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◇書 評◇

JacquesDonzelot

L「血0θ π蔀oπd夢 πSO¢ εαZ

Fayard,1984

樋 口 明 彦

冒
頭
に
お
い
て
ド
ン
ズ

ロ
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
て
い
る
。
「我

々
の

社
会
に
お
い
て
政
治
に
対
す
る
情
熱
が
ゆ

っ
く
り
と
消
滅
し
、
前
世
紀
の
偉
大

な
理
念
か
ら
遠
ざ
か
る
の
は
、

一
体
何
に
起
因
し
て
い
る
の
か
」
。
そ
し
て
彼

に
よ
れ
ば
、
こ
の
情
熱

の
消
滅
は

「〈
社
会
的
な
も
の
V
に
、
す
な
わ
ち
日
常

生
活
で
の
争
点
で
あ
り
、
個
人
的
、
社
会
的
関
係
に
直
結
す
る
シ
ス
テ
ム
の
改

善
に
、
我
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
備
給
す
る
穏
や
か
な
形
」
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

に
な

っ
た
と
い
う
。
ド
ソ
ズ
ロ
は
、
こ
の
社
会
的
な
も
の
を

「市
民
的
な
も
の

と
政
治
的
な
も
の
の
交
差
地
点
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
混
淆
領
域
」
と
定
義
し
、

こ
の
概
念
を
中
心
に
置
い
て
分
析
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
だ
が
こ
の
直
後
に
ド

ン
ズ

ロ
は
早
急
に
答
え
を
出
さ
ず
に
、
次
の
よ
う
に
再
び
問
い
直
す
の
だ
。
つ

ま
り
情
熱

の
消
滅
が
社
会
的
な
も
の
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に

「
社

会
的
な
も
の
の
漸
進
的
な
増
大
」
こ
そ
が
、
我

々
の
情
熱
を
消
滅
さ
せ
た
原
因

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
彼
は
社
会
的
な
も
の
、
市
民
的
な
も

の
、
政
治
的
な
も
の
と
い
う
三
つ
の
領
域
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
問

い
に
答
え
、
そ
れ
に
よ

っ
て
民
主
主
義
と
社
会
の
再
組
織
化
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
特
殊
な
区
分
に
よ
る
領
域
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
対
象

を
担

っ
て
い
る
。
政
治
的
な
も
の
と
は
、
全
員
に
対
し
て
公
正
に
与
え
ら
れ
て

い
る
主
権
の
概
念
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
理
念
に
対
し
て
働
き
か

け
る
政
治
的
運
動
を
総
体
的
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
市
民
的
な
も
の

と
は
、主
権
と
い
う
政
治
的
理
念
に
向
き
合

っ
た
社
会
的
現
実
の
欠
陥
の
現
れ
、

例
え
ば
経
済
的
不
公
正
や
失
業
な
ど
か
ら
生
じ
た
幻
滅
を
梃
子
と
し
た
、
権
利

要
求
の
運
動
で
あ
る
。
ド
ソ
ズ

ロ
は
こ
の
二
つ
の
領
域
に
結
び

つ
く
も
の
と
し

て
社
会
的
な
も
の
と
い
う
新
た
な
領
域
を
設
定
し
、
そ
れ
を

「市
民
的
、
商
業
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的
な
社
会
の
現
実
に
対
し
て
、
現

代
政
治
の
想
像
的
世
界
が
な
す
激
し
い
対
立

を
中
和
」
さ
せ
る
働
き
と
し
て
措
定
す
る
。

こ
こ
で
ド
ン
ズ

ロ
は
市
民
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
の
間
に
出
来
た
す
き

」間
を
埋
め
た
り
、
軋
轢
を
解
消
し
た
り
し
て
、
そ
れ
ら
を
最
終
的
に
止
揚
す
る

よ
う
な
超
越
的
な
決
定
審
級
を
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
同
じ
冒
頭
の
中
で
次
の
よ
う
に
自
問
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「我

々
の
憂
鬱
を
説
明
す
る
も
の
は
、
最
終
段
階
に
あ

る
近
代
性
が
も
た
ら
し
た
奇
妙
な
自
失
状
態
に
あ
る
の
だ
。
だ
が
こ
の
よ
う
な

絵
に
、
枠
を
与
え
る
こ
と
も
な
く

、
ま
た
こ
の
変
化
の
理
由
と
意
味
を
探
る
こ

と
も
な
く
彩
色
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」
。
変
化
の
理
由
と
意
味
を

探
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
様

々
な
出
来
事
の
評
価
を
断
定
せ
ず
に
、
逆
に
宙

吊
り
の
状
態
に
保

つ
こ
と
で
あ
る
。
ド

ソ
ズ
ロ
が
求
め
る
の
は
、
ま
さ
に
社
会

的
な
も
の
を
宙
吊
り
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
な
の
だ
。
な
ぜ

な
ら
彼
は
政
治
的
理
念
と
し
て
の
主
権
概
念
や
、
個
人
的
な
経
済
状
況
に
対
す

る
、
労
働
権
や
環
境
改
善
の
要
求
を
、

一
方
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
両

者
の
振
幅
を
認
め

つ
つ
、
む
し
ろ
そ
の
振
幅
を
積
極
的
に
記
述
し
よ
う
と
試
み

る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
と
は
政
治
的
理
念
が
内
包
す
る
意
味
内
容
に

の
み
従
う
の
で
も
な
け
れ
ば
、
個
人
の
基
本
的
な
権
利
が
内
包
す
る
意
味
内
容

に
の
み
従
う
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
ド
ン
ズ

ロ
は
言
葉
と
現
実
の

乖
離
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
の
真
偽
を
査
定
す
る
の
で
は
、

な
く
、
言
葉
が
歴
史
の
中
で
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

一
連
の
手
続
き
は
、
言
葉
が
内
に
含
む
意
味
内

容
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
な
い
以
上
、
認
識
論
に
も
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。

民
主
主
義
と
い
う
、
我
々
の
主
権
と
権
利
を
示
す
基
本
原
理
の
編
成
の
歴
史
的

変
容
を
、
言
葉
の
意
味
内
容
に
沿

っ
た
従
来
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
依
存
す
る
こ
と

な
く
、
積
極
的
に
示
す
こ
と
の
出
来
る
場
所
を
こ
そ
、
ド
ン
ズ

ロ
の
社
会
的
な

も
の
と
い
う
概
念
は
与
え
て
く
れ
る
。
確
か
に
、
社
会
的
な
も
の
と
い
う
言
葉

自
体
は
何
ら
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
な
も
の
は
様
々
な
出

来
事
を
政
治
や
経
済
な
ど
の
既
存
の
分
割
に
従

っ
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
出
来
事
が
そ
れ
ら
の
領
域
間
で
、
ど
の
よ
う
に
相
互
に
結
び
つ
い
て
い

る
の
か
を
測
定
す
る
場
所
を
新
た
に
規
定
す
る
。
言
葉
の
意
味
で
は
な
く
、
言

葉
の
価
値
こ
そ
を
ド
ン
ズ
ロ
は
問
題
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
社

会
的
な
も
の
と
い
う
領
域
の
設
定
は
、
」近
代
と
い
う
時
代
の
特
徴
を
、
自
身
が

新
た
な
、
認
識
論
的
な
特
性
を
担
う
こ
と
で
表
す
の
で
あ
る
。
ド
ン
ズ
ロ
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
続
く
共
和
制
の
理
念
と
し
て
の
主
権
と
い
う
言
葉
の
成
立

の
結
果
、
そ
の
言
葉
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
状
況
が
ど
の
よ
う
な
出
来
事
の
絡
ま
り

合
い
を
生
ん
だ
の
か
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
特
徴
を
示
す
。
そ
し
て

こ
の

「社
会
的
な
も
の
の
創
出
」
を
跡
付
け
る
た
め
に
、
二
つ
の
事
件
、
す
な

わ
ち

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
と

一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
を
特
権
的
な
指
標

と
し
て
提
示
し
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
に
穿
た
れ
た
二
つ
の
穴
を
焦
点
と
し
な
が
ら
、

歴
史
的
な
変
化
の
軌
跡
を
描
き
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。社
会
的
な
も
の
と
は
、

民
主
主
義
と
社
会
の
再
組
織
化
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
だ
が
、

そ
れ
は
実
体
と
し
て
の
領
域
を
名
指
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
新
た
な
結
び

つ
き
に
よ
る
歴
史
構
成
を
可
能
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
概
念
と
し
て
の
特
性
を
保

持
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
著
作
の
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
と
の
起
こ
り
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
十
九
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世
紀
の
半
ば
か
ら
湧
き
起
こ
っ
て
き
た
社
会
問
題
で
あ
る
。
だ
が
ド
ン
ズ

ロ
は

社
会
問
題
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
が
は
ら
ん
で
い
る
具
体
的
な
内
容
と
そ
れ
に

応
ず
る
対
応
策
の
レ
ベ
ル
で
吟
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
和
制
の
理
念

と
社
会
と
の
接
点
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
彼
に
よ

る
な
ら
ば
、

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
ま
で
フ
ラ
ソ
ス
に
お
い
て
は
共
和
制
と

い
う

こ
と
自
体
が
、
社
会
問
題
に
対
す
る

一
つ
の
包
括
的
な
答
え
と
し
て
機
能

し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
共
和
制
と
は
、
現
実
に
対
処
す
る
際
の
有
効
な
政
治
的

理
念
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二
月
革
命
以
降
、
共
和

制
は
答
え
で
は
な
く
、
逆
に
問
題
を
生
み
出
す
母
胎
と
な

っ
て
し
ま
う
。
共
和

制
の
理
念
が
全
く
無
効
に
な

っ
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
概
念
で
も
そ
れ
が
置
か

れ
て
い
た
状
況
が
変
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
際
の
闘
争
点
が
変
化
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
は
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り

フ
ラ
ン
ス
共
和
制
の
中
心
概
念

の
.一
つ
で
あ
る
、
全
て
の
人
間
に
対
し
て
平
等
な
主
権
と

い
う
概
念
は
、
二
月

革
命
の
勃
発
に
よ

っ
て
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
選
ば
れ
た
国
民
議
会
と
パ
リ
の
人

民
の
対
立
に
よ

っ
て
大
き
く
動
揺
し
た
の
だ
。
こ
れ
に
よ

っ
て
主
権
に
よ
る
代

表
制
は
様

々
な
機
能
的
障
害
を
噴
出
さ
せ
、
こ
の
主
権
と
い
う
理
念
も
空
洞
化

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
政
治
的
な
権
利
に
対
す
る
社
会
的
な
現
実

は
、
幻
滅
や
恐
れ
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
は
二
月
革
命
以
後
、
労
働
権

へ
の
関

心
を
呼
び
起
こ
す
。
だ
が
こ
の
関
心
の
高
ま
り
は
国
立
工
場
の
設
立
と
い
う
形

で
具
体
化
し
て
も
、
経
営
難
に
よ

っ
て
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
れ
が
政
治
的
領
域

と
市
民
的
領
域
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
ド
ン
ズ
ロ
が
言
う
社
会
問

題
と
は
、
主
権
と
権
利
と
い
う
理
念
の
形
を
取

っ
た
民
主
的
欲
求
に
従

っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
権
と
権
利
が
示
す
意
味
を
も

っ
て
し
て
は
解
決
で
き

な
い
た
め
に
、
結
果
的
に
理
念
に
反
し
た
形
で
生
じ
て
し
ま
う
問
題
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。
ド

ン
ズ
ロ
が
注
意
を
促
す
の
は
、
社
会
問
題
の
な
か
で
主
権
と
権

利
と
い
う
二
重
の
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
的
解
決
を
欠
い
た
膠
着
状
態
に
陥

っ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
決
定
不
能
性
と
の
格
闘

へ
と
、
我
々
の
力
は
つ
ぎ
込
ま

れ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
逆
説
的
に
外
的
機
関
の
介
入
が
求
め
ら
れ
、

国
家
の
役
割
が
重
要
に
な
る
余
地
が
あ
る
の
だ
。
権
利
の
言
葉
は
、
国
家
に
よ

る
社
会
の
再
編
成
と
、
個
人
の
自
由
、
社
会
の
自
律
と
を
同
時
に
求
め
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
問
題
は
、
我

々
に
矛
盾
に
満
ち
た
場
所
を
提
供
七
、

主
権
、
権
利
、
.国
家
な
ど
の
従
来
の
概
念
の
余
剰
部
分
と
し
て
、
社
会
を
誕
生

さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
整
合
は
社
会
秩
序
の
正
当
性
を
求
め
る
理
論
分
野
で

も
同
様
に
現
れ
、
社
会
契
約

の
概
念
に
社
会
秩
序
の
積
極
的
基
礎
を
置
く
ル

ソ
ー
モ
デ
ル
の
破
綻
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
社
会
秩
序
の
基
礎
を
個
人
の
か
わ

す
社
会
契
約
に
置
い
て
も
、
い
ま
や
我
々
の
権
利
は
空
洞
化
し
て
い
て
、ル
ソ
ー

モ
デ

ル
に
見
ら
れ
る
個
人
と
共
同
体
の
環
流
の
原
理
は
空
論
に
陥
る
。
こ
の
状

況
を
ド

ン
ズ

ロ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
全
て
は
個
人
に
対
し
て
、
そ
れ

自
身
で
成
立
す
る
社
会
の
空
隙
を
証
明
し
て
お
り
、
そ
れ
を
共
和
制
モ
デ
ル
の

脆
弱
さ
と
見
な
す
こ
と
に
適
合
し
て
い
る
」
。
こ
こ
か
ら
ド

ン
ズ

ロ
は
共
和
制

の
死
を
引
き
出
し

つ
つ
も
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
主
権
や
権
利
な
ど
の
概
念

の
無
効
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
が
結
び
つ
い
て
い
た
領
域
の
変
化
で
あ
る
と
論

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

じ
る
。
契
約
モ
デ
ル
に
代
わ

っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
侵
害
か
ら
は
自
由
で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
る
が
、
社
会
的
関
係
の
不
可
避
性
に
縛
ら
れ
て
い
る
社
会
の
モ
デ
ル
と
、
自

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

発
的
で
は
あ
る
が
国
家
管
理
の
も
と
に
統
合
さ
れ
た
社
会
の
モ
デ
ル
と
の
間
」

(傍
点
は
原
著
者
、
以
下
同
)
の
対
置
が
現
れ
る
が
、
こ
の
両
者
の
モ
デ
ル
の
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「
国
家
の
干
渉
を
基
礎
付
け
る
連
帯
と
い
う
概
念
」

　

　

　

2
.
「
そ
の
干
渉
の
様
式
と
し

て
の
社
会
法
と
い
う
技
術
」

3

「
集
団
と
個
人
の
間
に
あ
る
、
期
待
と
恐
れ
の
シ
ス
テ
ム
を
、
社
会
に

　

　

お
い
て
解
消
す
る
交
渉

と
い
う
形
態
」

連
帯
の
概
念
は
、
主
に
第
三
共
和
制
に
お
い
て
現
れ
、
そ
の
な
か
で
も
デ

ュ

ル
ケ
ム
の
機
械
的
連
帯
、
有
機
的
連
帯
の
概
念
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
有

論
理
的
な
決
定
不
能
性
こ
そ
が
新
し
い
社
会
の
組
織
化

の
様
態
の
特
徴
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
の
決
定
不
能
性
と
、
社
会
問
題
の
増
長
、
そ
し
て
社

会
的
な
も
の
の
生
起
は
、
二
月
革

命
以
降
の
同
じ

一
つ
の
歴
史
的
状
況
を
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
重
要
な
の
は
お
互
い
論
理
的
に
は
共
存
し
得
な

い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
共
存
し
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我

々
の
言
説
が
、
今
後
こ
の
決
定
不
能
性

へ
と
明
確

な
終
わ
り
も
な
く
、
無
制
限
に
投

入
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
場
所
が
、
ド
ン
ズ
ロ

の
言
う
社
会
問
題
な
の
だ
。
こ
こ
に
社
会
問
題
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
。
こ

の
社
会
問
題
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
先
述
し
た
社
会
の
す
き
間
、
空
隙
で
あ

り
、
こ
れ
こ
そ
ド
ン
ズ
ロ
が
社
会
的
な
も
の
と
名
付
け
る
領
域
の
端
緒
で
あ
る
。

「
フ
ラ
ソ
ス
共
和
制
の
持
続
的
な
存
立
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
は
、
共
和
制

の
理
念
に
よ

っ
て
作
り
出
さ
れ
た

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
釣
り
合
い
を
と
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
概
念
、
実
践
、
図
式
を
生
み
出
す
過
程
の
道
筋
も
、
同
時
に
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
」
。
ド
ソ
ズ
ロ
は
社
会
問
題
を
共
和
制
の
死
で
は
な
く
、
真
の

共
和
制
の
歴
史
に
結
び

つ
け
、社
会
的
な
も
の
を
歴
史
の
中
心
に
据
え
る
の
だ
。

そ
れ
以
後
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
は
社
会
的
な
も
の
を
め
ぐ

っ
て
展
開
し
、
彼
は
そ

の
内
容
を
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。

●

●

1

機
的
連
帯
の
概
念
は
、
二
次
的
集
団
の
定
立
を
め
さ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
社
会

秩
序
の
構
成
を
促
し
、
同
時
に
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
家
の
専

制
を
防
ぐ
こ
と
に
な
る
。
法
律
の
分
野
に
お
い
て
は
、
レ
オ
ン

・
ド
ゥ
ギ
が
法

の
基
礎
を
社
会
連
帯
に
置
き
、
ま
た
モ
ー
リ
ス

・
オ
リ
ウ
ー
も
法
を
社
会
生
活

に
依
拠
す
る
制
度
と
関
係
づ
け
た
。
レ
オ
ン

・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
、
連
帯
主
義
と

い
う
言
葉
に
よ

っ
て
、
社
会
秩
序
の
基
盤
を
リ
ス
ク
の
予
見
と
相
互
の
分
配
に

よ
る
合
意
の
社
会
に
求
め
た
。
ド

ン
ズ
ロ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
連
帯
の
概

念
は
、
ま
さ
に
空
隙
と
し
て
出
現
し
た
社
会
的
な
も
の
の
領
域
に
積
極
的
に
依

拠
し
て
、
そ
れ
を
言
説
に
よ

っ
て
占
め
た
。
そ
し
て
、
主
権
と
い
う
政
治
的
基

盤
の
空
洞
化
を
、
進
歩
に
対
す
る
共
通
信
念

へ
と
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
連
帯
理
論
の
実
践
的
な
適
用
と
し
て
、
ド
ソ
ズ

ロ
は
社
会
法
を

取
り
上
げ
る
。
社
会
法
と
は

「
労
働
条
件
に
応
じ
た
法
で
、
労
働
者
が
そ
の
力

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
様
々
な
場
合
に
お
い
て
、
彼
ら
を
保
護
す
る
」

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
九
世
紀
以
来
、
社
会
問
題
に
対
す
る
実
践
的
な
対
応

策
と
し
て
保
険
と
い
う
技
術
が
生
じ
、
事
故
に
対
処
す
る
こ
の
技
術
は
、
事
故

の
責
任
を
個
人
の
何
ら
か
の
過
失
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
労
働
全
体
の
過
程

そ
の
も
の
の
中
に
求
め
た
。
誤
り
の
観
念
に
対
し
て
、
職
業
上
の
リ
ス
ク
の
概

念
を
前
面
に
押
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ド

ソ
ズ

ロ
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の

技
術
は
争
点
と
な
る
国
家
の
役
割
を
調
整

へ
と
移
し
、
も
は
や
求
め
ら
れ
る
の

は
損
害
の
補
償
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
社
会
法
の
総
体
は
、
様
々
な
合

理
化
、
例
え
ば
、
衛
生
学
や
統
計
調
査
な
ど
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
は
労
働
者
に

は
労
働
状
態
の
合
理
的
な
保
護
の
要
求
を
推
進
さ
せ
、
経
営
者
に
は
規
律
の
増

大
に
よ

っ
て
、
コ
ス
ト
上
の
経
済
的
合
理
化
を
促
進
さ
せ
た
。
ド
ソ
ズ

ロ
は
、
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こ
の
よ
う
な
双
方
の
合
理
化
が
お
互
い
の
利
益
を
め
ぐ

っ
て
衝
突
し
た
と
き
、

両
者
の
問
に
裂
け
目
が
生
じ
、
そ

の
裂
け
目
に
こ
そ
国
家
が
介
入
す
る
と
述
べ

て
い
る
。
彼
は
こ
の
調
整
を
主
な
機
能
と
す
る
新
し
い
国
家
形
態
を
福
祉
国
家

と
呼
び
、
そ
の
働
き
を
循
環
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
変
動
の
制
御
に
見
出
し
て
、
ケ

イ

ン
ズ
主
義
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
社
会
法
の
総
体
は
、
こ
の

よ
う
に
自
ら
の
適
用
範
囲
を
開
拓
し
、
そ
れ
が
社
会
的
な
も
の
と
い
う
領
域
の

内
実
を
形
作
る
の
で
あ
る
。

ド

ソ
ズ
ロ
の
議
論
で
は
、
共
和
制
の
理
念
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
機
能
失

調
を
二
月
革
命
を
指
標
と
し
て
示
唆
し
、
そ
れ
を
共
和
制
の
終
わ
り
と
し
て
で

は
な
く
、
異
質
な
諸
要
素
が
混
淆
し
た
領
域
の
始
ま
り
と
し
て
、
す
な
わ
ち
社

会
的
な
も
の
の
始
ま
り
と
し
て
描
き
出
し
た
。
そ
れ
が
福
祉
国
家
と
し
て
集
約

さ
れ
る
に
至
る
道
と
、
そ
の
技
術
的
な
特
徴
を
記
述
し
た
後
、
ド
ン
ズ
ロ
は
も

う

一
つ
の
歴
史
的
な
指
標
、
す
な

わ
ち

一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
を
議
論
の
対

象
に
入
れ
る
。
こ
れ
に
ド
ン
ズ

ロ
が
象
徴
的
に
見
て
取
る
の
は
、

一
九
七
〇
年

以
降
の
福
祉
国
家
の
危
機
状
況
で
あ
る
。
左
翼
主
義
者
や
改
革
主
義
者
は
そ
れ

ぞ
れ
こ
の
状
況
に
言
及
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
が
射
程
に
収
め

て
い
る
の
は
、
進
歩
の
代
償
と
し
て
の
市
民
主
義
の
凋
落
で
あ
り
、
政
治
的
な

ア
パ
シ
ー
で
あ
る
。
ド
ン
ズ

ロ
は
、
こ
の
福
祉
国
家
の
危
機
と
い
う
状
況
を
交

渉
と
い
う
技
術
を
持
ち
出
し
て
、
消
極
的
に
で
は
な
く
再
び
積
極
的
に
記
述
し

よ
う
と
す
る
。
重
要
な
の
は
、
も
は
や
進
歩
に
従
う

こ
と
で
は
な
く
、
交
渉
に

従

っ
て
社
会
関
係
を
再
組
織
し
、
闘
争
を
局
所
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

理
念
を
現
実
化
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
の
空
隙
を
埋
め
る
こ
と
、
つ
ま

り
社
会
を
自
律
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
ソ
ズ

ロ
に
よ
る
な
ら
ば
利
害
の
代

表
と
し
て
の
政
治
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
政
治
を
可
能
に
さ
せ

る
効
果
の
総
体
、
つ
ま
り
社
会
的
な
も
の
に
お
け
る
政
治
の
存
在
形
態
こ
そ
を

政
治
と
し
て
査
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
新
し
い
国
家
形
態
を

「活
性
化
さ
せ
る
国
家

い
両
富
酔
鋤巳
旨
讐
Φ蓬
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
社
会
的
な
も
の
と
は
、
新
し
い
機
能
を
担

っ
た
概
念
、
技
術
、

形
態
の
総
体
な
の
だ
が
、
ド
ン
ズ

ロ
は
単
に
そ
れ
を
名
指
す
た
め
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
働
き
を
明
確
に
す
る
た
め
に
社
会
的
な
も
の
と
い
う
特
殊
な
認
識

論
的
な
概
念
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
次
の
二
つ
の
基
準
を
区
別
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
出
来
事
と
い
う
も
の
が
持

っ
て
い
る
、
固
有
の
内
的

な
意
味
の
論
理
性
と
、
そ
れ
と
は
副
次
的
な
関
係
し
か
持
た
な
い
、
出
来
事
同

士
の
外
的
な
関
係
で
あ
る
。
従

っ
て
社
会
的
な
も
の
と
い
う
領
域
の
設
定
は
、

因
果
律
と
い
う
論
理
を

一
つ
の
価
値
と
し
て
問
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
ド
ン

ズ

ロ
の
著
作
に
お
け
る
社
会
的
な
も
の
の
自
立
化
や
政
治
の
失
調
の
問
題
の
困

難
さ
は
こ
こ
に
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ド
ン
ズ
ロ
の
考
察
に
よ
る

な
ら
ば
、
我
々
が
今
後
力
を
向
け
る
べ
き
基
準
は
、
も
は
や
言
葉
が
意
味
す
る

論
理
性
の
基
準
と
は
正
確
に
重
な
り
合
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ド
ン
ズ

ロ
の
著
作
は
何
か
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
が
依

っ

て
立
つ
妥
当
性
の
価
値
を
量
る
こ
と
に
よ
る
、抵
抗
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

政
治
と
論
理
を
め
ぐ
る
こ
の
著
作
に
続
き
、
ド

ン
ズ
ロ
は

『活
性
化
さ
せ
る
国

家
』
*

に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
都
市
政
治
を
具
体
的
に
扱

っ
て
い
る
。

扱
う
対
象
が
帰
属
す
る
レ
ベ
ル
の
違
い
を
こ
そ
対
象
と
し
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ

そ
う
と
す
る
ド
ソ
ズ
ロ
の
著
作
は
、
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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讐
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