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１　

学
会
と
政
治

学
問
と
政
治
は
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
に
自
律
的
な
領
域
で
あ
る
。
時
間
の
制
約
が

あ
る
な
か
で
の
、
す
べ
て
の
人
を
巻
き
込
む
、
集
合
的
な
意
思
決
定
で
あ
る
政
治
の

文
法
は
、
長
期
的
な
ス
パ
ン
で
の
、
訓
練
を
受
け
た
比
較
的
少
数
の
専
門
家
に
よ
る
、

懐
疑
を
基
礎
に
し
た
知
の
探
究
で
あ
る
学
問
の
そ
れ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
異
な

る
。
し
か
し
学
問
の
領
域
と
政
治
の
領
域
を
相
互
に
隔
絶
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
学
問
に
携
わ
る
者
は
「
学
問
は
社
会
に
対
し
て
何
が
で
き
る
か
」
と

い
う
問
い
に
な
ん
ら
か
の
形
で
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
問
い
に

い
か
に
答
え
る
に
せ
よ
、
学
問
の
営
み
と
そ
の
成
果
は
、
そ
れ
を
意
図
す
る
に
し
て

も
意
図
し
な
い
に
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
政
治
的
な
意
味
を
持
つ
。

本
稿
で
は
、
一
九
〇
九
年
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
一
九
三
四
年
に
中
断
す
る
ま
で

の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
（
D
G
S

：D
eutsche G

esellschaft für Soziologie

）
に
注

目
す
る
。
社
会
学
と
い
う
新
し
く
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
学
問
領
域
の
学
会
を
舞
台
と

し
て
、
自
分
た
ち
の
学
問
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
議
論
を
、
学
問
と
政

治
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
ル

ー
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
（R

udolf G
oldscheid, 1870-1931

）、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber, 1864-1920

）（
1
（

、
そ
し
て
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（K

arl 

M
annheim

, 1893-1947

）
の
三
人
で
あ
る
。

　
　
　
　

２　

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
と
ド
イ
ツ
社
会
学
会

本
稿
は
も
ち
ろ
ん
草
創
期
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
限
定
さ
れ
た
断
面
を
取
り
上

げ
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
包
括
的
に
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い（

（
（

。
た
だ
、
こ
の
学

会
を
舞
台
に
し
て
展
開
さ
れ
た
論
争
を
追
う
に
あ
た
り
、
最
低
限
必
要
な
情
報
を
共

有
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
三
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
進
化
論
的
な
進
歩
主

義
者
ル
ー
ド
ル
フ
・
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
が
こ
の
学
会
の
呼
び
か
け
人
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
大
学
に
籍
を
持
た
な
い
、
い
わ
ば
在
野
の
研
究
者
と
し
て
、

ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
設
立
に
尽
力
し
た
。
今
日
で
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
の
名
前
を

み
る
こ
と
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い（

3
（

。
し
か
し
彼
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
重
要

な
知
識
人
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
赤
い
ウ
ィ
ー
ン
」
を
支
え
た
一
人
で
も
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph Schum

peter, 1883-1950

）
と
と
も
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
彼
は
「
租
税
国
家
」
に
つ
い
て
論
じ
た（

4
（

。
ま
た
、
彼

は
社
会
改
良
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
人
間
経
済
」（M

enschenökonom
ie

）

と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
た
。
こ
こ
で
の
「
人
間
経
済
」、
あ
る
い
は
「
人
間
的
な

経
済
」
と
は
「
現
在
の
経
済
で
も
ま
っ
た
く
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
人

間
生
活
、
人
間
的
な
健
康
、
そ
し
て
人
間
的
な
発
展
力
の
途
方
も
な
い
消
耗
と
、
断

固
と
し
て
決
別
す
る
」
理
論
で
あ
る
と
い
う（

5
（

。
こ
の
概
念
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会

民
主
党
内
の
議
論
で
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た（

6
（

。

ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
一
九
〇
九
年
に
設
立
さ
れ
、
一
九
一
〇
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
第
一
回
の
研
究
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に

は
前
史
が
あ
っ
た
。
す
で
に
一
九
〇
七
年
に
、ウ
ィ
ー
ン
社
会
学
会
（Soziologische 

G
esellschaft in W

ien
）
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
学
会
を
主
導
し
た
の
も
ゴ
ル

ト
シ
ャ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
学
会
と
い
う
と
、政
治
や
政
局
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た「
中
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立
的
」な
学
者
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
、

少
な
く
と
も
そ
の
創
設
者
の
意
図
と
し
て
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ

イ
ト
が
目
指
し
た
の
は
、
社
会
学
者
の
結
集
に
よ
る
社
会
改
良
で
あ
っ
た
。

二
点
目
は
、
ド
イ
ツ
の
大
学
に
社
会
学
講
座
を
新
設
す
る
こ
と
が
、
学
会
の
創

設
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
社
会
学
会
が
設
立
さ
れ

た
時
点
で
、
ド
イ
ツ
の
大
学
で
社
会
学
の
正
教
授
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
い
わ

ば
教
授
の
い
な
い
学
会
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
最
初
の
社
会
学
の
正
教
授
に
な
っ

た
の
は
、
も
と
も
と
は
医
師
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
（Franz 

O
ppenheim

er, 1864-1943

）
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
九
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
社
会
学
の
制
度
化
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
、
社
会
学
に
関
心
を

持
つ
研
究
者
の
「
利
害
関
心
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
学
で
の
講
座
の
創
設
と
教
授
ポ
ス
ト
の
確
保
・
拡
大
は
、
少
な
く
と
も
当
初
の
こ

の
学
会
に
と
っ
て
、
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
初
期

の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
だ
け
の
特
殊
事
情
で
は
な
い
。
い
か
な
る
時
代
の
ど
の
よ
う
な

学
者
の
集
ま
り
に
も
、
ツ
ン
フ
ト
的
な
利
害
関
心
が
な
ん
ら
か
の
形
で
存
在
し
て
き

た
。
そ
れ
は
外
部
か
ら
み
え
れ
ば
、「
利
権
」を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
み
え
る
。

そ
の
内
部
の
当
事
者
た
ち
が
い
か
に
「
純
粋
」
に
学
問
に
携
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

こ
の
存
在
被
拘
束
性
は
変
わ
ら
な
い
。

三
点
目
と
し
て
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と

も
確
認
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
形
式
社
会
学
の
創
始
者
で
、

「
余
所
者
」
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
エ
ッ
セ
ー
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ

ン
メ
ル
（G
eorg Sim

m
el, 1858-1918

）
も
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
発
足
当
初
か
ら

の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た（

7
（

。
ベ
ル
リ
ン
を
代
表
す
る
ス
タ
ー
哲
学
者
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
な
か
な
か
正
教
授
に
な
れ
な
か
っ
た
の
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ

た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
す
で
に
述
べ
た
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ

ト
、
そ
し
て
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
、

初
代
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
会
長
で
も
あ
っ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
テ
ン
ニ
エ
ス

（Ferdinand Tönnies, 1855-1936

）
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
会
員
の

多
さ
、
そ
し
て
そ
れ
に
加
え
て
社
会
主
義
者
の
割
合
の
多
さ
は
、
ナ
チ
ズ
ム
が
台
頭

す
る
な
か
で
、
政
治
的
な
意
味
を
持
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

３　

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
批
判
と
「
価
値
自
由
」

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
一
七
年
に
「
社
会
学
・
経
済
学
に
お
け
る
「
価
値
自
由
」

の
意
味
」
を
雑
誌
『
ロ
ゴ
ス
』
に
発
表
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
も
と
も
と
一
九
一
三

年
に
隣
接
学
会
の
社
会
政
策
学
会
に
提
出
し
た
意
見
書
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
同

時
期
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
議
論
状
況
に
対
す
る
意
見
書
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で

き
る
。

こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
周
知
の
「
価
値
自
由
」
論
を
展
開
し
た
。「
研
究
・
叙
述

す
る
者
は
、
経
験
的
事
実
（
そ
の
人
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
経
験
的
な
人
間
の
振
舞

い
で
、「
評
価
的
」
と
確
定
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）
と
、
そ
の
人
が
実
践
的
に
評
価

す
る
態
度
決
定
〔
…
〕
を
絶
対
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
」
と
彼
は
主
張
し
た
。
ウ
ェ

ー
バ
ー
は
こ
れ
を
「
き
わ
め
て
さ
さ
や
か
な
要
求
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
区
別
に
こ
だ
わ
っ
た（

8
（

。

ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
社
会
学
の
専
門
家
集
団
と
し
て
一
定
の
進
歩
的
な
「
規
範
」

を
提
示
す
べ
き
だ
と
考
え
た
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
に
、ウ
ェ
ー
バ
ー
は
反
対
す
る
。「
価

値
自
由
」論
文
で
彼
は
、ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
の
名
前
を
出
し
て
は
い
な
い
。し
か
し「
人

間
経
済
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
カ
ッ
コ
を
付
け
て
引
用
し
、
こ
れ
を
批
判
的
に
論
評
し

て
い
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
会
員
や
そ
の
周
辺
の
人
た
ち
に
は
、
そ
れ
が
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ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
を
指
す
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る（

9
（

。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
適
応
性
」（A

ngepaßtheit

）
と
い
う
概
念
は
〔…

〕
究
極
に
お
い
て
根
底

に
あ
る
評
価
（W

ertung

）
に
つ
い
て
は
何
も
情
報
を
提
供
し
な
い
。
む
し

ろ
こ
の
概
念
は
評
価
を
覆
い
隠
す
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
「
人
間
経
済
」

（M
enschenökonom

ie
）
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
近
好
ん
で
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
私
の
見
解
で
は
根
本
的
に
混
乱
し
て
い
る（

（1
（

。

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
は
「
人
間
経
済
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
用
い
る
こ
と
で
、

彼
自
身
の
評
価
基
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
彼
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
の
批
判
を

理
解
し
か
ね
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
議
論
が
生
産
的
な
結
果
を
も

た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
問
題
に
し
た
の
は
、
人
間
的
な
経
済
を

目
指
す
と
い
う
よ
う
な
、
進
歩
の
図
式
で
議
論
す
る
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
い
く
つ

か
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
矛
盾
す
る
価
値
的
な
観
点
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
と
い
う
点
で

あ
っ
た
。
彼
は
経
済
学
者
の
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ト
へ
の
、
一
九
一
三
年

四
月
二
日
付
の
書
簡
で
、
療
養
先
の
ア
ス
コ
ナ
か
ら
、
い
く
ぶ
ん
感
情
的
に
な
っ
て

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

例
え
ば
、「
人
間
経
済
」
と
は
何
か
（
こ
の
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
的
な
概
念
は
、

私
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
に
対
す
る
新
し
い
言
葉
に
し
か
み
え
な
い
）。
こ

れ
〔「
人
間
経
済
」〕
に
よ
っ
て
、
人
間
の
い
か
な
る
質
（Q

ualitäten

）
が
発

展
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
か
。
物
理
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
精
神
的
な
質
な
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
反
経
済
的
な

性
質
や
作
用
を
持
つ
人
間
の
質
も
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う

十
分
だ
。
私
の
頭
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
私
は
途
方
も
な
く
疲
れ
て
い

る（
（（
（

。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
、
私
た
ち
の
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
が
あ
り
、
そ

れ
ら
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
突
き
詰
め
れ
ば
、
し
ば
し
ば
矛
盾
し

て
い
る
。
近
代
社
会
は「
合
理
化
」の
時
代
だ
、と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

一
つ
の
方
向
に
向
か
う
「
合
理
化
」
と
い
う
大
き
な
物
語
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
論
じ

て
い
な
い
。
価
値
が
多
元
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
複
数
の
価
値
は
「
啓
示
」
宗

教
で
も
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
人
間
の
理
性
で
は
調
停
で
き
な
い
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
前
提
と
し
て
考
え
て
い
る（

（1
（

。こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
人
間
経
済
」

や
「
進
歩
」
は
そ
う
簡
単
に
語
れ
な
く
な
る
。
少
な
く
と
も
、
深
刻
に
争
わ
れ
て
い

る
問
題
に
つ
い
て
一
義
的
な
正
解
を
出
す
こ
と
は
学
問
に
は
で
き
な
い
。

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
争
は
、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
規
約

（Satzung

）
の
文
面
を
め
ぐ
っ
て
も
展
開
さ
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
規
約
（
一
九
〇
九
年

一
月
三
日
）
か
ら
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
規
約
（
一
九
〇
九
年
五
月
二
九
日
）
に
修
正
さ

れ
た
際
に
、い
く
つ
か
の
箇
所
が
加
筆
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は「
純
粋
に
学
問
的
な（rein 

w
issenschaftlich

）
研
究
・
調
査
を
行
う
」
こ
と
、
そ
し
て
「
学
会
は
社
会
学
の
あ

ら
ゆ
る
学
問
的
な
方
向
性
と
方
法
に
、
等
し
く
そ
の
場
を
提
供
す
る
が
、
な
ん
ら
か

の
実
践
的
（
倫
理
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
、
美
的
）
目
的
を
主
張
す
る
も
の
は
拒
絶

す
る
」
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た（

（1
（

。
こ
の
点
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
い
分
が

通
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
結
局
、
こ
の
学
会
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は

一
九
一
二
年
の
第
二
回
大
会
に
は
参
加
し
た
が
、
そ
の
後
「
委
員
」
を
辞
任
し
、
大

会
の
残
務
処
理
を
終
え
て
か
ら
、
一
九
一
四
年
に
最
終
的
に
退
会
し
て
い
る（

（1
（

。
彼
の

退
会
後
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
学
会
規
約
か
ら
削
除
さ
れ
た（

（1
（

。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
テ
ク
ス

ト
が
こ
の
分
野
の
「
古
典
」
の
地
位
を
確
保
し
た
あ
と
の
彼
の
読
者
は
、
そ
の
当
時
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も
彼
の
発
言
力
や
影
響
力
は
甚
大
だ
っ
た
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
ド
イ
ツ
社
会
学
会
に
お
け
る
価
値
判
断
排
除
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
は
孤
立
し
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
も
「
あ
る
も
の
」
と
「
あ
る
べ
き
も
の
」
を
区

別
す
る
必
要
は
認
め
た
。
し
か
し
学
問
は
「
存
在
す
べ
き
も
の
」
に
つ
い
て
も
「
道

案
内
役
」（W

egw
eiser

）
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
っ
た（

（1
（

。
そ

し
て
こ
の
当
時
の
会
員
の
多
数
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
な
く
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
を
支

持
し
た（

（1
（

。

学
問
と
政
治
に
つ
い
て
両
者
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ゴ

ル
ト
シ
ャ
イ
ト
は
社
会
学
の
専
門
家
集
団
で
あ
る
ド
イ
ツ
社
会
学
会
が
社
会
に
対
し

て
規
範
的
な
方
向
性
を
示
し
、
社
会
を
変
え
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
彼
に
と

っ
て
学
問
は
政
治
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
今
日
、
日
本
の
研
究
者
は
ほ
と

ん
ど
「
進
歩
」
を
語
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
に
お
け
る
不
正
義
を
論
じ
、

そ
れ
か
ら
の
解
放
を
語
る
こ
と
は
、
今
日
の
関
連
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
ど
う

で
も
よ
い
問
題
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
と
は
異
な
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
学
会
と
し
て
政
治
的
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
出
す
こ
と
に
対
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
彼
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
で
の
多
元
的
な
価
値
の
併
存
と
そ
れ
ら
の
間
で
の
論
争
に
こ
そ
意
味
を
み

る
。
彼
に
と
っ
て
学
会
は
思
想
の
相
互
検
討
の
場
で
あ
り
、
あ
る
政
治
的
な
目
的
を

持
つ
結
社
で
は
な
い
。

な
お
、「
学
問
と
政
治
」
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
国
家
権
力
が
学
問
の
自
由
を
侵

害
す
る
と
い
う
図
式
で
考
え
が
ち
で
あ
る
。そ
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の「
価
値
自
由
」も
、

と
り
わ
け
日
本
で
は
、
そ
う
し
た
文
脈
で
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
体
制
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
や
「
神
話
」
が
政
治
サ
イ
ド
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
る
局
面
で
は
、
事
実
と

価
値
の
分
離
の
要
請
は
、
そ
れ
ら
に
飲
み
込
ま
れ
な
い
で
、
学
問
の
自
律
性
を
確
保

す
る
論
理
と
し
て
意
味
を
持
つ
。
実
際
に
、
日
中
戦
争
前
後
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法

論
的
な
著
作
の
翻
訳
・
受
容
が
集
中
し
て
行
わ
れ
た
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
価

値
自
由
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（

（1
（

。
し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
、
第
一
義
的

に
は
、
国
家
権
力
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
「
価
値
自
由
」
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
彼
が
こ
れ
を
要
請
し
た
の
は
、
む
し
ろ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

内
の
多
数
派
に
向
け
て
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

４　

ウ
ェ
ー
バ
ー
的
自
由
主
義
の
限
界
と
マ
ン
ハ
イ
ム
の
「
競
争
」

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
自
由
主
義
は
、
学
者
と
し
て
「
進
歩
」
を
語
ろ
う
と
す
る
ゴ
ル
ト

シ
ャ
イ
ト
の
立
場
と
相
容
れ
な
か
っ
た
。
彼
が
要
請
し
た
「
価
値
自
由
」
は
ド
イ
ツ

社
会
学
会
の
多
数
派
で
あ
っ
た
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ

う
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
立
場
も
、
後
続
の
世
代
か
ら
批
判
を
受
け
る
。
こ
こ
で
は
、

一
九
二
八
年
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
開
催
さ
れ
た
、
第
六
回
ド
イ
ツ
社
会
学
会
で
の
カ

ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
報
告
「
精
神
領
域
に
お
け
る
競
争
の
意
義
」
を
取
り
上
げ
て
、

検
討
し
て
み
た
い
。
報
告
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
の
報
告
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
「
競
争
」
理
論
に
対
す
る
、
真
正
面
か

ら
の
批
判
的
考
察
で
あ
っ
た
。

　

価
値
の
対
立
を
直
視
し
、
そ
れ
に
対
し
て
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
求
め
る
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
立
場
は
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
ら
の
進
歩
主
義
者
に
対
し
て
は
、
一
定
の
意

味
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
分
極
化
し
て
い
く
ワ
イ
マ
ー
ル
の
政
党
政
治
の
状
況
を
背

景
に
し
て
、
こ
の
主
張
の
政
治
的
な
意
味
は
変
わ
っ
て
く
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
が
問
題

に
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
「
存
在
の
公
共
的
な
解
釈
」
を
め
ぐ
る
競
争
を
次
の
四
つ
の
段
階
に
整
理
し

て
い
る
。
最
初
は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
同
意
に
も
と
づ
く
協
力
が
成
り
立
っ
て
い

る
段
階
、
第
二
は
、
一
つ
の
解
釈
集
団
（
中
世
社
会
の
教
会
）
に
よ
る
独
占
状
態
、
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第
三
は
、
相
互
の
関
連
を
失
っ
た
原
子
化
さ
れ
た
集
団
に
よ
る
競
争
の
段
階
、
そ
し

て
第
四
に
、
し
だ
い
に
支
配
的
に
な
っ
て
い
く
少
数
の
極
へ
の
集
中
の
段
階
で
あ

る（
（1
（

。
一
九
二
八
年
の
ワ
イ
ー
マ
ー
ル
の
文
化
的
・
政
治
的
状
況
は
、
ま
さ
に
こ
の
第

四
段
階
に
該
当
す
る
。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
自
由
主
義
、
保
守
主
義
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
記
述
し
た
あ
と
、

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

緊
張
の
原
理
的
な
調
停
不
可
能
（U

nschlichtbarkeit der Spannungen

）
が

は
じ
め
か
ら
既
成
の
事
実
で
あ
る
と
す
る
人
は
み
な
、極
化
の
瞬
間
（M

om
ent 

der Polarisation

）
が
ま
ぶ
し
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
こ

れ
ま
で
叙
述
し
た
局
面
に
固
執
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
状
態
の

一
面
を
絶
対
化
す
る
も
の
で
あ
る（

11
（

。

　

マ
ン
ハ
イ
ム
は
こ
こ
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
名
前
を
出
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
価
値
の
対
立
を
不
可
避
と
し
、
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
を
求
め

た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
的
な
前
提
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
図
式
で
は
明
ら
か
に
、
分
極

化
を
「
絶
対
化
」
す
る
も
の
に
み
え
る
。
対
立
の
時
代
に
対
立
を
強
調
す
る
こ
と
に

意
味
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
よ
う
な
理
論
は
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
だ

け
で
、
悪
害
で
す
ら
あ
る
、
と
の
反
応
が
出
て
き
て
も
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
時
代
に
、
社
会
学
者
も
含
め
て
多
く
の
同
時
代
人
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

か
ら
離
れ
て
い
っ
た
理
由
の
一
つ
も
こ
こ
に
あ
っ
た（

1（
（

。

　

こ
の
会
場
に
は
、の
ち
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
マ
ン
ハ
イ
ム
の
助
手
に
な
り
、

『
宮
廷
社
会
』
の
執
筆
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
社
会
学
者
の
ノ
ー
ベ
ル
ト
・
エ
リ

ア
ス
も
い
た（

11
（

。
彼
は
、
こ
の
と
き
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

意
図
的
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
意
図
的
で
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
マ
ン
ハ
イ
ム
が

い
さ
さ
か
ア
ル
フ
レ
ー
ト
〔
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
〕
の
怒
り
を
刺
激
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
自
由
主
義
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
説
明
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
社
会
学
の
研
究
を
政
治
的
価
値
判
断
か
ら
解
放
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
を
半
ば
隠
し
な

が
ら
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

実
際
に
マ
ッ
ク
ス
の
弟
の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
怒
っ
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
諸
党
派
間
の
対
立
が
先
鋭
化
し
、
社
会
の
分
断
の
危
機

が
深
刻
化
す
る
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
の
抗
争
的
自
由
主
義
が
限
界
を
露
呈
し
て

い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
問
題
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
分
極
化
や
対
立
の
激
化

は
そ
の
反
対
運
動
と
し
て
「
総
合
」（Synthese

）
へ
の
動
き
も
生
み
だ
し
て
お
り
、

共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
、「
総
合
」
を

理
論
的
な
テ
ー
マ
に
据
え
よ
う
と
す
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
の
社
会
学
の
課
題

は
、
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
の
よ
う
に
「
進
歩
」
に
寄
与
す
る
こ
と
で
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
よ
う
に
対
立
が
あ
る
も
の
は
対
立
が
あ
る
も
の
と
し
て
扱
い
、
学
問
の
名
に
お
い

て
こ
れ
に
決
着
を
付
け
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
諸
思
想
的
潮
流
・

諸
政
治
的
党
派
の
「
媒
介
」
と
「
総
合
」
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
は
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
社
会
学
会
の
運
命
を
知
っ
て
い
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
の

問
題
提
起
が
現
実
的
に
意
味
を
持
つ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
一
九
三
〇
年
の

第
七
回
ベ
ル
リ
ン
大
会
は
開
催
さ
れ
た
も
の
の
、
会
長
の
テ
ン
ニ
エ
ス
の
お
膝
元
の

キ
ー
ル
で
、一
九
三
三
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
第
八
回
大
会
は
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。

保
守
的
な
ハ
ン
ス
・
フ
ラ
イ
ア
ー
（H

ans Freyer, 1987-1969

）
が
会
長
に
就
任
し

た
が（

11
（

、
ド
イ
ツ
社
会
学
会
は
そ
の
ま
ま
活
動
を
停
止
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
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を
含
め
、
多
く
の
会
員
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
亡
命
し
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム
も
イ
ギ
リ

ス
に
亡
命
す
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。　
　
　

分
極
化
と
分
断
の
時
代
に
、「
媒
介
」
や
「
総
合
」
を
模
索
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ

ん
無
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
で
、
こ
う
し
た
試
み

が
現
実
的
な
力
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
同
時
に
、

た
ま
た
ま
ヒ
ト
ラ
ー
と
同
じ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
す
ぐ

に
誤
謬
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に（

11
（

、
た
ま
た
ま
ナ
チ
ズ
ム
に
対
し
て
政
治
的
に

敗
北
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
理
論
が
理
論
と
し
て
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　

５　

最
後
に
、「
思
想
の
自
由
市
場
」
を
め
ぐ
っ
て

　

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う

に
社
会
学
の
課
題
を
理
解
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ

ト
は
社
会
学
と
そ
の
専
門
家
の
集
ま
り
で
あ
る
ド
イ
ツ
社
会
学
会
を
通
じ
て「
進
歩
」

を
語
り
、
社
会
改
良
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
価

値
自
由
」
の
要
請
に
よ
っ
て
、
学
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
価
値
の
多
元
性

を
擁
護
し
、
諸
価
値
の
相
互
検
討
の
場
と
し
て
学
会
を
位
置
づ
け
た
。
マ
ン
ハ
イ
ム

は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
分
極
化
の
な
か
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
自
由
主
義
の
限
界
を
指
摘

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
党
派
の
「
媒
介
」
な
い
し
「
総
合
」
の
必
要
を
訴
え
た
。
彼
ら
の

議
論
は
狭
い
意
味
で
の
社
会
学
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
人
文
・
社
会

科
学
系
の
学
問
分
野
に
も
適
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
三
人
を
比
較
す
る

こ
と
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
が
何
と
対
決
し
、
ど
こ
で
批
判
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
の
か
も
み
え
て
く
る
。
現
在
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を

め
ぐ
る
「
学
問
と
政
治
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
三
者
の
い
ず
れ
が
一
番
正
し

い
か
を
問
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
と
難
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
は

重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
の
歴
史
的
な
位
置
と
今
日
の
状
況
に
お

け
る
そ
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。

　

学
問
の
自
由
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
同
時
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
多
数
派
の
倫
理
的
な
態
度
に
よ
っ

て
も
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
価
値
自
由
」
に
よ
っ
て
論
じ

た
こ
と
は
、
多
数
派
の
画
一
的
な
世
論
が
少
数
者
の
自
由
を
脅
か
す
こ
と
を
指
摘
し

た
J

・

S 

ミ
ル
（J.S. M

ill, 1806-1873

）
の
『
自
由
論
』（
一
八
五
九
年
）
に
通

じ
て
い
る
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
価
値
自
由
」
論
文
を
雑
誌
に
発
表
し
た
二
年
後
、
一
九
一
九
年

に
、
ア
メ
リ
カ
で
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
「
エ
イ
ブ
ラ
ム
ズ
対
合
衆
国
事
件
」
で
反
対
意

見
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
彼
は
「
思
想
の
自
由
市
場
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
有
名

な
議
論
を
展
開
し
た
。
経
済
の
分
野
で
、自
由
な
市
場
競
争
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
で
、

資
源
の
最
適
な
配
分
が
可
能
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
思
想
に
つ
い
て
も
、
他
の

複
数
の
思
想
と
の
自
由
競
争
の
機
会
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
相
互
の
検
討
が
可
能
に

な
り
、
真
理
に
至
る
可
能
性
が
高
ま
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ

の
思
想
的
な
出
典
は
、
も
ち
ろ
ん
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
で
あ
る
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
ホ
ー
ム
ズ
（
あ
る
い
は
ミ
ル
）
を
並
べ
て
み
る
と
、「
価
値
自
由
」

と
「
思
想
の
自
由
市
場
」
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
両
者
の
違

い
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ミ
ル
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
、
価
値
な
い
し

思
想
の
多
元
性
を
擁
護
し
、
少
数
派
も
急
進
派
も
議
論
の
場
か
ら
排
除
す
べ
き
で
な

い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
ミ
ル
は
、
競
争
・
論
争
で
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
吟
味
さ
れ
、

そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
で
誤
謬
が
明
ら
か
に
な
り
、
真
理
に
接
近
す
る
と
い
う
前
提
で

議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
価
値
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て

は
、
学
問
に
よ
る
決
着
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
。
学
問
に
で
き
る
こ
と
は
、
彼
に
よ
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れ
ば
、「
複
数
の
あ
り
う
る
価
値
評
価
相
互
の
競
争
」
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
つ
い
て
手
段
や
副
次
的
な
結
果
を
吟
味
し
な
が
ら
、
各
自
の
「
立
場
」
を
そ
の

人
自
身
に
自
覚
さ
せ
る
手
助
け
を
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る（

11
（

。
彼
は
思
想
相
互
の
競
争

か
ら
な
ん
ら
か
の
一
義
的
な
真
理
が
出
て
く
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ウ

ェ
ー
バ
ー
も
、
思
想
の
競
争
の
な
か
で
粗
野
な
誤
謬
が
指
摘
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
可

能
性
ま
で
も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

学
者
が
論
争
の
余
地
の
な
い
真
理
に
到
達
で
き
る
と
想
定
し
、
そ
う
し
た
真
理
を
僭

称
す
る
形
で
専
門
家
が
集
団
と
し
て
政
治
的
な
発
言
を
行
う
こ
と
に
は
、
彼
は
慎
重

で
あ
っ
た
。

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
思
想
家
で
あ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ミ
ル
よ
り
も
は
る
か

に
「
価
値
相
対
主
義
」
の
傾
向
が
強
い（

11
（

。
そ
し
て
、
価
値
を
め
ぐ
る
討
論
が
噛
み
合

わ
な
い
こ
と
を
、
い
っ
そ
う
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
で
も
、

お
互
い
の
対
立
を
め
ぐ
る
観
点
の
違
い
を
確
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
相
互
に
検
討
す

る
営
み
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
。
学
会
の
意
味
も
彼
は
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
。
百
年

前
に
比
べ
る
と
、
今
日
の
私
た
ち
の
ほ
う
が
は
る
か
に
「
思
想
の
自
由
市
場
」
を
語

り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
S
N
S
の
力
学
に
よ
っ
て
も
促
さ

れ
な
が
ら
、
人
々
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
が
分
極
化
し
、
相
互
に
対
話
す
る
こ
と
も
難
し
く

な
っ
て
い
る
。
嘲
笑
や
憎
悪
は
溢
れ
て
も
、
媒
介
や
総
合
ど
こ
ろ
か
、
共
通
の
議
論

の
土
俵
を
設
定
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
で
学
術
団
体
が
「
純
粋
さ
」

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
自
身
が
「
部
族
」
化
し
、
社
会
か
ら
孤
立
し
て
し

ま
う
。
そ
し
て
こ
の
志
向
は
特
定
の
同
業
者
の
「
既
得
権
益
」
を
守
ろ
う
と
し
て
い

る
だ
け
だ
、
と
い
う
粗
野
な
批
判
を
招
き
や
す
く
す
る
。
さ
ら
に
、
議
論
が
噛
み
合

わ
な
け
れ
ば
噛
み
合
わ
な
い
ほ
ど
、「
最
後
は
政
治
決
断
が
必
要
だ
」
と
い
う
、
学

術
的
な
議
論
を
い
っ
さ
い
無
視
し
た
政
治
的
な
介
入
が
ま
か
り
通
る
こ
と
に
も
な

る（
11
（

。
専
門
家
と
そ
れ
以
外
の
人
た
ち
の
乖
離
が
一
定
以
上
に
大
き
く
な
れ
ば
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
学
術
団
体
の
訴
え
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
共
感
や
応
援
は
期
待
で

き
な
く
な
る
。

「
思
想
の
自
由
市
場
」
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
異
な
る
立
場
の
人
た

ち
が
相
互
に
対
話
で
き
る
公
共
的
な
空
間
が
な
ん
と
か
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
政
治
の
関
係
が
悪
く
な
ら
な
い
で
す
む
条
件
で
あ
る
。
ゴ

ル
ト
シ
ャ
イ
ト
や
マ
ン
ハ
イ
ム
に
比
べ
る
と
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
学
問
と
学
会
に
求
め

た
も
の
は
か
な
り
慎
ま
し
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、「
価
値
自
由
」
は
政
治
と

の
没
交
渉
を
意
味
し
な
い
。
学
問
の
名
の
も
と
で
一
義
的
な
解
答
を
出
す
こ
と
を
あ

え
て
せ
ず
に
、
お
互
い
の
価
値
の
違
い
を
確
認
し
、
議
論
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

論
拠
を
検
討
し
あ
う
場
を
確
保
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
を

公
共
的
に
示
す
こ
と
。
進
歩
や
媒
介
を
語
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、「
価
値
自
由
」
に
は

こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
有
し
て
い
る
政
治
的
な
意
味
は
、
と
り
わ
け

今
日
の
状
況
に
お
い
て
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

　
注
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1
） 

ウ
ェ
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バ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
はJ. C
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. M

ohr (Paul Siebeck) 
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ら
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さ
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。
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ド
イ
ツ
社
会
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会
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史
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シ
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シ
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。「
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こ
の
前
提
を
問
題
に
し
た
の
が
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。
野
口
雅
弘
「
ウ

ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
―
―
「
人
間
の
理
性
で
は
価
値
の
葛
藤
を
解
決
で
き

な
い
」
と
い
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テ
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を
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っ
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」、
石
崎
嘉
彦
・
厚
見
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一
郎
編
『
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オ
・

シ
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ト
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ス
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政
治
哲
学
―
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自
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権
と
歴
史
』
を
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く
』
ミ
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、
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年
、
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−

六
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を
参
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。

  （
13
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  （
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ウ
ェ
ー
バ
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一
九
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ベ
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ト
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書

簡
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る
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学
者
」
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会
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け
ま
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た
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シ
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な
、
と
て
も
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し
た
昆
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Insekten
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と
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闘
争
に
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私
の
神
経
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ま
せ
ん
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彼
の
堂
々
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し

た
「
功
績
」〔
と
さ
れ
て
い
る
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の
〕
や
そ
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理
想
主
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と
さ
れ
て
い
る
も
の
〕
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で
す
」（M

W
G
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米
沢
『
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史
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頁
。

  （
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一
九
〇
九
年
の
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会
に
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概
念
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る
討
論
で

も
、
ウ
ェ
ー
バ
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シ
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W
G
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。
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科
学
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価
値
判
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戸
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武
雄
訳
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有
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閣
、
一
九
三
七
年
（「
社
会
学
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び
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政
策
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認
識
の
「
客

観
性
」」
と
「
社
会
学
的
及
び
経
済
学
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科
学
の
「
没
価
値
性
」
の
意
味
」
を
収

ト
シ
ャ
イ
ト
の
功
績
と
し
て
永
く
残
る
こ
と
は
、
彼
が
最
初
に
、
こ
の
財
政
史
的

考
察
方
法
を
適
切
に
強
調
し
た
こ
と
、
ま
た
、
予
算
が
国
家
の
「
あ
ら
ゆ
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
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す
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た
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あ
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ト
シ
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、
一
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国
際
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概
要
を
報
告
し
、
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ェ
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て
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W
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 I/12, S. 519-524

）。
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「
人
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」
と
優
生
学
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い
て
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、
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野
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容
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学
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生
物

学
―
―
黎
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ド
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社
会
学
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関
す
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一
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現
代
思
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〇
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時
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刊
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・
ウ
ェ
ー
バ
ー
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頁
を
参
照
。
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