
人
び
と
が
信
じ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
／
必
然
な
出
来
事
で
は
な
い
。
実
際
、

男
性
が
子
育
て
に
平
等
に
参
加
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
自
然
の
法
則
は
ど
こ
に
も
な
い
。
人
び
と
が
労
働
者
で
あ
る

と
同
時
に
親
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
な
仕
事
の
本
質
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
変
わ
っ
て
こ
な

か
っ
た
の
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
・
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
両
性
間
の
差

異
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
両
性
間
の
本
質
的
な
差
異
を
、
公
式
、
非
公
式
に
、
権
利
と
制
約
の
違
い
を
正
々
堂
々

と
正
当
化
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
だ
と
信
じ
る
社
会
に
長
ら
く
生
き
て
い
る
。
男
性
の
優
位
を
擁
護
す
る
法
的
な
制
約
は

過
去
一
世
紀
の
あ
い
だ
に
な
く
な
り
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
〇
年
で
急
速
に
、
根
深
い
伝
統
と
社
会
化
の
効

果
と
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
威
信
と
価
値
が
不
平
等
に
付
与
さ
れ
て
い
る
性
別
役
割
を
強
化
し
て
い
る
。
性
別
分
業

は
、
婚
姻
契
約
の
根
本
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
両
性
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

範
囲
で
葛
藤
し
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
深
く
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
性
別
分
業
を

基
礎
と
し
た
性
的
差
異
の
ゆ
る
ぎ
な
い
制
度
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
が
、
い
ま
だ
わ
た
し
た
ち
の
社
会

に
広
く
浸
透
し
て
い
る
。
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
構
築

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
非
常
に
重
要
な
社
会
的
要
因
と
し
て
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
言
葉
の
新
し
い
意
味
は
、
従
来
、
性
差
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
広
く
社
会

的
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
多
く
の
人
が
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
事
実
を
如
実
に
表
し
て
い
（
3
（
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
学
問
分
野
に
属
し
多
様
な
立
場
に
た
つ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
研
究
者
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
十
分
に
可
視
化
し
、
理
解
可

能
な
も
の
に
す
る
た
め
の
仕
事
に
貢
献
し
て
き
た
。
一
方
の
極
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
構
築
さ
れ
る
原
因
と
し
て
主
に

生
物
学
的
差
異
に
焦
点
を
あ
て
、
女
性
の
抑
圧
を
説
明
す
る
研
究
者
が
お
（
（
（
り
、
他
方
に
は
、
生
物
学
的
な
差
異
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
社
会
的
構
築
の
基
礎
に
さ
え
存
在
し
な
い
と
論
じ
る
研
究
者
が
い
（
（
（
る
。
そ
れ
以
外
の
非
常
に
多
く
の
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
研
究
者
は
、
こ
の
二
極
の
あ
い
だ
の
立
場
を
と
る
。
生
物
学
的
決
定
論
を
拒
否
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち

で
社
会
的
構
築
物
と
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
強
調
す
る
の
が
、
近
年
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研
究
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
研
究
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
お
け
る
、
女
性
の
主
要
な
親
業
の
重
要
性
を
分
析

す
る
心
理
学
の
研
（
（
（
究
や（Chodorow

1978; D
innerstein

197（

）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
歴
史
的
・
文
化
的
多
様
性
を
強
調
す

る
歴
史
学
や
人
類
学
の
研
究
が
あ
る（N

icholson
198（; Rosald

1980�; Scott198（

）。
一
部
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、

女
性
の
あ
い
だ
の

0

0

0

0

人
種
、
階
級
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
差
異
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
の
発
展

を
批
判
し
て
い
る（H

ooks 1981; 198（; Spelm
an 1989

）。
こ
の
批
判
は
、
わ
た
し
た
ち
の
研
究
を
活
気
づ
け
、
議
論
を

進
歩
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
重
要
な
要
因
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
そ
の
も
の
か
ら
関
心
を
そ
ら
し
て
し

ま
う
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
女
性
間
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
不
正
義
を
女
性
た
ち
が
被
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
女
性
は
た
く
さ
ん
の
不
平
等
を
、
集
団
と
し
て
の
女
性

0

0

0

0

0

0

0

0w
om

en
と
し
て
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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女
性
た
ち
が
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
家
族
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
て
も
い
な
く
て
も
、
過
去
と
現
在
の
家
族
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
さ
れ
た
性
質
と
そ
の
家
族
を
取
り
囲
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
実
質
的
に
す
べ
て
の
女
性
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
下
位
集
団
に
与
え
る
影
響
力
や
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
事
実
を
否
定
し
た
り
、
過
小
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

一
方
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
発
見
と
結
論
が
、
社
会
正
義
の
問
題
に
対
し
て
有
す
る
潜
在
的

な
重
要
性
は
、
評
価
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
女
性
と
男
性
に
固
有
の
差
異
だ
け
で
な
く
、
男
性
に
よ

る
女
性
支
配
も
自
然
で
不
可
避
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
正
義
の
論
争
に
お
い
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
思

考
に
も
と
づ
い
た
何
世
紀
に
も
わ
た
る
議
論
の
土
台
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
少
し
ず
つ
揺
る
が
し
て
き
た
。
以
下
の
章

で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
合
理
的
な
考
究
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

残
存
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
ま
す
ま
す
勢
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
精
力
的
に
考
え
、
調
査
し
、
分
析
し
、
批
判
し
、
再
考
し
て
き
た
こ
の
二

〇
年
の
あ
い
だ
に
、
わ
た
し
た
ち
の
政
治
的
・
法
的
制
度
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
不
正
義
と
そ
れ
が
影
響
を
与
え
て
い
る

問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
根
本
的
に
家
父
長
制
的
な
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
解
決
さ

れ
、「
個
人
」
を
男
性
家
長
と
と
ら
え
る
伝
統
の
な
か
で
処
理
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
を
め
ぐ
っ
て
、
何
が
正
義
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
十
分
な
能
力
を
も
ち
得
な
い
の
は
、
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
性
差
別
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
中
絶
、
職
場
に
お
け
る
妊
娠
、
育
児
休
業
、
子
育
て
、

代
理
母
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
す
べ
て
、
裁
判
所
と
議
会
が
扱
う
公
共
政
策
に
お
け
る
、
重
要
な
公
的
論
点
と
な
っ
て
い

る
。
子
ど
も
の
親
権
や
離
婚
の
問
題
か
ら
、
妻
や
子
ど
も
へ
の
身
体
的
・
性
的
暴
力
の
問
題
に
い
た
る
ま
で
、
家
族
の
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正
義
の
問
題
は
目
に
み
え
る
差
し
迫
っ
た
問
題
と
な
り
、
警
察
と
裁
判
所
の
シ
ス
テ
ム
の
関
心
を
ま
す
ま
す
集
め
て
い

る
。
現
代
社
会
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
か
ら
生
じ
る
重
大
な
「
正
義
の
危
機
」
に
直
面
し
て
い
る
。

正
義
の
理
論
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
無
視

　

そ
し
て
同
じ
二
〇
年
の
あ
い
だ
に
、
社
会
正
義
の
理
論
が
は
な
ば
な
し
く
復
活
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
ま
で
は
、

知
の
歴
史
に
お
け
る
主
要
分
野
で
あ
る
こ
と
を
の
ぞ
い
て
は
議
論
の
乏
し
か
っ
た
政
治
理
論
が
、
社
会
正
義
へ
の
関
心

と
と
も
に
研
究
領
域
と
し
て
興
隆
し
た
。
し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
主
要
な
現
代
の
正
義
の
理
論
家
は
例
外
な
く
ほ
と

ん
ど
が
、
わ
た
し
が
今
述
べ
た
状
況
を
無
視
し
て
き
た
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
理
論
が
扱
っ
て
い
る
社
会
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
根
深
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
つ
づ
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
社
会
の
前
提
に
よ
っ
て
正
義
を
め
ぐ
る

困
難
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
ほ
と
ん
ど
目
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
正
義
の
理
論
と
は
、
個
人
が
ほ
か
の

人
と
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
べ
き
か
、
受
け
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
、
ま
た
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
点

に
主
な
関
心
を
向
け
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
無
視
す
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

正
義
の
理
論
は
、
ど
の
生
得
的
・
後
天
的
性
質
や
社
会
に
お
け
る
地
位
が
、
社
会
制
度
や
法
律
や
慣
習
に
よ
っ
て
個
人

が
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
な
の
か
を
考
え
る

0

0

0

理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
初
期
条
件
が
結
果
に
影

響
を
与
え
る
べ
き
な
の
か
、
与
え
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
な
の
か
を
考
え
る

0

0

0

理
論
で
あ

る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
探
求
の
主
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
以
下
で
み
て
い
く
よ
う
に
、

こ
の
テ
ー
マ
は
ほ
と
ん
ど
の
現
代
の
正
義
の
理
論
家
に
は
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
理
論

は
、
一
貫
性
と
適
切
さ
の
双
方
に
お
い
て
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
驚
く
べ
き
無
視
の
問
題
に
つ
い
て
扱
う
。
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そ
し
て
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
正
義
は
い
か
に
可
能
か
」
と
い
う
問
題
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
義
論
を

修
正
し
、
十
分
に
人
間
性
豊
か
な
正
義
論
に
向
か
う
道
筋
を
論
ず
る
。

　

な
ぜ
わ
た
し
た
ち
は
、
現
代
の
正
義
論
の
な
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
の
解
決
へ
の
貢
献
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
表
面
上
は
人
間
一
般
を
扱
っ
て
い
る
正
義
論
が
、
い
か
に
し
て
女
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
そ
し
て
両
性

間
の
す
べ
て
の
不
平
等
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
彼
ら
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
造

化
さ
れ
た
家
族
を
、
議
論
の
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
、
議
論
の
前
提

0

0

に
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
理

由
は
、
彼
ら
が
多
く
の
場
合
、
中
身
の
な
い
見
せ
か
け
の
や
り
方
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立
的
な
言
語
を
用
い
て
き
た
こ

と
に
あ
る
。

【
隠
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
化
さ
れ
た
家
族
】　

こ
れ
ま
で
の
政
治
理
論
家
は
、「
私
的
」
家
庭
生
活
と
、「
公
的
」
な
政

治
と
市
場
の
生
活
と
は
、
異
な
る
原
理
に
貫
か
れ
た
別
の
領
域
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
て
き
た
。
彼

ら
は
、
家
族
を
政
治
的
課
題
か
ら
切
り
離
し
、
女
性
を
市
民
的
・
政
治
的
生
活
か
ら
排
除
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
女
性

の
本
質
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
き
た
。
男
性
は
政
治
理
論
の
主
題
で
あ
り
、
彼
ら
は
私
的
生
活
と
公
的
生
活
を
容
易
に

行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
は
大
部
分
、
女
性
が
家
庭
で
遂
行
し
て
い
る
役
割
の
お
か
げ
で
あ
っ
（
7
（

た
。
現
代

の
正
義
の
理
論
を
み
る
と
、
表
面
的
に
は
、
彼
ら
の
理
論
は
女
性
を
包
摂
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
や
す
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
彼
ら
は
、
家
族
と
そ
こ
で
の
性
別
分
業
、
ま
た
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
多
く

の
女
性
の
経
済
的
依
存
と
機
会
の
制
約
を
無
視
す
る
こ
と
で
、
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
「
分
離
さ
れ
た
領
域
」
の
伝
統
を
引

き
継
い
で
い
る
。
家
族
に
つ
い
て
の
判
断
が
「
非
政
治
化
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
の
政
治
理
論
の
多
く
の
仕
事
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に
お
い
て
家
族
が
ま
っ
た
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
今

日
の
ほ
と
ん
ど
の
理
論
家
は
、
い
く
つ
か
の
や
り
方
で
、
彼
ら
の
議
論
の
主
体
で
あ
る
「
個
人
」
を
、
伝
統
的
な
世
帯

に
お
け
る
男
性
家
長
と
想
定
し
て
い
る
。
正
義
の
原
理
を
両
性
間
の
関
係
や
世
帯
の
な
か
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
暗
黙

の
う
ち
に
で
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
じ
め
か
ら
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
世
紀
の
す
べ
て
の
正
義
の
理
論
の
な
か

で
も
っ
と
も
影
響
力
の
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
で
も
、
家
族
生
活
は
理
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か

公
平
な
も
の
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
家
族
内
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
性
別
分
業
は
、
性
別
分
業
と
結
び
つ
い
た
権
力

と
責
任
と
威
信
の
配
分
と
同
様
に
、
無
視
さ
れ
て
い
る（
第
（
章
参
照
）。

　

こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
現
代
の
政
治
理
論
家
の
典
型
と
言
え
る
。
彼
ら
の
前
提
に
対
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
多
く
の

批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
家
族
と
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
構
造
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
さ
え
拒
否
し
て

お
り
、
ま
し
て
家
族
が
政
治
制
度
の
な
か
で
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
認
め
て
い
な
い
。
近
年
の
理
論

は
、
ロ
ー
ル
ズ
よ
り
も
家
族
の
正
義
の
問
題
に
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
論
と
し
て
、
ブ
ル
ー
ス
・
ア

ッ
カ
ー
マ
ン
の
『
自
由
主
義
国
家
に
お
け
る
社
会
的
正
義
』（A

ckerm
an 1980�

）、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
『
権

利
論
』（D

w
orkin 1977

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ャ
ル
ス
ト
ン
の
『
正
義
と
人
間
の
善
』（Galston 1980�

）、
ア
ラ
ス
デ
ア
・

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
『
美
徳
な
き
時
代
』（M

acIntyre 1981
）、『
誰
の
正
義
か
、
ど
の
合
理
性
か
』（M

acIntyre 1988

）、

ロ
バ
ー
ト
・
ノ
ー
ジ
ッ
ク
の
『
ア
ナ
ー
キ
ー
・
国
家
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（N

ozick 197（

）、
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
ン
ガ
ー
の

『
知
と
政
治
』（U

nger 197（

）、『
批
判
法
学
運
動
』（U

nger 198（

）な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
フ
ィ
ッ
リ
ッ
プ
・
グ
リ
ー
ン
の

『
民
主
主
義
の
回
復
』（Green 198（

）が
、
喜
ば
し
い
例
外
で
あ
（
8
（

る
。
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
『
正
義
の
領
分
』

（W
alzer 1983

）も
こ
の
点
で
は
例
外
に
あ
て
は
ま
る
が
、
第
3
章
と
第
（
章
で
示
す
よ
う
に
、
家
族
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構


