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結
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え
て

一 

問
題
の
所
在
―
授
乳
と
戦
争
―

本
稿
は
ル
ソ
ー
（J.-J.Rousseau,1712

―78

）
の
主
著
『
エ
ミ
ー
ル
』（
一
七
六
二
）
の
分
析
を
中
心
に
し
て
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
の
意
味
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
に
生
ま
れ
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
見
ず
に
没
し
た
啓
蒙
の
異
端
者
ル
ソ
ー
に
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八

と
っ
て
戦
争
と
は
何
か
。
戦
争
論
の
先
達
、
ま
ず
は
ス
ペ
イ
ン
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
と
対
峙
し
た
海
洋
国
オ
ラ
ン
ダ
の
政
治
家
・
理
論
家

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
の
戦
争
、
次
い
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
革
命
・
内
戦
期
を
生
き
抜
い
た
思
想
家
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
の
戦
争
と
、

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
の
戦
争
と
の
間
に
は
い
か
な
る
異
同
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
・
理
論
体
系
の
中
で
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
否
定
、
廃
絶
し
よ
う
と
す
る
絶
対
平
和
主
義
者
で
は
な
い
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
容
認
さ

れ
肯
定
さ
れ
る
戦
争
と
は
何
か
。
私
た
ち
は
前
稿
「
ル
ソ
ー
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
論
と
18
世
紀
―
授
乳
と
戦
争
―
」）

1
（

に
続
き
、 

『
エ
ミ
ー
ル
』
第
5
篇
の
以
下
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
問
題
に
す
る
。

妊
娠
か
ら
つ
ぎ
の
妊
娠
ま
で
の
あ
い
だ
を
ど
ん
な
に
長
く
仮
定
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
女
性
は
、
危
険
を
と
も
な
わ
ず
に
、
そ
ん
な

に
急
激
に
、
か
わ
る
が
わ
る
に
、
生
活
法
を
変
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
き
ょ
う
は
赤
ん
坊
に
乳
を
や
り

0

0
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0

0
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0

0

0

0
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0

、
あ
し
た
は
戦
争
に
出
る
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0
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。
そ
の
体
質
や
好
み
を
、
カ
メ
レ
オ
ン
が
色
を
変
え
る
よ
う
に
、
変
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

急
に
家
庭
の
仕
事
を
ほ
う
り
だ
し
、
家
の
外
へ
出
て
、
大
気
に
身
を
さ
ら
し
、
戦
争
の
労
苦
、
苦
難
に
耐
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
と
き
は
臆
病
で
、
あ
る
と
き
は
勇
敢
に
、
あ
る
と
き
は
虚
弱
で
、
あ
る
と
き
は
頑
健
に
な
れ
る
だ
ろ
う

か
（
後
略
）（
傍
点
は
筆
者
））

2
（

。

こ
の
ル
ソ
ー
の
言
説
を
見
逃
す
こ
と
な
く
反
駁
し
た
の
が
『
女
性
の
権
利
の
擁
護
―
政
治
お
よ
び
道
徳
問
題
の
批
判
を
こ
め
て
』

（
一
七
九
二
）
の
著
者
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
（M

ary W
ollstonecraft,1759

―97
）
で
あ
る）（
（

。
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
は
、同
書
第
5
章
「
女

性
を
軽
蔑
に
近
い
憐
れ
み
の
対
象
と
し
て
き
た
著
述
家
た
ち
に
対
す
る
批
判
」
の
筆
頭
に
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
を
挙
げ
、
そ
の
男
女
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差
別
教
育
を
論
難
し
、
さ
ら
に
第
9
章
「
社
会
に
根
を
下
ろ
し
た
不
自
然
な
差
別
か
ら
生
ま
れ
る
有
害
な
結
果
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

女
性
が
男
性
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
証
拠
を
あ
げ
る
た
め
に
、
ル
ソ
ー
は
、
女
性
は
、
育
児
室
か
ら
離
れ
て
野
営
地
に
行
け
る
の
か
！ 

と
、
勝
ち
誇
り
な
が
ら
叫
ん
だ
こ
と
を
、
私
は
知
っ
て
い
る）（
（

。

女
性
の
人
生
を
狭
い
領
域
に
縛
り
つ
け
、
そ
の
能
力
、
才
能
の
開
花
を
押
し
止
め
て
い
る
当
時
の
社
会
の
現
状
を
憂
え
、
女
性
の
社
会
的

地
位
の
向
上
を
模
索
し
た
女
性
思
想
家
の
応
答
と
し
て
、
そ
の
批
判
は
出
る
べ
く
し
て
出
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
男
女
平
等
、
性
差

別
の
撤
廃
を
求
め
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
性
別
役
割
分
業
論
（
特
性
論
）
と
結
び
つ
き
が
ち
な
生
物
学
的
性
差
（
セ
ッ
ク
ス
）
を
重

視
す
る
思
想
を
警
戒
し
、
批
判
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
主
流
派
が
、
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
ル
ソ
ー
批
判
を
支
持
、
継
承
し
て
き
た
の
も

ま
た
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
は
そ
う
し
た
批
判
の
意
義
、
意
味
を
受
け
止
め
つ
つ
、
同
時
に
、
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ

フ
ト
と
そ
れ
に
続
く
批
判
者
た
ち
に
対
す
る
、
ル
ソ
ー
研
究
側
か
ら
の
建
設
的
な
再
批
判
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら

の
批
判
が
ル
ソ
ー
思
想
の
一
面
的
な
理
解
に
留
ま
っ
た
外
在
的
な
批
判
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、

本
稿
は
前
稿
に
続
き
、
ル
ソ
ー
の
「
女
性=

授
乳
・
男
性=

戦
争
」
の
思
想
・
理
論
の
内
在
的
な
分
析
を
進
め
て
ゆ
く
が
、
前
稿
が
授

乳
を
軸
に
据
え
た
考
察
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
授
乳
と
戦
争
と
の
関
係
の
分
析
を
通
し
て
ル
ソ
ー
の
考
え
る
戦
争
の
意
味

を
掘
り
下
げ
る
。
前
稿
で
は
、
な
ぜ
ル
ソ
ー
は
、
た
と
え
ば
「
女
性=

家
事
育
児
・
男
性=

労
働
」
で
は
な
く
て
、「
女
性=

授
乳
・
男

性=

戦
争
」
を
対
と
し
た
の
か
を
出
発
点
の
疑
問
と
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
さ
ら
に
な
ぜ
ル
ソ
ー
は
授
乳
と
い
う
命
を
「
育
む
」
行
為
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と
戦
争
と
い
う
命
を
「
奪
い
奪
わ
れ
る
」
行
為
と
を
対
に
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
提
示
す
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
き
ほ
ぐ
す

作
業
は
、
ル
ソ
ー
の
構
想
す
る
家
族
と
国
家

―
小
さ
な
パ
ト
リ
（
祖
国
）、
大
き
な
パ
ト
リ
（
祖
国
）
と
呼
ば
れ
る

―
の
関
係
、
連
関

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ル
ソ
ー
の
政
治
構
想
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
や
存
在
意
義
を
有
す
る
の
か
、
戦
争
と
ど
う
か
か

わ
っ
て
い
る
の
か
に
答
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
の
内
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
看
過
し
え
な
い
問
題

が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
近
年
、
ル
ソ
ー
の
テ
ク
ス
ト
『
戦
争
法
の
諸
原
理
』
を
Ｇ
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
リ
ー
ニ
と
と
も
に
校
訂

し
、
一
つ
の
論
考
に
ま
と
め
た
Ｂ
・
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
見
解
で
あ
る）5
（

。
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
は
、
国
家
に
膨
張
す
る
内
在

的
な
必
然
性
を
認
め
る
が
、
契
約
国
家
（
ル
ソ
ー
の
構
想
す
る
国
家
）
で
さ
え
膨
張
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
見
解

に
疑
問
を
覚
え
る
。
一
般
意
志
を
基
軸
に
し
た
契
約
国
家
（
ル
ソ
ー
型
国
家
）
が
膨
張
す
る
危
険
性
、
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
見
立
て
は
、

果
た
し
て
妥
当
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
契
約
国
家
＝
ル
ソ
ー
型
国
家
と
非
契
約
国
家
（
契
約
国
家
以
外
の
現
実
の
国
家
）
の
弁
別
、
あ
る

い
は
「
国
家
」
そ
の
も
の
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、筆
者
は
本
稿
の
仮
説
と
し
て
〈「
ル
ソ
ー

型
国
家
」
は
膨
張
し
な
い
国
家
で
あ
る
〉
を
提
示
し
て
、
こ
こ
か
ら
具
体
的
な
分
析
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

二 

ル
ソ
ー
型
／
デ
カ
ル
ト
型
人
間
の
相
互
不
完
全
性
と
そ
の
克
服

前
稿
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
女
性
の
務
め
が
母
の
義
務
、
授
乳
、
母
乳
育
に
あ
る
と
す
れ
ば）（
（

、
男
性
の
務
め
が
戦
い
、
戦
争
に
あ
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ル
ソ
ー
は
、
女
男
の
あ
り
方
、
役
割
は
、
セ
ッ
ク
ス
、
な
か
で
も
、
絶
対
的
性
差
（
生
殖
に
関
わ
る
妊
娠
・
出
産
・
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授
乳
））

7
（

に
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
考
え
て
お
り
、
ル
ソ
ー
の
家
族
・
国
家
構
想
に
お
け
る
論
理
的
順
序
は
「
戦
争
と
授
乳
」
と
は
な
ら
ず
「
授

乳
と
戦
争
」
と
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
、
女
性
は
母
と
な
っ
て
、
家
族
を
育
み
守
る
者
で
あ
る
。
母
と
父
と
子
か
ら
な
る
こ
の
最
小
の
社
会
は
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
「
小

さ
な
パ
ト
リ
（
祖
国
）」
と
呼
ば
れ
る）8
（

。
女
性
は
「
小
さ
な
パ
ト
リ
（
祖
国
）」
の
守
り
手
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

男
性
は
、
妊
娠
・
出
産
・
授
乳
（
母
乳
育
）
の
で
き
な
い
者
、
す
な
わ
ち
非0

女
性
と
捉
え
ら
れ
る
。
非0

女
性
た
る
男
性
は
、
母
に
な
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
別
の
務
め
を
担
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
が
戦
争
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
の
言
う
「
戦
争
」
と
は
何
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
本
稿
の
中
心
的
な
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
授
乳
を
担
う
母
（
女
性
）
と
戦
争
を
担
う
父
（
男
性
）

と
が
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
女
男
の
関
係
が
い
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
、
ま
ず
ル
ソ
ー
の
言
説
の
中
で
確
認
し
、
そ
れ
を

解
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
私
た
ち
の
注
目
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
以
下
に
示
そ
う
。

（
前
略
）
女
の
理
性
は
実
践
的
な
理
性
で
、
そ
れ
は
、
あ
る
既
知
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
を
み
い
だ
さ
せ
る
に
は
き
わ
め
て
有
能

だ
が
、
目
的
そ
の
も
の
を
み
い
だ
さ
せ
な
い
。
男
女
の
相
互
関
係
は
驚
嘆
す
べ
き
も
の
だ
。
そ
の
関
係
か
ら
一
個
の
道
徳
的
人
格
が

生
じ
、
女
性
は
そ
の
目
と
な
り
、
男
性
は
そ
の
腕
と
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
両
者
は
相
互
的
な
依
存
状
態
に
お
か
れ
、
女
性
は
見

る
必
要
の
あ
る
も
の
を
男
性
か
ら
教
え
ら
れ
、
男
性
は
な
す
べ
き
こ
と
を
女
性
か
ら
教
え
ら
れ
る
。
も
し
、
女
性
も
男
性
と
同
じ
程

度
に
根
源
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
男
性
も
女
性
と
同
じ
程
度
に
細
か
い
こ
と
に
気
が
つ
く
と
す
れ
ば
、
両
者
は
い
つ
も
た
が

い
に
独
立
し
て
い
て
、
た
え
ま
な
い
不
和
の
う
ち
に
生
き
、
相
互
の
関
係
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
両
者
の
あ

い
だ
に
支
配
す
る
調
和
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
は
共
同
の
目
的
に
向
か
っ
て
行
く
。（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
が
服
従
し
な
が
ら
、
両
者
と
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も
に
主
人
な
の
だ）9
（

。

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
は
、
多
く
の
読
み
手
に
、
と
り
わ
け
女
性
読
者
に
、
ル
ソ
ー
が
女
性
を
男
性
よ
り
劣
っ
た
存
在
と
し
て
い
る
と
判
断

さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
疑
わ
せ
る
問
題
の
言
説
が
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

ⅰ 

〈
実
践
的
理
性
〉
女
性
の
理
性
は
男
性
（
人
間
）
の
理
性
と
区
別
さ
れ
実
践
的
な
理
性
と
呼
ば
れ
る
。

ⅱ 

〈
目
的
自
体
は
見
出
さ
せ
な
い
〉
実
践
的
な
理
性
は
既
知
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
の
発
見
に
は
有
能
だ
が
、
目
的
自
体
は
見
出

さ
せ
な
い
。

ⅲ 

〈
見
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉「
目
」
で
あ
る
女
性
は
、見
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
男
性
か
ら
教
え

ら
れ
る
。

ⅳ 

〈
根
源
に
遡
れ
な
い
〉
女
性
は
男
性
ほ
ど
に
は
根
源
に
遡
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
、
男
女
は
相
互
依
存
状
態
に
あ
る
、
服
従
し
な
が
ら
両
者
と
も
主
人
で
あ
る
と
し
た
ル
ソ
ー
の
言
葉
を
単
な
る
レ

ト
リ
ッ
ク
と
受
け
取
ら
ず
に
、
立
ち
止
ま
っ
て
ル
ソ
ー
の
哲
学
の
中
に
捉
え
直
す
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。「
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
、

存
在
す
る
と
は
感
じ
る
こ
と
だ
。
わ
た
し
た
ち
の
感
性
は
、
疑
い
も
な
く
、
知
性
よ
り
も
先
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は

観
念
よ
り
も
先
に
感
情
を
も
っ
た
の
だ
」）

（1
（

と
い
う
ル
ソ
ー
の
言
葉
に
も
注
意
を
向
け
よ
う
。
こ
れ
は
、「
我
思
う
故
に
我
あ
り
」
と
す
る

デ
カ
ル
ト
哲
学
を
摂
取
し
た
上
で
の
ル
ソ
ー
に
よ
る
批
判
的
応
答
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
人
間
存
在
全
般
を
、
考
え
る
存
在
で
あ
る
前
に
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感
じ
る
存
在
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
こ
が
ル
ソ
ー
哲
学
の
肝
で
あ
り
、
特
質
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
け
る
、
感
じ
る
存
在
の
先

行
性
を
ル
ソ
ー
は
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
、
ル
ソ
ー
は
、
男
女
の
性
差
に
着
目
し
て
、
人
間
を
、
よ
り
多
く
感
じ
る
存
在
（
女
性
）

と
よ
り
深
く
考
え
判
断
す
る
存
在
（
男
性
）
と
に
振
り
分
け
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、以
下
、考
え
判
断
す
る
存
在
を
「
デ

カ
ル
ト
型
人
間
＝
男
性
」、
感
じ
る
存
在
を
「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
と
表
す
こ
と
に
し
、
先
に
列
挙
し
た
ⅰ
〜
ⅳ
を
も
う
一
度
、
検

討
し
て
み
よ
う
。

ⅰ
〈
実
践
的
理
性
〉「
感
じ
た
り
感
じ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
わ
た
し
の
自
由
に
な
ら
な
い
」）

（（
（

と
ル
ソ
ー
は
言
う
。
こ
れ
は
、
男
性

で
あ
り
な
が
ら
女
性
性
の
強
い
ル
ソ
ー
自
身
の
偽
ら
ざ
る
内
観
、
直
観
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」

に
当
て
は
ま
る
。「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
は
、
感
じ
る
こ
と
を
止
め
ら
れ
な
い
た
め
に
、
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
感
情
を
否
応

な
く
感
じ
て
し
ま
う
。
周
囲
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
の
遮
断
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
女
性
は
自
分
の
理
性
を
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
使

う
こ
と
が
で
き
ず
、
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
の
処
理
、
対
応
に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
は
、
他
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
自
身
の

行
い
を
他
者
に
認
め
て
も
ら
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
。「
世
の
中
と
い
う
も
の
が
女
性
の
読
む
書
物
だ
」）

（1
（

と
ル
ソ
ー
が
言
う

の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
、
女
性
が
理
性
を
行
使
す
る
対
象
や
、
理
性
の
活
用
の
態
様
の
特
徴
を
捉
え
て
、

実
践
的
な
理
性
と
呼
ん
で
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ⅱ
〈
目
的
自
体
は
見
出
さ
せ
な
い
〉　
「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
が
目
的
そ
れ
自
体
を
見
出
さ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
他
者
に
受
け
入
れ

ら
れ
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
な
女
性
に
と
っ
て
、
目
的
は
外
側
、
他
者
の
側
に
あ
る
。
女
性
は
、
す
で
に
見
出
さ
れ
た
目
的
達
成
の
た

め
の
努
力
を
惜
し
ま
ず
、
巧
み
に
そ
の
目
的
に
到
達
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
女
性
は
、
自
分
だ
け
の
内
発
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的
な
目
的
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

ⅲ
〈
見
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉　
「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
の
「
目
」
は
、
意
識
し
て
見
る
（
感
じ

取
る
）
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
多
く
の
も
の
が
見
え
て
（
感
じ
て
）
し
ま
う
。
見
え
る
（
感
じ
る
）
こ
と
を
止
め
ら
れ
な
い
女
性
は
、
入
っ

て
く
る
大
量
の
情
報
の
中
か
ら
重
要
な
情
報
を
取
捨
選
択
し
、
そ
れ
を
意
識
し
て
見
る
（
感
じ
取
る
）
た
め
の
目
的
そ
れ
自
体
を
、「
デ
カ

ル
ト
型
人
間
＝
男
性
」
か
ら
教
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ⅳ
〈
根
源
に
遡
れ
な
い
〉　
「
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
根
源
は
自
由
な
存
在
者
の
意
志
に
あ
る
」）

（1
（

と
ル
ソ
ー
は
言
う
。
女
性
が
男
性
よ
り
根
源

に
遡
り
に
く
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
自
分
自
身
の
目
的
は
、
内
奥
の
自
分
の
意
志
か
ら
発
す
る
。
根
源
と
は
、
自
分
自
身
の
意
志
の

向
か
う
先
に
あ
る
。
女
性
は
、
そ
も
そ
も
す
で
に
知
ら
れ
た
目
的
の
実
現
に
力
を
尽
く
し
、
自
分
だ
け
の
目
的
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
目
的
の
源
泉
で
あ
る
自
身
の
意
志
の
向
か
う
先
に
溯
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
の
不
完
全
性
を
こ
の
よ
う
に
見
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
デ
カ
ル
ト
型
人
間
＝
男
性
」
の
不
完
全
性
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
女
性
ほ
ど
感
じ
る
こ
と
の
な
い
男
性
は
、
特
に
情
報

を
遮
断
す
る
必
要
も
な
く
、
自
分
の
意
志
で
自
分
の
重
視
す
る
問
題
に
向
か
い
、
そ
の
問
題
を
深
掘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ル
ソ
ー

は
、
男
性
の
中
に
自
由
な
意
志
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
ル
ソ
ー
は
、
我
が
道
を
行
く
男
性
に
は
、
周
り
が
よ
く
見
え
て

い
な
い
と
い
う
視
野
狭
窄
や
感
情
の
乏
し
さ
、
不
足
が
原
因
で
、
事
物
の
探
究
が
恣
意
的
、
独
断
的
と
な
る
危
険
が
常
に
あ
る
、
と
も
見

て
い
る
。「
デ
カ
ル
ト
型
人
間
＝
男
性
」
の
表
象
は
「
腕
」
で
あ
る
が
、「
腕
」
は
、「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
の
「
目
」
で
捉
え
ら
れ

た
周
囲
の
状
況
や
他
者
の
感
情
を
教
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。「
デ
カ
ル
ト
型
人
間
＝
男
性
」
が
「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
か
ら
な
す



三
六
五

ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
見
た
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
（
鳴
子
）

べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
と
は
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
「
デ
カ
ル
ト
型
人
間
＝
男
性
」
の
不
完
全
性
を
こ
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
と
、
先
に
述
べ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
の
ル
ソ
ー
批
判
は
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
女

性
の
不
完
全
性
、
劣
等
性
を
も
っ
ぱ
ら
問
題
に
し
て
、
そ
れ
へ
の
反
駁
と
い
う
側
面
が
強
く
、
男
性
の
不
完
全
性
、
弱
点
に
つ
い
て
は
問

題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ル
ソ
ー
の
構
想
に
あ
っ
て
は
、
見
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
教
え
ら
れ
る
こ
と

と
な
す
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
と
は
、
等
し
く
求
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
に
価
値
の
上
下
は
な
い
。
女
性
の
不
完
全
性
と

同
様
に
、
男
性
の
不
完
全
性
を
認
識
し
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
解
決
す
べ
き
大
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
繰
り
返
し
を
恐

れ
ず
に
言
え
ば
、
ル
ソ
ー
は
、
男
女
が
と
も
に
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
相
互
依
存
状
態
に
あ
る
―
―
男
女

が
服
従
し
な
が
ら
、
と
も
に
主
人
で
あ
る
―
―
男
女
一
組
（
夫
婦
）
の
不
完
全
性
の
克
服
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
女
性
の
不

完
全
性
を
男
性
が
補
い
、
か
つ
、
そ
の
逆
に
男
性
の
不
完
全
性
を
女
性
が
補
う
こ
と
が
、
男
女
一
組
の
道
徳
的
、
人
格
的
「
完
成
」
を
も

た
ら
す
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
と
感
情
と
は
対
等
で
あ
り
、
感
情
に
よ
る
理
性
の
「
完
成
」
が
求
め
ら
れ
る
。
ル
ソ
ー
は

言
う
。「

か
れ
を
行
動
し
思
考
す
る
存
在
に
つ
く
り
あ
げ
た
。人
間
と
し
て
完
成
さ
せ
る
に
は
、人
を
愛
す
る
感
じ
や
す
い
存
在
に
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
感
情
に
よ
っ
て
理
性
を
完
成
す
る
こ
と
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
」）

（1
（

と
。

こ
こ
で
、
ル
ソ
ー
の
「
完
成
」
概
念
の
含
意
、
特
徴
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
一
般
に
、「
完
成
」
と
い
う
語
は
、
文
字
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通
り
の
完
成
、
誤
る
こ
と
な
き
到
達
（
点
）
を
意
味
す
る
も
の
、
と
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
の
用
い
る
「
完
成
」
は
、
最
終
的
到
達

点
と
し
て
の
「
完
成
」
と
解
す
る
と
、
ル
ソ
ー
の
意
図
が
む
し
ろ
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ル

ソ
ー
の
「
完
成
」
は
、
有
限
者
が
、
自
身
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
無
限
の
目
標
、
目
的
を
目
指
す
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
果
た
す
達
成
、到
達
点
と
い
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、「
完
成
」
を
文
字
通
り
の
完
全
性
、

終
点
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
目
的
体
系
や
歴
史
上
の
運
動
、
循
環
過
程
の
中
の
一
応
の
到
達
点
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

本
章
を
小
括
し
て
お
こ
う
。
ル
ソ
ー
が
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
い
て
構
想
す
る
家
族
は
、「
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
」
と
「
デ
カ
ル
ト
型

人
間
＝
男
性
」
と
が
相
互
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
不
完
全
性
を
克
服
し
、
男
女
（
夫
婦
）
一
組
の
人
格
、
言
わ
ば
「
ル
ソ
ー
・

デ
カ
ル
ト
統
合
型
人
間
」（
ま
る
で
合
体
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
だ
が
）
が
生
成
さ
れ
、
一
応
の
人
格
的
、
道
徳
的
「
完
成
」
を
み
る
場
で
あ
る
、

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
た
ち
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
女
男
そ
れ
ぞ
れ
の
不
完
全
性
の
態
様
と
女
男
の
相
互
的
働
き
か
け
に
よ
る
不
完
全
性
克
服
の
処
方
箋
と

を
確
認
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
ル
ソ
ー
の
人
間
観
、
性
的
差
異
論
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
底
流
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
と
り
わ
け
、

そ
の
中
心
に
位
置
す
る
原
罪
観
と
の
関
係
を
問
う
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
問
わ
ず
キ
リ
ス
ト

教
の
教
義
の
根
幹
に
原
罪
が
あ
り
、
ア
ダ
ム
に
対
置
さ
れ
る
イ
ブ
の
罪
深
さ
（
ア
ダ
ム
の
肋
骨
か
ら
イ
ブ
が
生
ま
れ
、
イ
ブ
が
神
の
授
け
た
掟

を
破
っ
て
禁
断
の
果
実
を
食
べ
た
と
い
う
旧
約
聖
書
・
創
世
記
の
記
述
）
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
中
に
女
性
蔑
視
・
女
性
嫌
悪
（
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
）

の
観
念
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
は
原
罪
観
と
相
容
れ
な
い
人
間
の
本
質

的
な
善
性
（
自
然
的
善
性
）
を
、そ
の
思
想
の
根
幹
に
据
え
て
い
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い）（1
（

。
ル
ソ
ー
が
重
視
す
る
の
は
、

聖
書
の
中
で
も
新
約
聖
書
の
み
で
あ
り
、
新
約
聖
書
の
中
で
も
福
音
書
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
ル
ソ
ー
が
尊
重
、
崇
敬
す
る
の
は
、
福
音
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書
の
記
述
そ
の
も
の
で
は
な
く
、そ
の
精
神
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
改
め
て
捉
え
直
し
て
み
る
と
、

ア
ダ
ム
に
対
し
て
劣
位
に
置
か
れ
た
イ
ブ
、
も
っ
と
言
え
ば
、〈
神
―
男
性
―
女
性
―
動
物
〉
と
い
う
序
列
、
つ
ま
り
不
完
全
な
人
間
の

中
で
も
、
神
に
よ
り
近
い
の
は
男
性
、
動
物
に
よ
り
近
い
の
は
女
性
、
と
い
っ
た
序
列
、
発
想
が
ル
ソ
ー
の
思
想
の
中
に
は
ま
っ
た
く
見

出
せ
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ル
ソ
ー
の
理
論
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
間
の
隔
た
り
、
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
念
の
た
め
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
ル
ソ
ー
は
聖
母
マ
リ
ア
に
言
及
し
て
い
な
い
し
、
ル
ソ
ー
の
母
の
思
想
、
理
論
と
マ
リ
ア
信
仰
と

に
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。

三 

あ
る
が
ま
ま
の
家
族
と
全
面
譲
渡

二
〇
世
紀
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
的
典
拠
『
第
二
の
性
』（
一
九
四
九
）
の
中
で
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
私
有
財
産
の
出
現
以
降
、
と

り
わ
け
有
産
者
の
女
性
た
ち
が
家
父
長
制
の
下
で
犠
牲
に
さ
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
叙
述
し
、家
父
長
制
の
内
実
、夫
婦
（
男
女
）

関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
夫
は
妻
を
性
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
道
徳
的
、
知
的
に
「
形
成
す
る
」。
夫
は
妻
を
教
育
し
、
見
張
り
、
妻
に
自
分
の
刻
印
を
お
し

つ
け
る
」）

（1
（

。

二
〇
世
紀
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
中
軸
に
家
父
長
制
批
判
が
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
父
長
制
を
維
持
、
強
化
す
る
こ
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と
に
役
立
つ
と
見
な
さ
れ
る
理
論
、
思
想
は
当
然
、
批
判
対
象
と
な
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
『
第
二
の
性
』
の
、
一
八
世
紀
の
思
想
家
、

哲
学
者
た
ち
を
俎
上
に
載
せ
た
記
述
部
分
で
、
女
を
男
と
同
等
と
評
し
女
に
好
意
的
な
者
と
、
そ
う
で
な
い
者
と
の
二
派
に
分
け
て
論
評

し
て
い
る
が
、
対
等
派
、
好
意
派
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
、
コ
ン
ド
ル
セ
と
い
っ
た
啓
蒙

思
想
家
を
並
べ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
さ
え
そ
の
列
に
加
え
て
い
る
。
対
し
て
、
女
へ
の
劣
等
視
派
、
非
好
意
派
は
と
言
え
ば
、『
女
の
霊

魂
に
つ
い
て
の
論
争
』（
一
七
四
四
）
の
作
者
と
ル
ソ
ー
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、『
女
の
霊
魂
…
』
の
作
者
の
名

を
記
し
て
さ
え
い
な
い
の
で
、一
八
世
紀
啓
蒙
の
思
想
家
に
限
れ
ば
、そ
の
主
要
な
批
判
対
象
は
ル
ソ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ

ワ
ー
ル
は
一
刀
両
断
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
ル
ソ
ー
〔
ス
イ
ス
生
ま
れ
の
啓
蒙
思
想
家
〕
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
代
弁
者
と
な
っ
て
、女
を
夫
と
母
性
に
運
命
づ
け
て
い
る
。「
女

の
教
育
は
す
べ
て
男
に
関
係
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
女
は
男
に
譲
歩
し
、
男
の
不
当
な
仕
打
ち
に
も
耐
え
る
よ
う
に

で
き
て
い
る
の
だ
」
と
断
言
す
る
」）

（1
（

。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
ル
ソ
ー
の
言
説
に
名
指
し
で
批
判
を
加
え
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
ル
ソ
ー
の
家
父
長
制
国
家
論
批

判
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る）（1
（

。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
ル
ソ
ー
は
家
父
長
制
論
者
で
あ
る
の
か
と
い
う

問
い
を
立
て
る
。
ル
ソ
ー
の
家
族
構
想
は
、
家
父
長
制
論
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
ル
ソ
ー
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
家
族
の
代
弁
者
、
準
備
者
と
言
え
る
の
か
と
い
う
問
い
も
先
の
問
い
に
付
随
し
て
出
て
く
る
。
筆
者
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
ル
ソ
ー
に

対
す
る
家
父
長
制
批
判
が
こ
れ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
疑
問
も
持
た
れ
ず
に
思
想
界
、
言
論
界
で
保
持
さ
れ
て
き
た
の
は
、
フ
ェ
ミ
ニ



三
六
九

ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
見
た
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
（
鳴
子
）

ス
ト
の
ル
ソ
ー
批
判
に
対
し
て
、
ル
ソ
ー
研
究
者
が
有
効
な
再
批
判
を
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
家
父
長
制
論
者
ル
ソ
ー
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
家
族
の
原
型
づ
く
り
に
寄
与
し
た
ル
ソ
ー
、
と
い
っ
た
理
解
が
続
い
て
き
た
こ
と
の
責

の
多
く
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
側
に
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ル
ソ
ー
研
究
側
に
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
が
つ
く
っ
た
も
の
は
す
べ
て
人
間
が
ぶ
ち
こ
わ
す
こ
と
が
で
き
る
」）

（1
（

と
ル
ソ
ー
は
明
言
す
る
。
ル
ソ
ー
の
、
当
時
の
あ
る
が
ま

ま
の
国
家
、
社
会
へ
の
批
判
、
否
定
は
読
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
人
間
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
人
間
」

の
地
位
は
国
王
の
地
位
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
価
値
が
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
説
く）11
（

。「
国
王
の
位
な
ど
は
卑
怯
者
で
も
悪
人
で
も
ば

か
者
で
も
、
だ
れ
で
も
け
っ
こ
う
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
」）

1（
（

と
ル
ソ
ー
は
言
い
放
つ
。

さ
ら
に
、
社
会
観
、
国
家
観
の
問
題
は
ル
ソ
ー
の
歴
史
観
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
論
考
に
お

い
て
ル
ソ
ー
の
歴
史
観
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
筆
者
は
、
歴
史
の
連
続
性
を
強
調
す
る
ル
ソ
ー
解
釈
に

対
し
て
、
歴
史
の
切
断
、
断
絶
性
を
強
調
す
る
理
解
を
対
置
さ
せ
、
後
者
の
断
絶
説
を
採
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た）11
（

。
本
稿
で
展
開
す
る
パ

ト
リ
（
祖
国
）
論
の
文
脈
に
引
き
寄
せ
て
言
い
直
す
と
す
れ
ば
、
現
実
の
国
家
で
あ
る
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
と
構
想
さ
れ
る
「
大
き
な

パ
ト
リ
（
祖
国
）」
と
の
間
の
歴
史
過
程
に
は
連
続
性
で
は
な
く
、
切
断
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
国
家
の
創
設
、
す
な
わ
ち
立
法
の
前
に
、

革
命
と
全
面
譲
渡
が
な
け
れ
ば
ル
ソ
ー
の
捉
え
る
人
類
史
の
転
回
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
の
質
的
転
化
、
飛
翔

が
、『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
で
ル
ソ
ー
が
「
過
度
の
腐
敗
の
結
果
」
と
し
て
の
自
然
状
態
と
呼
ん
だ）11
（

、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
終
末
期

と
『
社
会
契
約
論
』
で
構
想
さ
れ
る
新
国
家
＝
ル
ソ
ー
型
国
家
の
創
設
と
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
言

う
革
命
と
は
、
そ
れ
ま
で
人
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
き
た
／
生
き
て
こ
ざ
る
を
な
か
っ
た
社
会
制
度
―
―
社
会
全
体
を
覆
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
（
網
目
）
と
言
っ
て
も
よ
い
―
―
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
人
々
と
そ
れ
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
人
々
と
の
間
で
力
と
力
が
激
突
し
、
社
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会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
な
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
秩
序
が
打
倒
さ
れ
る
、
い
わ
ば
全
面
的
な
革
命
を
指
し
て
い
る）11
（

。
ま
だ
、

革
命
は
現
実
化
し
て
い
な
い
が
、
ル
ソ
ー
は
け
っ
し
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
革
命
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
エ
ミ
ー
ル
』
で
吐
露

さ
れ
る
「
わ
た
し
た
ち
は
危
機
の
状
態
と
革
命
の
時
代
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
」）

11
（

と
の
時
代
認
識
は
『
社
会
契
約
論
』
で
提
示
さ
れ
る
政
治

構
想
と
突
き
合
わ
せ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
実
人
生
と
の
関
連
で
言
え
ば
、『
社
会
契
約
論
』（
一
七
六
二
年
四
月
）
と
『
エ

ミ
ー
ル
』（
同
年
五
月
）
の
出
版
に
よ
っ
て
、
そ
の
著
者
に
逮
捕
状
が
出
さ
れ
、
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
を
逃
げ
回
る
逃
亡
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
の
は
、
ル
ソ
ー
の
理
論
・
構
想
の
持
つ
破
壊
力
を
当
局
が
あ
る
意
味
で
的
確
に
判
断
し
た
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
単
に
、

爾
後
、
徐
々
に
ル
ソ
ー
の
内
面
で
膨
ら
ん
で
ゆ
く
「
被
害
妄
想
」
の
せ
い
に
の
み
帰
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
全
面
譲
渡
と
は
、
こ
う
し
た
全
面
的
な
革
命
の
後
に
、
人
々
が
一
人
一
人
、
物
質
、
精
神
の
両
面
で
こ
れ
ま
で
保
持
し
て

き
た
す
べ
て
の
も
の
を
、
文
字
通
り
、
い
っ
た
ん
捨
て
去
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
の
切
断
、
歴
史
の
飛
翔
と
し
て
の

革
命
と
全
面
譲
渡
の
理
解
が
ル
ソ
ー
研
究
の
中
で
脇
に
追
い
遣
ら
れ
て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
現
実
の
世
界
で
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命

や
ロ
シ
ア
革
命
を
中
心
と
し
た
諸
革
命
が
多
く
の
人
々
を
解
放
し
、
未
来
を
切
り
開
い
た
正
の
側
面
の
評
価
よ
り
、
革
命
の
プ
ロ
セ
ス
の

中
で
少
な
か
ら
ぬ
人
々
の
血
が
流
さ
れ
た
暴
力
革
命
の
負
の
側
面
や
革
命
後
に
出
現
し
た
独
裁
体
制
を
忌
避
す
る
人
々
の
心
理
、
態
度
と

が
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ル
ソ
ー
の
理
論
を
救
お
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
ル

ソ
ー
の
体
系
の
中
で
の
重
要
な
環
で
あ
る
革
命
と
全
面
譲
渡
を
抽
象
的
な
概
念
と
見
な
し
た
り
、
軽
視
も
し
く
は
無
視
す
る
結
果
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る）11
（

。

再
び
、
ル
ソ
ー
の
内
在
的
な
分
析
に
戻
る
と
、
革
命
の
み
な
ら
ず
文
字
通
り
の
全
面
譲
渡
が
、
社
会
契
約
に
基
づ
く
ル
ソ
ー
型
国
家
の

創
設
（
立
法
）
を
可
能
に
す
る
不
可
欠
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
単
に
個
人
の
財
産
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
に
す
る
、白
紙
化
す
る
、と
い
っ
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た
物
質
面
の
譲
渡
だ
け
で
な
く
、
信
仰
を
初
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
信
念
、
信
条
を
い
っ
た
ん
捨
て
る
こ
と
が
ル
ソ
ー
の
構
想
す
る
国
家
創

設
（
立
法
）
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
ル
ソ
ー
の
国
家
構
想
、
政
治
構
想
に
関
し
て
は
革
命
お
よ
び

全
面
譲
渡
の
位
置
づ
け
、
意
味
づ
け
を
行
っ
て
き
た
。
全
面
譲
渡
の
中
に
は
、
既
存
宗
教
（
教
会
・
教
団
の
キ
リ
ス
ト
教
）
の
廃
棄
、
白
紙

化
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た
。
新
国
家
の
宗
教
、
市
民
宗
教
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定
、

廃
棄
を
前
提
に
し
、
新
し
く
創
設
さ
れ
た
祖
国
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
宗
教
と
位
置
づ
け
ら
れ
た）11
（

。

こ
う
し
た
理
解
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
全
面
譲
渡
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
家
族
は
、
特
に
、
そ
れ
ま
で
の
夫
婦
（
男
女
）
関
係
は
ど
う
な

る
の
か
。
ル
ソ
ー
が
批
判
す
る
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
、
社
会
で
、
人
々
の
結
婚
を
支
配
、
管
理
し
て
い
た
の
は
既
存
宗
教
、
つ
ま
り
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
団
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
面
譲
渡
を
経
た
ル
ソ
ー
型
国
家
に
お
い
て
、
教
会
（
教
団
）
と
密

接
な
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
下
で
夫
が
自
分
の
遺
伝
子
を
受
け
継
ぐ
わ
が
子
（
嫡
出
子
）
に
確
実
に
財
産
を
相

続
さ
せ
る
た
め
に
妻
や
家
族
を
支
配
し
て
き
た
、
家
父
長
制
と
い
う
仕
組
み
だ
け
が
無
傷
で
温
存
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
想

定
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
言
う
。

「
人
間
で
あ
り
市
民
で
あ
る
者
は
、だ
れ
で
あ
ろ
う
と
、自
分
自
身
の
ほ
か
に
は
ど
ん
な
財
産
も
社
会
に
あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ほ
か
の
財
産
は
す
べ
て
か
れ
が
ど
う
考
え
よ
う
と
社
会
の
も
の
だ
。（
中
略
）
人
は
み
な
自
分
の
も
っ
て
い
る
も
の
を
い
っ
さ
い
借

り
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
た
め
に
し
か
支
払
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ど
ん
な
父
親
に
し
ろ
、
仲
間
に
と
っ
て
無
用
な

人
間
で
い
ら
れ
る
権
利
を
息
子
に
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
父
親
は
息
子
に
そ

の
富
を
、
つ
ま
り
労
働
の
証
拠
と
代
償
を
、
譲
り
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
だ
。
自
分
で
か
せ
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が
な
い
も
の
を
な
に
も
し
な
い
で
食
っ
て
い
る
者
は
、
そ
れ
を
盗
ん
で
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
な
に
も
し
な
い
の
に
国
家
か
ら
支
払

い
を
う
け
て
い
る
年
金
生
活
者
は
、
わ
た
し
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
通
り
か
か
っ
た
人
を
犠
牲
に
し
て
生
活
し
て
い
る
山
賊
と
ほ
と
ん

ど
変
わ
り
な
い
。（
中
略
）
だ
か
ら
、
働
く
こ
と
は
社
会
的
人
間
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
義
務
だ
。
金
持
ち
で
も
貧
乏
人
で
も
、

強
い
者
で
も
弱
い
者
で
も
、
遊
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
市
民
は
み
ん
な
悪
者
だ
」）

11
（

。

そ
れ
ま
で
の
家
父
長
制
家
族
す
な
わ
ち
、
あ
る
が
ま
ま
の
家
族
も
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
同
様
、
廃
棄
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
全
面
譲
渡
を
経
た
ル
ソ
ー
型
国
家
で
の
立
法
で
、
市
民
た
ち
は
、
家
族
の
所
有
を
ど
こ
ま
で
権
利
と
し
て
認
め
る
の
か
、
家
族
の
財

産
相
続
を
容
認
す
る
の
か
、
容
認
す
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
な
の
か
、
に
つ
い
て
も
当
然
、
そ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。

創
り
出
す
家
族
・
国
家
の
誕
生
は
、
そ
れ
ま
で
の
財
産
シ
ス
テ
ム
を
白
紙
化
し
、
根
底
的
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
か
え
る
こ
と
を
必

然
的
に
伴
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
の
創
り
出
す
家
族
・
国
家
の
理
論
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
家
父
長
制
国
家
論
と
呼
ぶ
こ

と
は
到
底
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
ル
ソ
ー
批
判
、
ル
ソ
ー
の
家
父
長
制
国
家
批
判
に
影
響
さ
れ
す
ぎ
て
、
私
た
ち
が

ル
ソ
ー
を
家
父
長
制
論
者
と
考
え
て
き
た
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ル
ソ
ー
は
こ
れ
ま
で
の
家
父
長

制
を
破
壊
し
た
上
で
、
家
父
長
制
な
ら
ざ
る
新
し
い
家
族
の
構
想
を
提
示
し
た
、
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
本
章
を
小
括
し
よ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
指
摘
と
は
異
な
っ
て
、
夫
（
男
）
を
豊
か
な
感
受
性
、
感
情
に
よ
っ

て
、
道
徳
化
す
る
役
割
を
女
性
に
振
り
分
け
て
い
た
。
夫
婦
（
男
女
）
は
、
一
方
（
夫
）
が
他
方
（
妻
）
を
一
方
的
に
形
成
す
る
も
の
、
教

育
し
、見
張
る
も
の
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、ル
ソ
ー
の
考
え
を
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
流
に
表
現
し
直
す
と
、夫
婦

0

0

（0

男
女

0

0

）0

は0

、0

互
い
が
互
い
を
「
形
成
」

0

0

0

0

0

0

0

0

（
0

完
成

0

0

）0

す
る

0

0

の
で
あ
る
。
二
章
で
分
析
の
俎
上
に
載
せ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
の
文
言
「
そ
れ
ぞ
れ
が
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
見
た
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
（
鳴
子
）

服
従
し
な
が
ら
、
両
者
と
も
に
主
人
な
の
だ
」
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。『
エ
ミ
ー
ル
』
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
、
二
五
年
間
エ
ミ
ー
ル
を

導
い
て
き
た
教
師
の
以
下
の
言
葉
の
中
に
は
、
夫
婦
が
そ
れ
ぞ
れ
主
人
（
夫
）
と
指
導
者
（
妻
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
エ
ミ
ー
ル
の
伴

侶
ソ
フ
ィ
ー
に
対
し
教
師
は
「
エ
ミ
ー
ル
は
、
あ
な
た
の
夫
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
主
人
に
な
っ
た
」）

11
（

と
言
い
、
エ
ミ
ー
ル

に
対
し
て
は
「
人
間
に
は
一
生
の
あ
い
だ

0

0

0

0

0

0

助
言
と
指
導
が
必
要
だ
。（
中
略
）
こ
こ
に
、
こ
れ
か
ら
の
あ
な
た
の
指
導
者
が
い
る
」）

11
（

（
傍
点

は
引
用
者
）
と
言
う
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
構
想
を
、「
家
父
長
制
国
家
論
」
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
家

族
・
国
家
の
全
面
譲
渡
を
前
提
と
し
た
創
り
出
す
家
族
・
国
家
（
大
小
二
つ
の
パ
ト
リ
）
の
構
想
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

四 

創
り
出
す
家
族
・
創
り
出
す
国
家
と
そ
の
連
関

ル
ソ
ー
は
『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
に
お
い
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
が
、
政
府
の
一
応
機
能
す
る
比
較
的
長
い
合
法
期
を
経
た
後
と

は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
過
度
の
腐
敗
の
結
果
」
と
し
て
の
自
然
状
態
、
す
な
わ
ち
、
第
二
の
ホ
ッ
ブ
ズ
戦
争
状
態
（
専
制
主
義
）
に

陥
る
、
国
家
の
変
遷
・
転
化
の
歴
史
を
理
念
的
に
描
出
し
て
い
る）1（
（

。
社
会
と
所
有
の
発
生
後
、
出
現
し
た
第
一
の
ホ
ッ
ブ
ズ
戦
争
状
態
か

ら
人
々
を
救
う
た
め
に
設
立
さ
れ
た
（
は
ず
だ
っ
た
）
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
が
、
第
二
の
ホ
ッ
ブ
ズ
戦
争
状
態
（
専
制
主
義
）
に
行
き
着
い

て
し
ま
う
根
本
原
因
を
、
ル
ソ
ー
は
端
的
に
、
国
家
設
立
時
の
そ
も
そ
も
の
組
成
の
悪
さ
に
求
め
て
い
る）11
（

。
と
こ
ろ
で
、
国
家
と
は
、
軍

隊
で
あ
れ
警
察
で
あ
れ
、
暴
力
装
置
を
内
に
保
持
す
る
権
力
装
置
、
暴
力
管
理
装
置
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ソ
ー
は
、

国
家
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
も
、
枝
葉
を
捨
象
し
て
本
質
部
分
だ
け
を
記
す
の
で
あ
る
が
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
設
立
に
乗
り
出

し
た
の
は
少
数
派
の
富
者
で
、
彼
ら
富
者
が
多
数
派
の
貧
者
の
同
意
を
取
り
つ
け
は
す
る
も
の
の
、
富
者
主
導
で
富
者
に
都
合
の
よ
い
形
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に
、
公
権
力
の
保
管
、
つ
ま
り
暴
力
の
管
理
、
統
御
装
置
を
整
備
し
て
い
っ
た
点
を
強
調
す
る
。
な
ぜ
暴
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
目
的

で
始
ま
っ
た
は
ず
の
国
家
が
、
再
び
暴
力
化
、
し
か
も
最
悪
の
形
で
暴
力
化
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
問
い
を
中
心
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
歴
史
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
捉
え
返
し
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、『
人
間
不
平
等
起
原
論
』の
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
史
は
、男
性
に
よ
る
男
性
の
た
め
の
国
家
が
失
敗
に
終
わ
っ

た
歴
史
だ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
歴
史
が
失
敗
だ
っ
た
の
は
、
男
性
（
の
理
性
と
意

志
の
力
）
だ
け
で
は
、暴
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
史
を
繰
り
返
さ
ず
、政
治
（
国
家
）

の
戦
争
状
態
化
、
暴
力
化
を
阻
ん
で
、
政
治
（
国
家
）
の
道
徳
化
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
そ
、
女
性
（
の
感
受
性
、
感
情
の
豊
か
さ
、
良
心
）

の
働
き
か
け
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
『
社
会
契
約
論
』
冒
頭
（
第
一
編
第
一
章　

第
一
編
の
主
題
）
の
以
下
の
テ

ク
ス
ト
も
改
め
て
読
み
直
し
て
み
よ
う
。

「
も
し
、
わ
た
し
が
力
し
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
結
果
し
か
、
考
え
に
入
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
い
う

だ
ろ
う

―
あ
る
人
民
が
服
従
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
服
従
し
て
い
る
間
は
、
そ
れ
も
よ
ろ
し
い
。
人
民
が
ク
ビ
キ
を
ふ
り
ほ
ど
く
こ

と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
を
ふ
り
ほ
ど
く
こ
と
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
、
な
お
よ
ろ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
人
民
は
、〔
支
配

者
が
〕
人
民
の
自
由
を
う
ば
っ
た
そ
の
同
じ
権
利
に
よ
っ
て
、
自
分
の
自
由
を
回
復
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
民
は
自
由
を
と
り
戻
す

資
格
を
あ
た
え
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
民
か
ら
自
由
を
う
ば
う
資
格
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
ど
ち
ら
か

だ
か
ら
。
し
か
し
、
社
会
秩
序
は
す
べ
て
の
他
の
権
利
の
基
礎
と
な
る
神
聖
な
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
利
は
自
然

か
ら
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
だ
か
ら
約
束
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
約
束
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
見
た
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
（
鳴
子
）

る
こ
と
が
、
問
題
な
の
だ
」）

11
（

。

「
力force
」
と
い
う
語
に
注
目
し
よ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
を
引
き
合
い
に
出
さ
ず
と
も
、
力
を
視
野
に
入
れ
な
い
政
治
論
は

空
虚
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
、
力
の
み
に
終
始
す
る
政
治
論
は
理
念
な
き
現
実
論
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で

着
目
す
べ
き
は
、
ル
ソ
ー
の
力
と
の
向
き
合
い
方
、
力
へ
の
ま
な
ざ
し
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
強
い
ら
れ
た
服
従
を
直
ち
に

や
め
よ
と
は
言
わ
ず
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
や
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
場

合
に
も
、
力
を
打
ち
倒
す
と
は
言
わ
ず
に
、
ク
ビ
キ
を
振
り
ほ
ど
く
と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
単
な
る
修
辞
で
は
な
く
、
ル
ソ
ー
の
思
想
の

特
質
を
表
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
ル
ソ
ー
の
力
と
の
向
き
合
い
方
は
か
な
り
女
性
的
で
あ
り
、
思
想
家

ル
ソ
ー
の
中
の
女
性
性
が
色
濃
く
表
れ
、
受
動
性
と
能
動
性
と
が
交
差
す
る
、
独
特
の
立
論
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
冒
頭
で
、
力
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
も
、
政
治
を
権
利
や
正
義
に
結
び
つ
け
、
力
に
終
始
し
な
い
政
治

の
道
徳
化
構
想
の
展
開
を
宣
言
す
る
。『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
と
『
社
会
契
約
論
』、『
エ
ミ
ー
ル
』
は
、
質
的
な
転
換
（
言
い
換
え
れ
ば

歴
史
の
切
断
）
を
伴
い
つ
つ
結
節
さ
れ
る
。
強
い
ら
れ
た
服
従
の
期
間
と
は
、『
人
間
不
平
等
起
原
論
』
の
第
二
の
ホ
ッ
ブ
ズ
戦
争
状
態
を

指
し
、
こ
の
状
態
と
『
社
会
契
約
論
』
の
国
家
の
創
設
と
の
間
に
は
、
革
命
と
全
面
譲
渡
が
挟
ま
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ル
ソ
ー
は
力
に
終
始
し
な
い
政
治
を
い
か
な
る
方
途
に
よ
っ
て
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
の
か
。

ル
ソ
ー
が
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
論
じ
た
家
族
構
想
（
小
パ
ト
リ
論
）
と
『
社
会
契
約
論
』
で
論
じ
た
国
家
構
想
（
大
パ
ト
リ
論
）
と
の
関
係

が
ま
さ
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
小
パ
ト
リ
か
ら
見
て
み
よ
う
。
政
治
（
国
家
）
の
道
徳
化
に
対
し
て
小
パ
ト
リ
は
い
か

な
る
貢
献
を
な
す
の
か
。
そ
の
問
い
を
解
く
鍵
は
ル
ソ
ー
の
言
う
男
女
の
非
対
称
性
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
女
と
男
は
た
が
い
に
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相
手
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
が
、
相
互
の
依
存
状
態
は
同
等
で
は
な
い
。
男
は
そ
の
欲
望
に
よ
っ
て
女
に
依
存
し
て

い
る
。
女
は
そ
の
欲
望
と
そ
の
必
要
に
よ
っ
て
男
に
依
存
し
て
い
る
」）

11
（

と
ル
ソ
ー
は
言
う
。
欲
望
だ
け
で
女
性
と
結
び
つ
く
男
性
は
、
結

婚
と
い
う
装
置
が
な
け
れ
ば
、
女
性
か
ら
女
性
へ
渡
り
歩
き
、
一
人
の
女
性
と
緊
密
で
継
続
的
な
関
係
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
の
立
論
の
独
自
な
点
、
興
味
深
い
点
は
、
同
じ
く
結
婚
と
言
っ
て
も
、
家
父
長
制
家
族
に
お
い
て
の
結
婚
は
、
夫
が

自
身
の
嫡
出
子
に
家
督
・
財
産
を
確
実
に
継
が
せ
る
た
め
に
、
妻
を
家
に
留
め
置
き
、
縛
り
つ
け
て
お
く
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ル

ソ
ー
の
創
り
出
す
家
族
（
小
パ
ト
リ
）
の
結
婚
は
、
妻
が
夫
を
家
族
と
い
う
親
密
空
間
に
、
強
く
結
び
つ
け
て
お
く
装
置
で
あ
る
こ
と
に

あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
で
は
、
夫
を
妻
の
下
に
強
く
結
び
つ
け
て
お
く
こ
と
が
な
ぜ
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ル
ソ
ー
の
構
想
に

お
い
て
は
、
小
パ
ト
リ
が
、
感
受
性
や
感
情
に
乏
し
い
夫
が
妻
か
ら
周
囲
の
状
況
や
人
々
の
感
情
を
教
え
ら
れ
る
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
第
二
章
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
女
性
よ
り
感
受
性
、
感
情
が
乏
し
く
、
自
分
の
意
志
に
集
中
す
る
結
果
、
独
断
、

独
善
に
陥
る
危
険
性
を
多
分
に
持
つ
男
性
は
、
家
族
と
い
う
小
さ
く
緊
密
な
空
間
で
、
常
に
妻
と
接
し
、
繰
り
返
し
妻
か
ら
助
言
を
得
な

け
れ
ば
、
感
じ
や
す
く
道
徳
的
な
存
在
に
な
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
創
り
出
す
小
パ
ト
リ

は
、
男
性
の
（
女
性
に
と
っ
て
も
だ
が
）
人
格
的
成
長
、
道
徳
的
「
完
成
」
に
と
っ
て
不
可
欠
の
装
置
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
敷
衍
す

れ
ば
、
欲
望
の
み
に
よ
っ
て
女
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
男
性
が
、
人
格
的
、
道
徳
的
「
完
成
」
を
果
た
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
男
性

が
小
パ
ト
リ
（
創
り
出
す
家
族
）
と
揺
る
ぎ
な
い
関
係
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
考
え
た
。
男
性
も
欲
望
だ
け
で
な
く
、

こ
の
新
た
な
必
要
に
よ
っ
て
女
性
と
結
び
つ
く
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
男
女
と
も
に
欲
望
と
必
要
で
結
び
つ
く
新
し
い
家

族
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
ル
ソ
ー
が
編
み
出
し
た
高
度
の
人
為
＝
契
約
で
あ
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
男
性
の
新
た
な
必
要
は
、
よ
り
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
小
パ
ト
リ
と
大
パ
ト
リ
は
連
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動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
小
パ
ト
リ
は
大
パ
ト
リ
（
創
り
出
す
国
家
）
へ
「
ル
ソ
ー
・
デ
カ
ル
ト
統
合
型
人
間
」
の
代
表
と
し
て
男
性
（
父
・

夫
）
を
送
り
出
す
。
女
性
（
母
・
妻
）
は
小
パ
ト
リ
の
守
り
手
と
し
て
そ
の
内
部
に
留
ま
り
、
小
パ
ト
リ
の
中
で
絶
え
ず
男
性
（
父
・
夫
）

へ
の
働
き
か
け
を
続
け
る
。
妻
の
夫
へ
の
な
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
働
き
か
け
、
助
言
は
、
一
時
的
、
一
回
き
り
の
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ

か
、
繰
り
返
さ
れ
、
夫
の
妻
へ
の
見
る
べ
き
も
の
を
教
え
る
働
き
か
け
と
も
ど
も
、
相
互
的
な
影
響
の
与
え
合
い
と
な
る
。
男
性
（
父
・
夫
）

は
小
パ
ト
リ
と
大
パ
ト
リ
と
の
間
を
行
き
来
し
、
大
パ
ト
リ
に
お
い
て
、
市
民
と
し
て
立
法
に
直
接
参
画
し
、
一
般
意
志
を
共
同
で
発
見

す
る
役
割
を
担
う
。
一
般
意
志
と
は
、
大
パ
ト
リ
の
持
つ
共
同
の
力
を
動
か
す
共
同
の
意
志
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
男
性
の
務
め
は
そ

れ
に
留
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
創
り
出
す
国
家
（
大
パ
ト
リ
）
は
、「
道
徳
国
家
」
な
ら
ざ
る
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
（
現
実
国
家
）
に
囲

ま
れ
、
他
国
か
ら
の
不
当
な
侵
害
、
侵
略
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
リ
ア
リ

ス
ト
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
は
、
創
り
出
す
国
家
の
よ
う
な
共
同
の
力
、
共
同
の
意
志
を
持
ち
え
な
い
。
あ
る
の
は
不
和
で
あ
り
、

不
和
は
、
結
局
、
力
を
獲
得
し
た
一
握
り
の
者
の
支
配
に
帰
着
す
る
。

私
た
ち
は
す
で
に
「
不
和
」
に
関
し
て
は
二
章
の
問
題
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
中
に
「
も
し
、
女
性
も
男
性
と
同
じ
程
度
に
根
源
に
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
、
男
性
も
女
性
と
同
じ
程
度
に
細
か
い
こ
と
に
気
が
つ
く
と
す
れ
ば
、
両
者
は
い
つ
も
た
が
い
に
独
立
し
て
い
て
、
た
え

ま
な
い
不
和
の
う
ち
に
生
き
、
相
互
の
関
係
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
に
な
る
」）

11
（

と
い
う
言
説
に
出
合
っ
て
い
た
。
ル
ソ
ー
は
、
人
間
に

男
性
も
女
性
も
な
い
の
な
ら
、
人
々
は
不
和
の
う
ち
に
生
き
る
し
か
な
い
、
差
異
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
男
女
が
不
和
の
う
ち
に
生
き

ず
、「
共
同
の
目
的
」
に
向
か
っ
て
ゆ
け
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
も
う
一
度
、
ル
ソ
ー
の
哲
学
的
人
間
観
に
接

近
す
べ
き
で
あ
る
。『
エ
ミ
ー
ル
』
中
盤
の
「
サ
ヴ
ォ
ワ
の
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」
の
中
で
、真
理
を
求
め
て
苦
悩
す
る
助
任
司
祭
は
「
わ

た
し
は
デ
カ
ル
ト
が
真
理
の
探
究
の
た
め
に
必
要
と
し
て
い
る
不
確
実
と
疑
惑
の
状
態
に
あ
っ
た
」）

11
（

と
語
り
始
め
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
わ
た
し
は
哲
学
者
に
き
い
て
み
た
。
か
れ
ら
の
書
物
を
ひ
ら
い
て
み
た
。
か
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
し
ら
べ
て
み
た
。
わ
た

し
は
か
れ
ら
が
み
ん
な
傲
慢
で
、
断
定
的
、
独
断
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
懐
疑
論
を
と
な
え
て
い
て
も
そ
う
な
の
で
、

な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
い
こ
と
は
な
く
、
な
に
ひ
と
つ
証
明
す
る
の
で
も
な
く
、
か
れ
ら
は
た
が
い
に
相
手
を
嘲
笑
し
て
い
る
の
だ
が
、

す
べ
て
の
哲
学
者
に
共
通
な
こ
の
点
だ
け
が
か
れ
ら
の
正
し
い
点
で
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
た
。
攻
撃
す
る
と
き
に
は

花
々
し
い
が
、
自
説
を
擁
護
す
る
と
き
に
は
か
れ
ら
に
は
力
が
欠
け
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
理
論
を
し
ら
べ
て
み
れ
ば
、
か
れ
ら
に

は
た
だ
破
壊
的
な
理
論
が
あ
る
だ
け
だ
。
か
れ
ら
の
票
を
か
ぞ
え
て
み
れ
ば
、か
れ
ら
は
み
ん
な
一
票
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

か
れ
ら
が
一
致
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
は
た
だ
論
争
す
る
だ
け
だ
。
か
れ
ら
の
言
う
こ
と
に
耳
を
か
た
む
け
る
の
は
、
わ
た
し
の
不

確
実
な
状
態
か
ら
ぬ
け
だ
す
方
法
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
人
間
の
精
神
の
無
力
が
人
々
の
考
え
の
あ
の
驚
く
べ
き
多
様
性

の
第
一
の
原
因
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
傲
慢
が
第
二
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
」）

11
（

。

こ
こ
で
助
任
司
祭
が
見
て
取
っ
た
不
一
致
、
不
和
は
、
単
に
哲
学
の
世
界
に
留
ま
ら
ず
、
人
間
社
会
全
般
（
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
と
世
界
）

に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
類
が
辿
っ
て
き
た
人
間
の
歴
史
に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
認
識
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
が
注

視
し
て
い
る
の
は
女
性
の
不
完
全
性
だ
け
で
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
不
和
と
力

の
支
配
の
根
本
原
因
は
、
根
源
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る
デ
カ
ル
ト
型
人
間
＝
男
性
の
不
完
全
性
に
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
不
完
全
な

デ
カ
ル
ト
型
人
間
の
力
の
支
配
を
許
容
し
、
服
従
し
、
共
犯
さ
え
し
て
き
た
ル
ソ
ー
型
人
間
＝
女
性
の
不
完
全
性
に
も
等
分
の
責
任
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
目
で
あ
る
女
性
は
、
腕
で
あ
る
男
性
に
な
す
べ
き
こ
と
を
教
え
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
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本
章
を
ま
と
め
よ
う
。
大
パ
ト
リ
の
男
性
＝
市
民
は
、
小
パ
ト
リ
で
女
性
か
ら
な
す
べ
き
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
、
国
内
を
、
共
同
の
意

志
と
そ
れ
に
服
す
る
共
同
の
力
で
道
徳
化
し
て
い
る
。
し
か
し
大
パ
ト
リ
は
、
不
和
と
力
の
支
配
す
る
戦
争
国
家
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
た

め
、
戦
争
国
家
が
大
パ
ト
リ
に
侵
入
し
て
く
る
際
に
は
、
市
民
で
あ
る
男
性
（
父
・
夫
）
は
道
徳
国
家
を
守
る
た
め
に
、
兵
士
と
な
り
戦

う
こ
と
が
彼
の
務
め
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
女
性
＝
授
乳
」
と
対
に
な
る
「
男
性
＝
戦
争
」
は
、
道
徳
国
家
（
大
パ
ト
リ
）
の
守
り
手
・

防
衛
者
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
、
古
く
は
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
か
ら
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
に
至
る
ま
で
、
女
性
を
劣
位
に
置
き
、
家
庭
に
閉
じ
込
め
た
思
想
家
と
し
て
反
駁
の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
ル
ソ
ー
の
構
想
に

お
い
て
、
女
性
の
働
き
が
な
け
れ
ば
、
国
家
の
暴
力
性
を
最
小
化
し
、
力
の
暴
走
を
阻
止
す
る
こ
と
な
ど
覚
束
な
い
。
女
性
の
働
き
は
国

家
の
道
徳
化
構
想
の
不
可
欠
に
し
て
重
要
な
環
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
女
性
を
蔑
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、
女
性
の
貢
献
、
役
割
を
自
身

の
政
治
構
想
の
基
底
部
分
に
取
込
み
、
位
置
づ
け
た
初
め
て
の
思
想
家
と
言
え
よ
う
。

五 

ル
ソ
ー
型
国
家
は
膨
張
す
る
国
家
な
の
か

ル
ソ
ー
が
二
つ
の
パ
ト
リ
構
想
を
提
起
し
た
一
八
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
戦
争
や
暴
力
の
観
点
か
ら
見
た
時
、
ど
の
よ
う
な
時

代
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ピ
ン
カ
ー
の
『
暴
力
の
人
類
史
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
図
1
を
参
照
し
て
マ
ク
ロ
的
に
眺
望

し
て
み
よ
う）11
（

。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
武
力
衝
突
に
よ
る
死
亡
率
を
一
四
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
長
い
ス
パ
ン
で
捉
え
た

も
の
で
あ
る
。
人
口
一
〇
万
人
あ
た
り
の
年
間
死
者
数
の
推
移
を
示
す
こ
の
図
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
六
〇
〇
年
の
歴
史
上
、
三
つ
の
大
き

な
ピ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
人
口
比
で
み
た
死
者
数
の
最
大
値
を
示
す
の
が
両
世
界
大
戦
の
勃
発
し
た
二
〇
世
紀
前
半
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の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
第
二
の
値
を
示
す
ピ
ー
ク
が
三
十
年
戦
争
な
ど
の
宗
教

戦
争
に
明
け
暮
れ
た
一
七
世
紀
初
頭
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ピ
ー
ク
の

間
に
あ
る
三
番
目
の
高
さ
を
持
つ
ピ
ー
ク
は
、一
八
世
紀
後
半
か
ら
上
昇
し
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
れ
に
続
く
一
九
世
紀
初
頭
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
期
の
も

の
で
あ
る
。
巨
視
的
に
こ
の
六
〇
〇
年
間
を
眺
め
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
戦

争
期
と
武
力
衝
突
が
相
対
的
に
少
な
い
「
平
和
」
期
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、

本
稿
が
問
題
と
す
る
一
八
世
紀
後
半
は
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ピ
ー
ク
に
向
か

う
戦
争
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
も
う
少
し
丹
念
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
時
期

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、相
対
的
に「
平
穏
」な
世
紀
前
半
か
ら
一
七
五
六
年
に
始

ま
る
七
年
戦
争
（
一
七
五
六
―
六
三
）
を
境
に）11
（

、
一
転
し
て
衝
突
、
戦
争
の
続

く
時
代
に
シ
フ
ト
し
て
ゆ
く
歴
史
の
転
換
点
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
私
た
ち
は
本
稿
冒
頭
で
予
告
し
た
問
い
、
疑
問
と
向
き
合
う

こ
と
に
し
よ
う
。『
戦
争
法
の
諸
原
理
』
の
校
訂
者
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
は
、『
戦

争
法
の
諸
原
理
』
の
読
解
を
踏
ま
え
て
『
社
会
契
約
論
』
の
再
読
解
に
向
か

う
。
そ
し
て
驚
く
べ
き
見
解
が
引
き
出
さ
れ
る
。
彼
は
一
七
五
六
年
執
筆
と

推
定
さ
れ
る
『
戦
争
法
の
諸
原
理
』
の
テ
ー
ゼ
と
『
社
会
契
約
論
』（
一
七
六
二

年
四
月
刊
）
の
テ
ー
ゼ
を
別
々
の
二
面
図
と
し
て
並
立
す
る
こ
と
で
満
足
せ

250
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100

50

0

1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

人
口
10
万
人
あ
た
り
の
年
間
死
者
数

 原典： 「衝突のカタログ」、Brecke, 1999; Long & Brecke, 200（. 歴史的人口推定
値は四半世紀末のもので McEvedy& Jones, 1978 による。

 出所：ピンカー（2015）（上）（11 頁。

図1　ヨーロッパ圏における衝突による死亡率（1400～2000年）
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ず
、『
社
会
契
約
論
』
そ
れ
自
体
に
、
異
な
る
二
つ
の
概
念
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る）11
（

。
異
な
る
二
つ
の
概
念
と
は
、「
主
権
を
も

つ
人
民
」
と
「
主
権
を
も
つ
国
／
力
」
を
指
す
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
権
威
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
国
／
力
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
呼
び
直
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
は
「
政
治
体
の
二
重
の
本
性
」
を
『
社
会
契
約
論
』
の
中
に
読
み
込
み
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
え

ば
、
ル
ソ
ー
の
契
約
国
家
と
言
え
ど
も
、
国
／
力
の
本
性
を
併
せ
持
ち
、
防
衛
戦
争
だ
け
で
な
く
、
他
国
を
攻
撃
す
る
攻
撃
戦
争
も
行
い
、

膨
張
す
る
国
家
と
な
る
危
険
性
も
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
か
に
し
て
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
は
そ
う
し
た
独
自
の
見
解
を
持

つ
に
至
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
読
者
に
は
な
じ
み
の
『
社
会
契
約
論
』
第
1
編
第

（
章
の
「
こ
の
よ
う
に
、す
べ
て
の
人
々
の
結
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
の
公
的
な
人
格
は
、か
つ
て
は
都（
シ市
国テ
）家
と
い
う
名
前
を
も
っ

て
い
た
が
、今
で
は
共
和
国

0

0

0

（République

）
ま
た
は
政
治
体

0

0

0

（Corps politique

）
と
い
う
名
前
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、受
動
的
に
は
、

構
成
員
か
ら
国
家

0

0

（État

）
と
よ
ば
れ
、
能
動
的
に
は
主
権
者

0

0

0

（Souverain

）、
同
種
の
も
の
と
比
べ
る
と
き
は
国0

（Puissance

）
と
よ
ば

れ
る
」）

1（
（

の
中
のPuissance

に
着
目
し
、
こ
のPuissance

を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
単
に
国
際
法
上
の
国
の
意
味
に
解
さ
ず
に
、
力
の
次
元

に
引
き
寄
せ
て
「
国
／
力
」
と
読
み
込
ん
だ
こ
と
に
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、筆
者
は
『
戦
争
法
の
諸
原
理
』
を
校
訂
し
て
一
貫
性
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
再
現
し
て
見
せ
た
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
と
シ
ル
ヴ
ェ

ス
ト
リ
ー
ニ
の
作
業
に
は
敬
意
を
表
す
る
が
、
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
の
こ
の
読
み
込
み
に
は
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

ま
ず
『
戦
争
法
の
諸
原
理
』
と
『
社
会
契
約
論
』
と
で
は
、
著
作
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
質
量
と
も
に
圧
倒
的
な
差
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
構
想
し
た
よ
り
包
括
的
な
著
作
（『
政
治
制
度
論
』）
の
完
遂
を
断
念
し
た
ル
ソ
ー
が
、
一
方
の
『
戦

争
法
の
諸
原
理
』
は
未
完
の
ま
ま
に
留
め
、
他
方
の
『
社
会
契
約
論
』
は
現
在
私
た
ち
が
親
し
ん
で
い
る
定
稿
と
し
て
刊
行
し
た
判
断
に

改
め
て
思
い
を
到
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
の
上
述
の
読
み
込
み
は
、
ル
ソ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
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二

（
一
七
六
二
年
四
月
刊
）、『
エ
ミ
ー
ル
』（
同
年
五
月
刊
）
で
提
起
し
た
二
つ
の
パ
ト
リ
に
よ
る
政
治
の
道
徳
化
構
想
の
意
味
、
意
義
を
見
え

に
く
く
し
、
政
治
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
名
の
下
に
、
再
び
政
治
を
戦
争
の
水
準
、
あ
る
が
ま
ま
の
国
家
の
次
元
に
押
し
返
し
て
し
ま
い
か
ね

な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
の
再
現
作
業
の
功
績
は
、
包
括
的
、
体
系
的
な
著
作
の
プ

ラ
ン
（『
政
治
制
度
論
』）
が
単
に
口
先
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
結
局
は
完
遂
を
断
念
さ
れ
た
と
は
い
え
、
途
中
ま
で
ル
ソ
ー
が
意
欲
的

に
取
組
ん
だ
よ
り
大
き
な
構
想
の
存
在
の
確
か
さ
を
私
た
ち
に
改
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
、
む
し
ろ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六 

結
び
に
か
え
て

授
乳
と
戦
争
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
家
族
・
国
家
構
想
は
、
こ
れ
ま
で
理
解

さ
れ
て
き
た
よ
う
な
家
父
長
制
国
家
論
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
生
命
の
保
存
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
に
、「
小
さ
な
パ
ト
リ
」（
家

族
）
の
守
り
手
で
あ
る
母
と
「
大
き
な
パ
ト
リ
」（
国
家
）
の
防
衛
者
で
あ
る
父
と
い
う
二
段
構
え
の
守
り
手
、
防
衛
者
を
配
置
し
た
「
創

り
出
す
二
つ
の
パ
ト
リ
論
」
と
し
て
読
む
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
創
り
出
す
二
つ
の
パ
ト
リ
構
想
は
、
政
治
を
道
徳
化
し
、
国

家
を
、
攻
撃
戦
争
を
行
わ
ぬ
膨
張
し
な
い
国
家
と
す
る
た
め
の
構
想
で
あ
っ
た
。
以
上
、
本
稿
の
考
察
か
ら
、
仮
説
〈「
ル
ソ
ー
型
国
家
」

は
膨
張
し
な
い
国
家
で
あ
る
〉
は
証
明
さ
れ
た
。

（
1
）
「
ル
ソ
ー
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
論
と
18
世
紀
―
授
乳
と
戦
争
―
」『
経
済
学
論
纂
』（
中
央
大
学
）
五
七
─
五
・
六
、
二
〇
一
七
年
三
月
。
な
お
、

こ
れ
ま
で
に
筆
者
が
執
筆
し
た
戦
争
に
関
わ
る
論
考
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

①
「
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
序
説
―
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
か
ら
も
う
1
つ
の
Ｅ
Ｕ
統
合
を
考
え
る
―
」（『
中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
年
報
』
一
八
、
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
見
た
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
（
鳴
子
）

二
〇
一
四
年
八
月
）。

②
「〈
暴
力
─

国
家
─

女
性
〉
と
ル
ソ
ー
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
論
」（『
中
央
大
学
経
済
研
究
所
年
報
』
四
六
、
二
〇
一
五
年
九
月
）。

③
「「
戦
争
を
す
る
国
家
」
か
ら
「
戦
争
を
し
な
い
国
家
」
へ
の
転
換
は
い
か
に
し
て
可
能
か
―
プ
ラ
ト
ン
国
家
と
ル
ソ
ー
型
国
家
の
比
較
か

ら
の
一
考
察
―
」（『
白
門
』
六
八
─
三
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

④
「
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
と
意
志
の
定
点
観
測
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ル
ナ
ン
、
第
三
帝
国
―
」（『
経
済
学
論
纂
』（
中
央
大
学
）

五
六
―
五
・
六
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
2
）Rousseau
（19（9
）p.（99

（
下
一
八
頁
）.

（
（
）W

ollstonecraft
（1995

）.

（
（
）ibid.,p.2（5

（
二
七
五
頁
）.

（
5
）
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
（
二
〇
一
四
）。

（
（
）
特
に
、
鳴
子
博
子
（
二
〇
一
七
）
の
（
．⑴
ル
ソ
ー
の
「
母
の
思
想
・
理
論
」
お
よ
び
（
．結
び
に
か
え
て
―
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
あ
る

い
は
自
然
と
習
俗
―
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）H

uber

（2007

）p.118

（
一
四
六
頁
）.

（
8
）Rousseau

（19（9

）p.700

（
下
二
〇
頁
）.

（
9
）ibid.,p.720

（
下
六
〇
─
六
一
頁
）.

（
10
）ibid.,p.（00

（
中
二
二
二
頁
）.

（
11
）ibid.,p.57（

（
中
一
七
一
頁
）.

（
12
）ibid.,p.7（7

（
下
八
九
頁
）.

（
1（
）ibid.,p.58（

（
中
一
九
五
頁
）.

（
1（
）ibid.,p.（81

（
上
四
七
四
頁
）.

（
15
）
鳴
子
博
子
（
二
〇
〇
一
）
の
第
（
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1（
）Beauvoir

（19（9

）pp.281

─282

（
三
六
〇
頁
）.

（
17
）ibid.,p.181

（
二
三
一
頁
）.
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（
18
）
水
田
珠
枝
（
一
九
七
九
）。

（
19
）Rousseau

（19（9

）p.（（9

（
上
四
四
九
頁
）.

（
20
）
ル
ソ
ー
は
、
人
類
に
は
人
間
を
、
社
会
に
は
社
会
的
人
間
を
、
国
家
に
は
市
民
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
父
の
三
重
の
債
務
」
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。ibid.,p.2（2

（
上
五
七
頁
）.

（
21
）Rousseau

（19（9

）p.（（9

（
上
四
五
〇
頁
）.

（
22
）
鳴
子
博
子
（
二
〇
〇
一
）、
特
に
第
5
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2（
）Rousseau
（19（（
）D

iscours sur l’origine et les fondem
ents de l’inégalité parm

i les H
om

m
es,p.191

（
一
二
七
頁
）.

（
2（
）
鳴
子
博
子
（
二
〇
一
二
）
第
（
章
。

（
25
）Rousseau

（19（9
）p.（（8
（
上
四
四
九
頁
）.

（
2（
）
例
え
ば
、
川
合
清
隆
（
二
〇
〇
七
）。

（
27
）
鳴
子
博
子
（
二
〇
〇
一
）、
第
（
章
。

（
28
）Rousseau

（19（9

）pp.（（9

─（70
（
上
四
五
一
―
四
五
二
頁
）.

（
29
）ibid.,p.8（5

（
下
三
四
九
頁
）.

（
（0
）ibid.,p.8（7

（
下
三
五
二
頁
）.

（
（1
）Rousseau

（19（（

）D
iscours sur l’origine et les fondem

ents de l’inégalité parm
i les H

om
m

es,p.191

（
一
二
六
頁
）.

（
（2
）ibid.,p.180

（
一
〇
九
頁
）.

（
（（
）Rousseau

（19（（

）D
u Contrat social,pp.（51

─（52
（
一
五
頁
）.

（
（（
）Rousseau

（19（9

）p.702

（
下
二
四
―
二
五
頁
）.

（
（5
）ibid.,p.720

（
下
六
一
頁
）.

（
（（
）ibid.,p.5（7

（
中
一
五
九
頁
）.

（
（7
）ibid.,p.5（8

（
中
一
六
一
―
一
六
二
頁
）.

（
（8
）Pinker

（2011

）p.2（0

（
上
四
一
一
頁
）.

（
（9
）
七
年
戦
争
は
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
に
端
を
発
し
た
資
源
豊
か
な
シ
ュ
レ
ー
ジ
ェ
ン
領
有
を
め
ぐ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
）
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
か
ら
見
た
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
（
鳴
子
）

と
プ
ロ
イ
セ
ン
（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
）
と
の
戦
い
を
軸
と
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
陣
営
に
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
側
に
イ
ギ
リ
ス

が
つ
き
、
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
北
米
に
お
け
る
英
仏
間
の
植
民
地
戦
争
も
含
ま
れ
る
。

（
（0
）
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
（
二
〇
一
四
）
第
（
章
。

（
（1
）Rousseau

（19（（

）D
u Contrat social,pp.（（1

─（（2

（
三
一
頁
）.

参
考
文
献
一
覧

川
合
清
隆
（
二
〇
〇
七
）『
ル
ソ
ー
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
共
和
国
―
人
民
主
権
論
の
成
立
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

鳴
子
博
子
（
二
〇
〇
一
）『
ル
ソ
ー
に
お
け
る
正
義
と
歴
史
―
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
き
永
久
民
主
主
義
革
命
論
―
』
中
央
大
学
出
版
部
。

―
―
―
―
（
二
〇
一
一
）「
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
か
ら
ル
ソ
ー
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
（
国
家
）
創
設
論
を
再
考
す
る
―
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ム
、
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ィ
ス
ム
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
―
」（『
法
学
新
報
』（
中
央
大
学
）
一
一
八
―
五
・
六
）。

―
―
―
―
（
二
〇
一
二
）『
ル
ソ
ー
と
現
代
政
治
―
正
義
・
民
意
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
権
力
』
ヒ
ル
ト
ッ
プ
出
版
。

―
―
―
―
（
二
〇
一
四
） 「
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
序
説
―
ル
ソ
ー
の
戦
争
論
か
ら
も
う
1
つ
の
Ｅ
Ｕ
統
合
を
考
え
る
」（『
中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
年
報
』

一
八
）。

―
―
―
―
（
二
〇
一
五
）「〈
暴
力
―
国
家
―
女
性
〉
と
ル
ソ
ー
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
論
」（『
中
央
大
学
経
済
研
究
所
年
報
』
四
六
）。

―
―
―
―
（
二
〇
一
六
ａ
） 「「
戦
争
を
す
る
国
家
」
か
ら
「
戦
争
を
し
な
い
国
家
」
へ
の
転
換
は
い
か
に
し
て
可
能
か
―
プ
ラ
ト
ン
国
家
と
ル
ソ
ー
型

国
家
の
比
較
か
ら
の
一
考
察
―
」（『
白
門
』（
中
央
大
学
）
六
八
―
三
）。

―
―
―
―
（
二
〇
一
六
ｂ
） 「
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
と
意
志
の
定
点
観
測
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
、フ
ィ
ヒ
テ
、ル
ナ
ン
、第
三
帝
国
―
」（『
経
済
学
論
纂
』（
中

央
大
学
）
五
六
―
五
・
六
）。

―
―
―
―
（
二
〇
一
七
） 「
ル
ソ
ー
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
論
と
18
世
紀
―
授
乳
と
戦
争
―
」（『
経
済
学
論
纂
』（
中
央
大
学
）
五
七
―
五
・
六
）。

ブ
リ
ュ
ノ
・
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
著
・
三
浦
信
孝
編
（
二
〇
一
四
）『
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の
政
治
哲
学
―
一
般
意
志
・
人
民
主
権
・
共
和
国
―
』

勁
草
書
房
。

水
田
珠
枝
（
一
九
七
九
）『
女
性
解
放
思
想
史
』
筑
摩
書
房
。

Beauvoir,Sim
one de

（19（9

）Le D
euxièm

e Sexe,I Les faits et les m
ythes,Paris,Gallim

ard

（『
第
二
の
性
』
を
原
文
で
読
み
直
す
会
訳
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（
一
九
九
七
）〔
決
定
版
〕『
第
二
の
性
』
新
潮
文
庫
）.

H
uber,Joan

（2007

）O
n the O

R
IG

IN
S of G

E
N

D
E

R
 IN

E
Q

U
A

LIT
Y

,Paradigm
 Publishers

（
古
牧
徳
生
訳
（
二
〇
一
一
）『
ジ
ェ
ン 

ダ
ー
不
平
等
起
源
論
―
母
乳
育
が
女
性
の
地
位
に
与
え
た
影
響
―
』
晃
洋
書
房
）.

Pinker,Steven

（2011

）T
he Better A

ngels of O
ur N

ature:W
hy V

iolence H
as D

eclined,V
iking Penguin

（
幾
島
幸
子
、
塩
原
通
緒
訳

（
二
〇
一
五
）『
暴
力
の
人
類
史
』（
上
）（
下
）
青
土
社
）.

Rousseau,J.-J.
（19（（

）D
iscours sur l’origine et les fondem

ents de l’inégalité parm
i les hom

m
es,Œ

uvres com
plètes de Jean-

Jacques R
ousseau,Bibliothèque de la Pléiade

Ⅲ
,Paris,Gallim

ard

（
本
田
喜
代
治
・
平
岡
昇
訳
（
一
九
七
二
、
改
訳
）『
人
間
不
平
等

起
原
論
』
岩
波
文
庫
）.

―
―
―
―
（19（（

）D
u Contrat social,O

C
Ⅲ

（
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
次
郎
訳
（
一
九
五
四
）『
社
会
契
約
論
』
岩
波
文
庫
）.

―
―
―
―
（19（9

）Ém
ile ou de l’éducation,O

C
Ⅳ

（
今
野
一
雄
訳
（
二
〇
〇
七
、
改
版
）『
エ
ミ
ー
ル
』
上
・
中
・
下
、
岩
波
文
庫
）.

W
ollstonecraft,M

ary

（1792

）A
 V

indication of the R
ights of W

om
an:W

ith Strictures on Political and M
oral Subjects,London 

（
白
井
堯
子
訳
（
一
九
八
〇
）『
女
性
の
権
利
の
擁
護
』
未
來
社
）.

＊
本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
助
成
事
業　

基
盤
研
究
C
「
ル
ソ
ー
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
か
ら
女
性
の
能
動
化
と
戦
争

を
阻
止
す
る
国
家
の
創
設
を
探
究
す
る
」（15K

0（292
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
社
会
思
想
史
学
会
第
四
一
回
大
会
（
二
〇
一
六
・
一
〇
・
二
九
、
中
央
大
学
後
楽
園
キ
ャ
ン
パ
ス
）
セ
ッ
シ
ョ
ン
Ｄ
「
社
会
思
想
に
お
け

る
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
で
の
報
告
「
ル
ソ
ー
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
論
と
18
世
紀
―
授
乳
と
戦
争
―
」
の
一
部
を
基
に
し
て
い
る
。
（
章
か
ら
な
る

報
告
の
う
ち
、第
1
章
か
ら
第
（
章
に
当
た
る
部
分
は
「
ル
ソ
ー
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
論
と
18
世
紀
―
授
乳
と
戦
争
―
」『
経
済
学
論
纂
』（
中
央
大
学
）

（
第
五
七
巻
第
五
・
六
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
と
し
て
論
文
化
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
報
告
の
第
（
章
に
当
た
る
部
分
を
拡
充
・
発
展
さ
せ
て
論
文
化

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
経
済
学
部
准
教
授
）


