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坂本明日美

一
、
は
じ
め
に生

政
治
と
哲
学
』
(
ぎ
σ
2
0

開
国
吉
田5h
h
O句
F
H唱
。
~
註
S

問
、S
A
h
P

E
g
-
-。
巴
ロ
g
e
E
t
o
B
U
Mき
と
は
、
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
ロ
ベ
ル
ト
・
エ
ス
ポ
ジ

『
ビ
オ
ス

ト
に
よ
っ
て
著
さ
れ
、
二
O
O
九
年
に
テ
ィ
モ
シ
l

・
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
よ
る
英
訳
版

が
出
版
さ
れ
た
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
現
在
イ
タ
リ
ア
人
文
科
学
研
究
所
の
副
学
長
を

Roberto Esposito 

BIOS: Biopolitics α~nd Philosophy 
University ofMinnesota Press, 2004 

務
め
、
近
代
の
生
政
治
的
状
況
を
主
な
対
象
と
し
た
政
治
哲
学
研
究
を
行
っ
て
い

る
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
の
主
要
な
著
作
は
『
コ
ム
ニ
タ
ス
』
(
一
九
九
八
)
、
守
イ
ム
ニ
タ
ス
』

(
二O
O
二
)
、
『
ピ
オ
ス
』
の
三
部
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
邦
訳

さ
れ
て
い
な
い
。
英
語
版
の
翻
訳
者
テ
ィ
モ
シ
I

・
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
、
コ
l

ネ
ル
大

学
イ
タ
リ
ア
語
学
科
の
准
教
授
と
し
て
、
近
代
イ
タ
リ
ア
文
化
の
研
究
を
行
っ
て
い

る

(
l
)
 

『
ビ
オ
ス
』
の
出
発
点
と
な
る
問
い
は
こ
う
で
あ
る
。
「
な
ぜ
生
の
政
治
は
つ
ね
に

(
Z
)
 

死
の
政
治
へ
と
転
じ
る
リ
ス
ク
を
は
ら
む
の
か
。
」
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
こ
の
間
い
が

ま
ぎ
れ
も
な
く
今
日
わ
れ
わ
れ
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
べ
く
、
以
下
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
出
生
前
診
断
に
よ
り
遺
伝
子
的

に
欠
陥
を
も
つ
こ
と
が
判
明
し
た
人
間
の
「
生
ま
れ
て
こ
な
い
権
利
」
や
、
出
生
に

関
す
る
様
々
な
リ
ス
ク
調
整
、
二O
O

一
年
の
テ
ロ
以
降
の
新
し
い
人
道
主
義
戦
争
、

そ
し
て
民
族
紛
争
で
の
レ
イ
プ
な
ど
。
こ
れ
ら
は
全
て
二
一
世
紀
の
出
来
事
で
あ
る
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
貫
く
も
の
と
し
て
、
生
政
治
と
い
う
概
念
を

(
3
)
 

中
心
と
し
た
意
味
の
複
合
体
を
見
出
し
て
い
る
。

〈書評〉

生
政
治
の
概
念
の
決
定
的
な
理
論
化
を
行
っ
た
の
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
l

で

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
フ
l

コ
1

が
前
述
の
問
い
を
自
覚
し
つ
つ
も
そ

255 一書評

あ
る
。
し
か
し
、

れ
に
完
全
に
は
答
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
異
な
る
二
つ
の
解
釈
の
聞
で
選
ぶ
の
を
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た
め
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
生
政
治
の
最
終
的
な
帰
結

が
主
権
的
な
死
の
政
治
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
解
釈
と
、
生
政
治
そ

の
も
の
の
内
に
新
し
い
政
治
的
主
体
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

解
釈
で
あ
り
、
後
に
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
と
ネ
グ
リ
の
二
極
化
と
い
う
形
で
顕
在
化
す
る
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か
ら
も
距
離
を
と
っ
た
立
場
を
模
索
し
、
こ
の
二
極

化
の
原
因
を
、
生
政
治
と
い
う
術
語
を
形
成
す
る
二
つ
の
用
語
、
生
と
政
治
と
の
意

味
の
隔
た
り
に
見
出
す
。
そ
こ
で
、
「
ピ
オ
ス
』
に
お
い
て
エ
ス
ポ
ジ
ト
が
ま
ず
行

う
の
は
、
生
政
治
の
概
念
に
つ
い
て
の
通
時
的
な
研
究
で
あ
る
。
一
訪
問
藁
の
伝
統
に
光

を
あ
て
る
こ
と
で
、
フ

1

コ
1

の
生
政
治
に
つ
い
て
の
議
論
を
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し

て
相
対
化
し
、
新
た
な
解
釈
の
視
点
を
構
築
す
る
道
が
開
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
「
免
疫
」
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
免
疫
と
は

本
来
、
あ
る
病
気
を
予
防
す
る
た
め
に
病
原
体
の
力
を
弱
め
た
も
の
を
人
体
に
投
与

す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
人
体
が
そ
の
病
気
を
識
別
し
て
排
除
す
る
働

き
を
意
味
す
る
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
そ
う
し
た
意
味
作
用
を
生
政
治
の
う
ち
に
見
出
し
、

さ
ら
に
、
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
免
疫
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
て
さ

え
い
る
。
と
い
う
の
も
、
近
代
は
、
個
人
が
自
己
保
存
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
を
あ

ら
ゆ
る
他
の
政
治
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
(
主
権
か
ら
自
由
ま
で
)
の
前
提
と
す
る
か
ら
で

あ
る
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
免
疫
の
概
念
を
用
い
て
、

フ
l

コ
l

の
生
政
治
解
釈
の
乗

り
越
え
を
試
み
、
ナ
チ
ズ
ム
後
の
哲
学
(
現
象
学
、
科
学
哲
学
の
一
部
、
ド
ゥ
ル
1

ズ
な
ど
)
と
生
政
治
と
の
関
係
の
分
析
へ
と
、
そ
し
て
新
た
な
戦
略
の
可
能
性
へ
と

つ
な
げ
て
い
く
。

次
章
以
降
で
は
、
『
ビ
オ
ス
』
の
中
で
も
特
に
、
エ
ス
ポ
ジ
ト
に
よ
る
生
政
治
概

念
の
担
え
返
し
、
そ
し
て
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
つ
い
て
の
記
述
に
注
目
し
、
生

政
治
の
根
本
的
な
問
い
、
す
な
わ
ち
、
「
な
ぜ
生
の
政
治
は
い
つ
も
死
の
政
治
の
働

256 

き
へ
と
転
じ
る
リ
ス
ク
を
は
ら
む
の
か
」
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
免
疫
と
い
う
発

想
が
有
効
と
な
る
そ
の
仕
方
を
取
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

一
一
、
「
生
政
治
」
概
念
の
捉
え
な
お
し

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l

コ
ー
が
「
生
政
治
」
と
い
う
概
念
を
再
提
案
・
再
定
義
し
て
以
来
、

政
治
哲
学
の
枠
組
み
は
大
い
な
る
変
化
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
法
」
や
「
主

権
」
、
「
民
主
主
義
」
と
い
う
、
従
来
支
配
的
で
あ
っ
た
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
政
治
哲

学
に
対
し
あ
ら
ゆ
る
説
明
能
力
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
完
全
に
政
治
の
舞
台
か
ら
消
え
去
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
実
際
、
明
文
化
さ
れ
た
法
の
領
域
は
、
圏
内
的
、
国
際
的
双
方
に
お
い
て

そ
の
活
動
分
野
を
拡
大
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、

こ
の
こ
と
が
司
法
の
主
体
と
し
て
の
個
人
の
確
立
を
強
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

生
き
て
い
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
単
純
な
事
実
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
個
人
を

際
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
人
権
」
と
人
が
い
う
と
き
、
言

及
さ
れ
て
い
る
の
は
後
者
の
意
味
で
の
個
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〈
ピ
オ
ス
〉
に
対

す
る
〈
ゾ
l

エ
〉
と
し
て
の
生
の
側
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
生
政
治
と
い
う
概
念
は
ど
こ
か
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。
エ
ス
ポ
ジ
ト

に
よ
る
と
、
そ
こ
に
は
、
生
政
治
と
い
う
術
語
を
形
成
す
る
ふ
た
つ
の
用
語
を
む
り

や
り
ひ
と
つ
に
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
な
連
関
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
決
し
て
フl

コ
ー
の
い
う
生
政
治
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
が
こ
の
概
念
を
捉

え
な
お
す
仕
方
は
、
そ
れ
が
フ
l

コ
ー
に
よ
り
「
つ
く
り
出
」
さ
れ
た
際
の
意
味
づ

け
や
、
フ
1

コ
l

以
降
の
政
治
哲
学
研
究
を
追
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
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は
な
く
、

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
こ
の
ふ
た
つ
の
用
語
の
結
び
つ
き
の
裏
に
あ
る
対
立
に
言

及
し
、
フ
l

コ
ー
が
こ
の
概
念
を
再
定
義
、
再
構
築
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
お
け

(
4
)
 

る
変
容
を
描
こ
う
と
試
み
る
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
ま
ず
、
フ
l

コ
1

の
生
政
治
の
議
論
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
諸
著

作
と
そ
の
著
者
た
ち
へ
の
言
及
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
れ
ら
は
器
官
的
、
人
類
学
的
、

(
5
)
 

あ
る
い
は
自
然
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
ま

ず
、

一
九
二
0
年
代
を
中
心
と
し
た
、
生
政
治
研
究
の
第
一
の
波
の
中
で
エ
ス
ポ
ジ

ト
が
重
要
視
す
る
の
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
治
哲
学
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
チ
ェl

レ
ン
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
チ
ェ

1

レ
ン
が
生
政
治
と
い
う
術
語
を
用
い
た
最
初

の
人
物
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
チ
ェ
1

レ
ン
か
ら
出
発
す
る

こ
と
で
、
生
と
政
治
の
結
び
つ
き
、
す
な
わ
ち
生
政
治
の
意
味
論
の
核
心
に
迫
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

チ
ェ
l

レ
ン
の
一
九
O
五
年
の
時
点
で
の
権
力
論
は
、
強
い
諸
国
家
に
領
土
拡
大

の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
一
九
一
六
年
以
降
、
チ
ェ
l

レ

ン
は
そ
う
し
た
領
土
拡
大
の
欲
求
を
、
有
機
的
な
諸
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
存
在

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
国
家
を
個
人
に
よ
る
自
由
な

選
択
の
産
物
と
み
な
す
一
方
で
、
個
人
の
本
能
と
自
然
的
な
働
き
が
そ
こ
へ
供
給
さ

れ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
国
家
を
「
生
の
形
式
」
(
U
Z
E同0
5
)
と
し
て
理
解

す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
す
で
に
国
家
概
念
の
変
容
が
み
ら
れ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
由
来
す
る
近
代

的
概
念
装
置
に
お
い
て
は
、
国
家
は
自
然
状
態
の
克
服
と
関
わ
っ
て
成
り
立
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ェ
l

レ
ン
は
そ
の
克
服
の
不
可
能
性
を
『
政
治
的
シ
ス
テ

ム
の
概
略
』
で
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
は
人
工
的
な
バ
リ
ア
を
構
築
す
る
こ

と
で
し
か
生
命
を
守
り
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
、
生
命
を
脅
か
す

紛
争
を
和
ら
げ
る
ど
こ
ろ
か
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
政
治
的

な
も
の
と
は
、
別
の
水
準
で
の
自
然
の
延
長
に
ほ
か
な
ら
ず
、
政
治
は
自
然
の
本
来

(
6
)
 

の
特
徴
を
再
生
産
す
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
エ
ス
ポ

ジ
ト
が
免
疫
化
と
名
指
す
も
の
の
基
本
的
な
あ
り
方
が
す
で
に
見
て
と
れ
る
。

第
二
の
波
は
一
九
六
0
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
現
れ
る
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
ス
ト
ラ

ビ
ン
ス
キ
l

の
『
生
政
治
』
や
エ
ド
ガl
・
モ
ラ
ン
の
『
人
聞
の
政
治
へ
の
イ
ン
ト
ロ

ダ
ク
シ
ヨ
ン
』
な
ど
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
に
は
、
ナ
チ
の
生
支
配
の
打
倒
に
よ
っ

て
歴
史
的
な
枠
組
み
が
作
り
変
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
生
政
治
の
意
味
論
を
再
び

記
述
す
る
必
要
性
へ
の
自
覚
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
生
政
治
の
概
念
は
、

(
7
)
 

あ
る
種
の
伝
統
的
な
人
道
主
義
へ
と
転
覆
さ
せ
ら
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
も
い
る
。

第
三
の
波
は
一
九
七
三
年
の
英
米
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
こ
で
は
政
治
と
自
然
と
い

う
二
つ
の
語
が
重
要
な
も
の
と
な
る
。
政
治
は
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す

る
が
、
決
し
て
支
配
で
き
な
い
し
、
そ
れ
と
完
全
に
コ
致
す
る
」
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
こ
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
は
、
ダ
1

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
基
礎
を
お
い
て
お

り
、
人
聞
の
攻
撃
的
な
本
性
と
い
う
自
然
的
な
も
の
が
あ
る
限
り
、
戦
争
は
不
可
避

的
特
徴
と
し
て
起
こ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
論
は
、
チ
ェl
レ
ン

の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
似
て
い
る
が
、
人
間
の
攻
撃
的
な
本
性
を
根
底
に
置
い
て
い
る
と

い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

フ
l

コ
l

は
、
こ
れ
ら
の
波
の
ま
さ
に
最
後
の
一
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
フ
ー

コ
ー
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
政
治
研
究
を
元
に
し
つ
つ
も
そ
こ
か
ら
一
定
の
距
離
を
と

り
、
生
政
治
に
つ
い
て
の
並
外
れ
た
理
論
化
を
行
っ
た
。
彼
が
七
0
年
代
な
か
ば
に

257一書評

始
め
た
研
究
は
、
近
代
が
、
ど
の
よ
う
に
政
治
や
自
然
や
歴
史
と
の
関
係
を
構
築
し
て
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き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
複
雑
性
と
根
本
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
フ

l

コ
l

は
そ
こ
で
、
自
覚
的
に
、
近
代
の
哲
学
的
l

司
法
的
議
論
の
全
面
的
な
枠
組
み
を
壊

そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

エ
ス
ポ
ジ
ト
に
よ
る
と
、
フ
l

コ
l

は
、
自
身
が
知

の
新
た
な
形
式
と
定
義
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
反
し
、
む
し
ろ
主
権
者
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
が
機
能
す
る
真
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
主
体
同

士
の
聞
の
、
あ
る
い
は
主
体
と
権
力
と
の
聞
の
関
係
を
規
定
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い

るう
こよ
とり
のは
メ
カそ
ニれ
スと
ム公
V丹、旧i

￡時
そ56 
ァ特
ら AË

産自
に法
ぉ的

23 
権秩
利序
はへ
主と
権王
者体
がが
支服
配従
をす

行
う
た
め
の
た
だ
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
の
だ
が
、
主
権
者
は
権
利
に
基
づ
い
て

の
み
支
配
し
う
る
の
で
あ
る
。

E
い
が
互
い
を
支
え
る
こ
う
し
た
仕
方
に
お
い
て
、

法
と
権
力
、
合
法
性
と
正
当
性
、
規
範
と
例
外
と
い
っ
た
、
二
者
択
一
の
裂
け
目
と

し
て
現
れ
て
い
た
も
の
が
、
同
じ
意
味
の
体
制
に
お
い
て
そ
の
統
合
を
見
出
す
。
そ

う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
生
政
治
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
生

政
治
は
主
権
権
力
の
内
的
な
表
現
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
生
政
治
を
ど

う
表
象
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
、
チ
ェ
l

レ
ン
の
思
考
に
お
い
て
そ
の
兆
し
が

み
え
て
い
た
免
疫
的
な
発
想
が
持
ち
込
ま
れ
る
。

三
、
免
疫

エ
ス
ポ
ジ
ト
の
生
政
治
解
釈
の
鍵
と
な
る
の
は
、
彼
が
免
疫
(
化
)
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
免
疫
化
、
あ
る
い
は
免
疫
こ
そ
が
、
生
政
治
と
い
う
術
語

を
構
成
す
る
二
つ
の
極
、
す
な
わ
ち
生
物
学
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
と
の
聞
に

あ
る
意
味
の
隔
た
り
を
満
た
す
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
な
さ

れ
る
の
か
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
免
疫
を
、
生
を
維
持
保
存
す
る
ひ
と
つ
の
権
力
の
あ
り
方
と
し

て
提
示
す
る
。
そ
こ
で
、
政
治
は
生
を
生
か
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
あ
る
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い
は
道
具
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
免
疫
的
な
政
治
が
ま
さ
に
生
を

否
定
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
死
の
政
治
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
死
の
政

治
は
、
権
力
が
外
部
か
ら
生
に
課
す
暴
力
的
服
従
の
形
式
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
生

が
権
力
を
通
し
て
そ
れ
自
身
を
保
存
す
る
の
に
用
い
る
、
本
質
的
に
二
律
背
反
の

モ
ー
ド
で
あ
る
。
免
疫
の
原
理
に
お
い
て
、
生
の
政
治
で
あ
る
こ
と
と
死
の
政
治
で

あ
る
こ
と
は
同
じ
こ
と
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
完
全
に
生
政
治
研
究
以
降
の

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
に

お
し、

て
は

個
人

予
防
接
種
を
f丁
つ
医
療
実
践
と
同
じ
ょ
っ

政
治
的
身
体
の

免
疫
化
は
そ
の
身
体
中
に
同
じ
病
原
体
の
断
片
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
す

(
叩
)

る
」
と
い
う
よ
う
な
、
免
疫
的
な
原
理
が
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
彼

自
身
、
か
新
た
に
聞
い
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
特
性
を
認
識
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
あ

る
い
は
、
ニ
l

チ
エ
が
魂
か
ら
身
体
へ
と
議
論
の
中
心
を
移
行
さ
せ
た
と
き
、
彼
は

魂
を
、
身
体
を
守
り
閉
じ
込
め
る
免
疫
的
な
形
式
と
し
て
相
苫
応
し
て
い
た
。
エ
ス
ポ

ジ
ト
は
、
免
疫
化
の
範
隠
に
つ
い
て
は
じ
め
て
詳
し
く
述
べ
た
も
の
と
し
て
ニ

1

チ
ェ
を
重
要
視
し
て
い
る
。
ル
l

マ
ン
の
シ
ス
テ
ム
理
論
も
ま
た
、
そ
の
原
理
を
共

有
す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
示
し
て
い
る
の
は
、
共
同
体
の
中
に
そ

の
敵
と
な
る
も
の
が
入
り
込
み
、
あ
る
い
は
想
定
さ
れ
、
予
防
的
に
排
除
さ
れ
る
と

い
う
免
疫
化
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
〈
イ
ム
ニ
タ
ス
〉
(
免
疫
)
は
、
〈
コ
ム
ニ
タ
ス
〉

(
共
同
体
)
と
同
じ
語
源
〈
ム
ヌ
ス
〉
(
義
務
、
責
任
、
贈
り
物
)
を
も
つ
が
、一
方



が
そ
れ
を
免
れ
、
他
方
が
そ
れ
を
共
に
も
っ
と
い
う
意
味
を
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
、
相
反
す
る
原
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
免
疫
化
の
意
味
は
、

(
日
)

反
対
の
原
理
で
あ
る
共
同
体
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
中
に
書
き
込
ま
れ
る
。
免
疫
化
は
共
同

体
の
原
理
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
は
、
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

を
極
限
ま
で
押
し
進
め
、
共
同
体
の
死
に
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
『
、
ビ
オ
ス
』
冒
頭
の
い
く
つ
か
の
例
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、

こ
れ
ら
も
同
じ
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

生
政
治
と
は
、
も
と
よ
り
、
生
物
学
的
な
も
の
が
政
治
の
領
域
に
入
り
込
む
と
い

う
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
導
入
に
よ
り
、

そ
れ
と
同
時
に
政
治
が
あ
る
意
味
に
お
い
て
生
物
学
化
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
も
ま
た

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
完
全
な
生
の
規
範
化
、
二
重
の
身
体
の

囲
い
こ
み
、
生
の
予
期
的
な
抑
圧
と
い
う
三
つ
の
〈
装
置
〉
を
も
っ
ナ
チ
の
体
制
に

(
ロ
)

お
い
て
頂
点
を
極
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代
化
と
い
う
も
の
が
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
み
に
よ
っ
て
解
釈
可
能
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
生
ど
政
治
と
い
う
こ
っ

の
要
素
の
結
び
つ
き
は
、
こ
こ
で
新
た
な
意
味
を
得
る
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
政
治
の
解
釈
が
直
面
し
て
い
る
困
難
に
つ
い

て
、
生
政
治
の
構
造
の
内
側
か
ら
解J
明
す
る
エ
ス
ポ
ジ
ト
の
試
み
を
追
っ
て
き
た
。

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
生
と
政
治
と
い
う
二
つ
の
要
素
の
結
び
つ
き
に
注
目
し
、
そ
の
仕

方
を
記
述
す
る
に
あ
た
り
免
疫
と
い
う
概
念
が
重
要
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
示
し
、

生
政
治
解
釈
の
一
つ
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
。
共
同
体
が
自
己
防
衛
を
行
う
と
い

う
こ
と
は
そ
れ
が
病
原
体
的
な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
、
生
の
政
治
と
死
の
政
治
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
免
疫
の
働
き
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
生
物
学
的
な
生
は
そ
の
成
り
立

ち
か
ら
す
で

κ
政
治
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
著
作

の
表
題
が
『
ビ
オ
ス
』
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
伺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生

き
て
い
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
、
内
容
の
な
い
〈
ゾ
1

エ
〉
と
し
て
の
生
は
、
じ
っ

は
、
生
き
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
り
す
で
に
〈
ビ
オ
ス
〉
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

そ
う
し
た
意
図
が
、
こ
の
表
題
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、

エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
こ
の
著
作
の
後
半
で
、
わ
れ
わ
れ
が
取
り
込
ま
れ
て
い

る
免
疫
化
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
乗
り
越
え
る
方
途
を
模
索
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
メ

ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
「
肉
」
の
概
念
を
用
い
た
身
体
の
反
転
や
、
規
範
の
超
越
性
に

生
を
従
属
さ
せ
る
の
で
な
い
よ
う
な
新
し
い
規
範
の
あ
り
方
の
模
索
と
い
っ
た
形
を

と
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
今
後

の
研
究
で
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

註(
l
)乙
こ
で
、
「
生
」
が
示
し
て
い
る
単
語
は
-
5
で
あ
る
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
、
口
問
。
と
斜
体

の
立
。
加
を
区
別
し
て
用
い
て
お
り
、
E
o
m
の
方
が
よ
り
限
定
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

-
5

の
方
は
基
本
的
に
「
生
」
と
訳
し
、
F
M
O聞
か
』
示
す
際
は
〈
ビ
オ
ス
〉
と
い
う
表
記
を
用

い
て
い
る
。

(
2
)問
。
『0
2
0
開
m
-
u
o
m
H
H
0

・
切h
o
h
~切
芯
、
。bH
R
h
Qミ
弘
、
宮
守
E

』
えAF
R白
ロ
回-
d
B
。
吾
可
。m
w吉
田u
σ
o
-
r

C
巳
話

Z
S
。
同E
B
E

。
s
-
M
S
F
N
o
s
-
H
Y

∞

(
3
)
H
E
P
L
Y

叶
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(
4
)
g
E
J
-
u

・5



(
5
)
H
E
P
-
Y
H
a
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(
6
)こ
れ
は
、
フ
l

コ
ー
に
よ
る
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
イ
ツ
ツ
の
テ

l

ゼ
の
転
倒
(
「
戦
争
は
政
治
の

延
長
で
あ
る
」
か
ら
「
政
治
は
戦
争
の
延
長
で
あ
る
」
へ
)
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
(
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
I

コ
l

、
田
村
倣
訳
、
『
監
獄
の
誕
生
|
|
監
視
と
処
罰
』
、

新
潮
社
、
一
九
七
七
、
一
七
O
頁
参
照
。
)

(
7
)問
。
σ
0
5
Z
S
F

問
。
片
足
。
苦
言
2
2
2
p
q

。
E
E
F
E
E
-
d
g
g

。
宮
司E
r

ロ
ロ
z
o
a
-
q
。
同
冨
-
S
O
B
S
P
2
9
M
C
C
P
H

乙
甲

(
8
)
F
E
-
ゐ
-
M
a

(
9
)
H
E
P
-
u

・
怠

(
叩
)
同
広
島
・
ゐ
・
念

(
日)
H
Z
ι・
咽
同
省
・
凶

C
E
2

(
臼)
B
E
-
w
官
H
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