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文
化
の
多
様
性
と
解
釈

弁
証
法
的
寛
容
か
ら
の
省
察

佐
藤

研

一

〈
要
旨
〉

現
代

世
界
は

一
体
化

に
向
か

っ
て
い
る
の
か
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
多

様
性
を
増
し

て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
論
文

で
は

、
カ
ル
チ

ャ
ル

・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ

が
行

っ
て
き
た
文
化

概
念

の
再
検

討
を
評

価
す
る

一
方

で
、
多
文
化
主
義

の
理
論
的
課
題

を
克
服
す

る
た

め
に
、
批
判
主

義
的

な
立
場
と
は
別

の
立
場
か
ら

、
さ
ら
に
人
間

の
同

一
性
と
文
化

の
多

様
性
と

に

つ

い
て
の
検
討
を
試
み
る
。

多
様

性
を
学
習
性

や
認
識

の
限
定

性
、
社
会
性
と

い

っ
た
人
間

の
同
質

性
か
ら
生
じ

る
も

の
と
し

て
と
ら

え
、
現
代
世
界

の

一
体
化
と
多
様

性
の
増
大
と

い
う

問
題
に

つ
い

て
、
多
様
性

の
減
退

の
逆
説
と

い
う
べ
き
見
解

を
示
し
た
い
。

多
様

性

の
減
退
は

、
短
期
的

に
は

、
が

え

っ
て
、
社
会

的
、
政
治
的

な
問
題

の
焦
点

と
し

て
多
様
性
が
浮

上
す
る

こ
と
を
意
味

し
、
単
な

る
意

見
の
相
違
と

は
異
な
る
様

々

な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
上

の
ト

ラ
ブ

ル
が
多
発
し

て
、
実
質
的

に
多
様

性
の
重
み
が

増
す

こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
他
者

理
解
、
異
文
化

理
解

を
標
榜
し

て
き
た
人
類
学
は

、
多
様
性
が
減

退
し

、
人
類
の

一
体
化
が
進

行
す
る
中

で
、
今
、
文
字
通
り

、
自
他

の
区

別
を
脱
し
た

自
己
と

し
て
の
人
類

の
学
と
し

て
果
た

す
べ
き
課
題

に
直
面

し
て

い
る
と

同
時

に
、
そ

の
枠
組

み
の
中

で
の
多
様

性
の
理
解
と

い
う

事
例
研
究

の
場
を
手
に
し
よ
う

と
し
て

い

る

。
本
論

文
は
、
文
化

の
多

様
性
に

つ
い
て

の
理
論
的
整

理
に
眼
目
を
置

く
こ
と
で
、

多
様
性

の
減
退

の
過
程

の
中

で
生
じ

る
、
今

日
的
な
多
様
性

を
中
心

に
、
人
間
の
研
究

と
し

て
、
ま
た
人
類

の
現
在

へ
の
眼
差

し
と
し
て
、
人
類
学

と
そ

の
事
例

研
究
が
果
た

す

べ
き
新
た
な
役
割
と
そ

の
可
能

性
を
探
ろ
う

と
す
る
試

み
で
あ

る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

文
化
概
念

文
化
の
尊
厳

主
観
性

=
兀
論

今
日
の
多
様
性

日
本
の
社
会
変
化

文化の多様性と解釈265



ー

は
じ
め

に

文
化
の
多
様
性
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
近
年
重
み
を
増
し
て

き
て
い
る
。
様

々
な
次
元
で
の
人
類
の

}
体
化
が
急
速
に
進
む
中
で
、.文
化
の

多
様
性
の
扱
い
が
焦
点
と
な
る
よ
う
な
係
争
や
政
治
的
な
問
題
が
増
加
し
、
法

哲
学
や
政
治
理
論
と
い
っ
た
分
野

で
の
議
論
を
含
め
て
、
教
育
、
文
学
、
経
済

と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、
単
に
、
反
西
欧
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
人
権
思
想
や
功
利
主
義

や
科
学
と
い
っ
た
、
西
欧
的
普
遍
主
義

の
枠
組
み
の
中
で
の
原
理
の
完
遂
の
問

題
と
し
て
さ
え
提
起
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
多
様
性
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
と

い
う
問
題
は
、
権
利
の
配
分
を
左
右
す
る
、
重
要
な
問
題
に
な
り

つ
つ
あ
り
、

今
後
の
社
会
哲
学
的
最
重
要
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
を
論
じ
る
際
に
、
大
き
く
二
つ
の
立
場
が
生
じ
て
く
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
批
判

主
義
的
な
不
寛
容
の
立
場
で
あ
り
、
も
う
ひ

と

つ
が
、
「
対
話
」
的
な
い
し
は
弁
証
法
的
な
寛
容

の
立
場
で
あ
る
。
前
者
は

分
離
主
義
的
傾
向
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
結
合
に
向
か
お
う
と
す
る
態
度

で
あ
る
。
両
者
は
対
立
し
背
反
す
る
関
係
に
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
少
な

く
と
も
後
者
か
ら
見
れ
.ば
、
前
者
は
、
問
題
の
所
在
を
明
確
化
す
る
際
に
必
要

な
態
度
で
あ

っ
て
、
そ
の
提
起
を
受
け
て
処
理
の
道
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
の

が
後
者
で
あ
る
と
い
う
、
言
わ
ば
相
互
補
完
的
な
も
の
と
し
て
も
と
ら
え
う
る

の
で
あ
り
、
後
者
を
拒
む
時
に
、
前
者
は
理
想
主
義
と
化
し
、
前
者
を
拒
む
時

に
、
後
者
は
保
守
主
義
に
転
落
し

て
、
対
立
し
、
硬
直
化
す
る
の
で
あ
る
。

一

般
に
、
多
文
化
主
義
的
な
議
論
は
前
者
に
、
法
哲
学
的
、
政
治
理
論
的
議
論
は

後
者
に
近
い
。
そ
し
て
、
カ
ル
チ
ャ
ル

・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ
で
生
じ
た
文
化
概
念

の
再
検
討
の
動
き
を
受
け
て
、
言
わ
ば
権
利
を
不
当
に
奪
わ
れ
て
き
た
側
か
ら

の
告
発
に
甘
ん
じ
る
形
で
反
省
が
行
わ
れ
て
き
た
人
類
学
内
で
の
動
き
は
、
当

然
な
が
ら
、
前
者
に
入
る
。
だ
が
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
二
つ

の
立
場
は
、
胃
と
腸
の
よ
う
に
併
存
し
な
が
ら
、
論
理
的
に
は

二
つ
の
段
階
を

形
成
す
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
問
題
の
焦
点
は
、
前
者
か
ら
後
者

へ
と
移
行
し
よ
う
と
し
て
い

る
。こ

の
こ
と
は
、
多
様
性
に
つ
い
て
の
解
釈
を
き
ち
ん
と
整
理
し
、
論
理
的
な

矛
盾
点
の
克
服
を
試
み
な
が
ら
、
人
間
と
は
何
か
、
文
化
と
は
何
か
と
い
う
、

た
と
え
ど
の
よ
う
に
抽
象
度
が
高
く
、高
度
に
形
式
的
な
も
の
と
な
6
に
せ
よ
、

係
争
仲
裁

の
場
で
の
準
拠
原
理
と
な
り
う
る
よ
う
な
明
確
な
見
解
の

一
致
点
を

見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
哲
学
的
次
元
の
問
題
で
あ
る

一
方
で
、
人
間
と
は
何

か
、
文
化
と
は
何
か
と
い
う
、
今
日
で
は
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い

と
は
い
え
、
本
質
的
に
は
、
人
類
学
に
そ
の
成
立
以
来
負
わ
さ
れ
続
け
て
き
た

(1
)

テ
ー
マ
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
コ

致
を
み
な
い
学
問
分
野
の
ひ
と

つ
」
と
さ

え
い
わ
れ
る
人
類
学
に
お
い
て
、
明
確
な
見
解
を
求
め
る
こ
と
の
是
非
は
別
と

し
て
も
、
人
類
の

一
体
化
が
進
む
中
で
、
人
類
学
が
、
「
人
類
」
学
と
し
て
、

も
は
や
、
こ
の
問
い
を
避
け
て
進
め
る
時
代
は
終
わ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
前
リ
チ
ャ
ー
ド

・
フ
ォ
ッ
ク
ス
ら
が
、
現
代
世
界
に
お
け
る

「人
類
学
の
権

(2
)

威
の
再
獲
得
」
と
い
う
問
題
意
識
を
提
起
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
あ
ら
た
め

266



て
、
人
類
学
の
今
日
的
意
義
の
在
り
か
の
移
転
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
人
類
学
は
、
成
立
以
来
は
じ
め
て
、

人
類
の
学
と
し
て
、
そ
の
名
称
通
り
の
役
割
を
果
た
し
う
る
よ
う
な
時
代
を
迎

え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
立

っ
て
、
文
化
の
多
様
性
と
は
何
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
解
釈
の
理
論

的
な
整
理
を
試
み
、
弁
証
法
的
寛
容

の
立
場
か
ら
、
批
判
主
義
的
見
解
の
提
起

す
る
問
題
を
満
た
し
た
上
で
、
論
理
的
整
合
性
を
保
て
る
よ
う
な
見
解
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
文
化
概
念
の
扱
い
方
と
、

今
日
の
多
様
性
の
現
状
と
そ
こ
で
の
人
類
学
的
研
究
の
可
能
性
と
に
つ
い
て
の

見
解
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

2

多
様
性
と

「
解
釈
」

今
日
、
文
化
の
多
様
性
に
か
か
わ
る
議
論
の
中
で
の
最
大
の
課
題
は
、
文
化

の
否
認
と
文
化

の
尊
厳
の
問
題
と
に
ど
う
折
り
合
い
を

つ
け
る
の
か
と
い
う
点

に
あ
る
。
前
者
は
、

一
般
に
は
、
社
会
学
的
現
実
や
文
化
の
実
態
に
留
意
し
た
、

人
類
学
的
文
化
概
念
の
再
検
討
と
し
て
知
ら
れ
る
議
論
の
帰
結
で
あ
り
、
後
者

は
、
多
文
化
主
義
の
根
底
に
あ
る
文
化
の
承
認
の
要
求
で
あ

っ
て
、
両
者
は
、

と
も
に
権
力
と
支
配
の
問
題
に
敏
感
な
批
判
主
義
的
な
論
点
で
あ
る

一
方
で
、

論
理
的
に
は
、
真

っ
向
か
ら
衝
突
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
両
者
の
主
張
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
論

点
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
う
し
た
論
点
を
い
か
に
損
な
わ
ず
に
、
そ
の
論
理
的

な
対
立
点
だ
け
を
回
避
し
う
る
よ
う
な
理
論
的
選
択
を
行

っ
て
行
け
る
か
が
、

問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
地
球
化
現
象
の

進
行
の
中
で
の
、
人
と
は
何
か
、
文
化
と
は
何
か
と
い
う
、
新
た
な
原
理
と
な

る
よ
う
な
解
釈
の
模
索
の
要
請
で
あ
り
、
文
化
の
次
元
で
の
、
分
析
と
政
策
と

の
間
を
つ
な
ぐ
、
し

っ
か
り
と
し
た
理
論
的
枠
組
み
の
検
討
の
場
を
設
け
る
試

み
の
要
請
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
文
化
の
多
様

性
の
解
釈
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
を
、
文
化
の
多
元
性
と

一
元
性
、
認
識
の
主
観

性
と
客
観
性
と
い
う
、
二
組
み
の
二
項
図
式
か
ら
な
る
座
標
を
使

っ
て
理
論
的

に
図
式
化
し
、
そ
の
座
標
軸
を
用
い
る
こ
と
で
、
問
題
の
理
論
的
な
解
決
を
試

み
な
が
ら
、
文
化
の
多
様
性
の
解
釈
と
し
て
、
文
化
の
主
観
主
義
的

=
兀
論
の

採
用
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
そ
こ

か
ら
拓
け
る
地
平
と
し
て
の

「解
釈
」
に
つ
い
て
、
総
括
的
に
、
述
べ
て
お
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
図
式
の
説
明
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
文
化
の
多
元
性

と

一
元
性
、
認
識
の
主
観
性
と
客
観
性
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
二
項
、
二
組
を
、

相
互
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
機
械
的
に
、
四

つ
の
類
型
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
、

一
応
、
文
化
の
多
様
性
に

つ
い
て
の

「主
観
主
義
的
多
元
論
」
「客
観
主
義
的
多
元
論
」
「
主
観
主
義
的

一

元
論
」
「客
観
主
義
的

一
元
論
」
と
呼
ん
で
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
名
称
の
下

に
、
多
様
性
に
つ
い
て
の
解
釈
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
を
、
と
り
あ
え
ず
、
四
つ

の
理
論
的
な
区
分
に
類
型
化
す
る
枠
組
み
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
図
式
を
、
多
元
論
、

一
元
論
の
順
に
、
具
体
例
を
あ
げ
な
が

文化の多様性と解釈267



ら
、
見
て
見
る
と
、
概
ね
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
「主
観
主
義
的
多
元
論
」
と

「客
観
主
義
的
多
元
論
」

の
例
と
し
て
、

多
文
化
主
義
的
な
議
論
や
、
人
類

学
に
お
け
る
ポ
ス
ト

・
モ
ダ

ニ
ス
ト
の
議
論

に
代
表
さ
れ
る
反
現
実
主
義
者

(㊤昌
什7
同①9
団
ω什)
の
立
場
な
ど
を

「
主
観
主
義

的
多
元
論
」

の
側
の
、
そ
し
て

、
同
じ
く
科
学
的
現
実
主
義
者

(ω息
①葺
強
o

お
曽房
什)
の
立
場
を

「客
観
主
義
的
多
元
論
」
の
側
の
例
と
し
て
、
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

反
現
実
主
義
者
の
立
場
と
、
科
学
的
現
実
主
義
者
の
立
場
と
い
う
の
は
、
ジ

ョ
ン

・
バ
ウ
リ
ン
と
ピ
ー
タ
ー

・
ス
ト
ロ
ン
バ
ー
グ
の
説
明
に
よ
る
と
、
人
類

学
の
歴
史
の
中
で
、
互
い
に
対
立
関
係
に
あ
る
も
の
と

一
般
に
考
え
ら
れ
て
き

た
立
場
で
、
前
者
が
、
文
化
相
対
主
義
で
知
ら
れ
る
ボ
ア
ジ
ア
ソ
の
流
れ
に
属

す
、
今
日
で
は
、
ポ
ー
ル

・
ラ
ビ
ノ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
主
と
し
て
ポ

ス
ト

・
モ
ダ

ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
立
場
に
当
た
り
、
文
化
の
共
約
不
可
能
性
に

基
づ
く
価
値
の
多
元
性
を
唱
え
る
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
科
学

的
な
知
識
を
客
観
的
な
真
理
と
み
な
し
、
非
西
欧
文
化
固
有
の
知
を
、

一
方
的

に
科
学
的
誤
謬
と
す
る
よ
う
な
立
場
で
、
今
日
で
は
、
メ
ル
フ
ォ
ー
ド

・
ス
パ

イ
ロ
に
代
表
さ
れ
る
立
場
に
当
た
り
、
価
値
の
多
元
性
を
否
定
す
る
立
場
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
陰
で
、
両
者
は
、
文
化
同
士
を
異
な
る
も
の

と
し
て
多
元
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
点
で
、
結
局
は
、
同
じ
地
平
に
立
つ
立
場

⑤
∀

で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
対
立
点
が
こ
こ
で
い
う
主
観
主
義
と

客
観
主
義
と
の
違
い
に
相
当
し
、
・バ
ウ
リ
ン
ら
が
指
摘
す
る
共
通
の
地
平
が
、

多
元
論
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。

認
識
の
主
観
性
を
認
め
る
立
場
と
客
観
性
を
認
め
る
立
場
と
の
違
い
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
、
前
者
が
認
識

へ
の

「個
人
的
、
歴
史
的
、
人
類
的
影
響
」
を

認
め
、
妥
当
性
を
問
題
に
す
る
の
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
、
そ
う

し
た
影
響
を
認
め
ず
、
認
識
と
対
象
と
の
合
致
を
認
め
、
客
観
的
真
理
を
問
題

に
す
る
点
に
あ
る
。
前
者
は
、
価
値
の
相
対
性
を
認
め
る
余
地
を
残
す
の
に
対

し
て
、
後
者
は
、
絶
対
性
、
普
遍
性
の
主
張
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
つ
ま
り
、

一
般
的
な
理
解
に
反
し
て
、
バ
ウ
リ
ソ
ら
の
指
摘
が
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
違
い
と
い
う
も
の
は
、
文
化
の
多
元
性
と

一
元
性
と
の
違

い
に
重
な
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
垂
直

の
関
係
に
あ
る
問
題
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「主
観
主
義
的

一
元
論
」
「
客
観
主
義
的

一
元
論
」
の
例
と
し
て
は
、

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
性
を
唱
え
る
、
エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ

イ
ー
ド
の
議
論
や
、
ス
テ

ユ
ア
ー
ト

・
ホ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
カ
ル
チ

ャ
ル

・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ
的
な
議
論
、
サ
ー

・
エ
ド

マ
ソ
ド

・
リ
ー
チ
の
立
場
、

あ
る
い
は
、
バ
ウ
リ
ン
ら
の
立
場
で
あ
る
、
自
然
存
在
論
的
態
度

(ロ
簿
霞
巴

(↓

oロ
自
o
αq
ざ
巴

鉾
葺
ロ
α
Φ
)
を
採
る
立
場
が

「主
観
主
義
的

一
元
論
」
の
例
と
し

て
あ
げ
ら
れ
、
「客
観
主
義
的

一
元
論
」
の
例
と
し
て
は
、
進
化
主
義
的
な
文

化
論
の

一
部
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
自
然
存
在
論
的
態
度
を
採
る
立
場
と
い
う
の
は
、
バ
ウ
リ
ソ
ら

に
よ
る
と
、
人
間
の
同
質
性
に
基
づ
い
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
の
潜
在
的

可
能
性
を
強
調
す
る
立
場
で
、
認
識
の
同
質
性
に
加
え
て
、
人
々
が
世
界
と
の

間
で
経
験
す
る
事
象
に
は
共
通
項
が
多
く
、
理
解
に
際
し
て
の
難
易
の
差
や
誤

解
の
可
能
性
、
時
代
や
状
況
の
変
化
に
よ
る
価
値
や
妥
当
性
の
変
化
は
認
め
る

も
の
の
、
本
質
的
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
同
士
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
可
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能
で
あ
り
、
ま
た
、
相
手
の
言

っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
可
能
な
の
だ
と
い
う
信

条
を
持

っ
て
臨
む
こ
と
自
体
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
く
際
の
人
間
共

通
の
要
件
で
あ
る
と
い

っ
た
こ
と
を
唱
え
る
立
場
な
の
で
あ

っ
て
、
彼
ら
の
他

に
、
ド
ナ
ル
ド

・
デ
イ
ビ

ッ
ト
ソ
ソ
の
哲
学
や
ミ
ッ
シ
ェ
ル

・
ロ
ザ
ル
ド
の
民

(5
)

族
誌
的
実
践
な
ど
が
、
こ
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

.

ま
た
、
進
化
主
義
に
つ
い
て
は
、
各
文
化
を
人
類
の
発
展
段
階
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
と
ら
え
、
現
在
の
段
階
自
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
到
達
点
だ
と
考

え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
「客
観

主
義
的
多
元
論
」
に
入
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
差
を
タ
イ
ム

・
ラ
グ
と
し
て
と
ら
え
、
遅
れ
な
が
ら
も
、
同

一
の
進
化
過

程
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
「客
観
主
義
的

一
元
論
」
に

入
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
進
化

・
発
展
を
遂
げ
、
相
対

性
を
主
張
す
る
よ
う
な
多
系
的
発
展
論
は
、
主
観
主
義
的
多
元
論
に
入
る
こ
と

に
な
る
。

多
元
論
と

=
兀
論
と
は
、
個
別
文
化
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う

点
で
わ
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
通
常
あ
ま
り
強
調
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
人
間
の
同
質
性
を
強
調
す
る
か
否
か
と
い
う
論
点
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
。
文
化
の
ユ
ニ

ッ
ト
・を
単

一
と
す
る
こ
と
は
、
文
化
を
、
言

説
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
後
天
的
属
性
を
生
む
単

一
の
次
元
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
別
文
化
を
否
認
す
る

こ
と
は
、
こ
う
し
た
次
元
の
否
認
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
次
元
が
単

一
で
は
な

く
、
い
く

つ
も
の
ま
と
ま
り
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
方
を
否
認

し
、
不
平
等
を
持
ち
込
む
そ
の
政
治
的
な
役
割
の
方
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
の

で
あ

っ
て
、
そ
の
裏
に
は
間
違
い
な
く
人
間
の
同
質
性
の
承
認
が
あ
る
は
ず
な

の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
文
化
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

積
極
、
消
極
と
い
っ
た
態
度
の
違
い
や
、
広
す
ぎ
る
と
い

っ
た
批
判
、
呼
称
の

問
題
な
ど
は
残
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
次
元
を
承
認
し
な
け
れ
ば
、
結
局
、

な
に
が
し
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
設
け
る
と
い
う
と
こ
ろ

へ
再
び
逆
戻
り
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

一
元
論
に
立
つ
場
合
、
な
に
が
し
か
の
か
た
ち
で
、
人
間
の

同
質
性
を
機
軸
に
、多
様
性
の
説
明
を
試
み
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
こ
と
に
な
る
。

主
観
主
義
的

一
元
論
の
場
合
、
こ
う
し
た
説
明
と
し
て
は
、
バ
ウ
リ
ン
ら
の
例

で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
例
え
ば
、
学
習
性
や
認
識
の
限
定
性
、
あ
る
い
は
社

会
性
と
い
っ
た
同
質
性
に
多
様
性
の
原
因
を
求
め
る
説
明
な
ど
が
考
え
ら
れ
、

ま
た
、
客
観
主
義
的

一
元
論
の
例
で
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
タ
イ
ム

・
ラ
グ

と
い
っ
た
考
え
方
が
こ
れ
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
で
は
、
条
件

の
違
い
が
、
隔
た
り
の
度
合
い
を
決
定
し
、
理
論
的
に
は
、
条
件
の
同

一
化
が

起
こ
れ
ば
、
多
様
性
は
解
消
し
う
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
後
者
の

場
合
で
は
、
多
様
性
が
時
間
的
隔
た
り
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
文
化
の
否
認
と
尊
厳
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
、
主
観
主
義
的

一
元
論

を
と
る
か
、
主
観
主
義
的
多
元
論
を
と
る
の
か
の
問
題
と
し
て
、
定
式
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
重
要
性
が
実
態
に
よ
り
整
合
す
る
点
に
あ
り
、
後
者

の
重
要
性
が
、
価
値

の
相
対
性
の
主
張
や
、
歴
史
的
な
従
属
の
事
実

へ
の
眼
差

し
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
も
に
主
観
主
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
に
見
た
よ
う

に
、」
価
値

の
相
対
性
の
主
張
は
、
両
者
と
も
に
ク
リ
ア
ー
で
き
る
の
で
あ
り
、

歴
史
的
な
従
属

の
事
実
へ
の
眼
差
し
の
問
題
の
方
も
、
あ
ら
た
め
て
カ
ル
チ
ャ

ル

・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ

の
業
績
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、

一
元
論
に
お
い
て
も
、
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何
の
遜
色
も
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
実
態
と
の
整
合
の
観
点
か
ら
、

一
元
論
の

方
に
軍
配
が
あ
が
る
は
ず
で
あ
り
、
間
違
い
な
く
、
主
観
主
義
的

一
元
論
に
収

斂
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
は
ず

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
多
元
論
に
立
ち
な
が

ら
対
話
や
協
調
を
唱
え
る
こ
と
の
矛
盾
や
、
下
位
文
化
内
で
の
さ
ら
な
る
支
配

(6
)

の
問
題
と
い
っ
た
多
文
化
主
義
の
課
題
も
ま
た
、

一
元
論
を
と
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
論
理
的
に
は
消
滅
す
る
こ
と
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ル
チ
ャ
ル

・
ス
タ
デ

ィ
ー
ズ
の
業
績
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
多
元
論
的
な
考
え
方

が
残

っ
て
し
ま
う
の
に
は
、
こ
う
し
た
議
論

の
持

つ
一
種
の
難
解
さ
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
文
化
を
不
断
の
「折

衝
」
の
場
と
し
、
常
に
新
た
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
創
出
を
続
け
な
け
れ

(7
)

ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
主
張
は
、
実
践
の
場
面
で
は
、
ど
う
し
て
も
、
特
定
の

集
団
と
の
関
係
で
再
読
さ
れ
、
新

た
な
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
創
出
に
な
か

な
か
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
尚
更

、
そ
う
し
た
傾
向
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
、
体

感
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
う
し
て
主
張
さ
れ
る
、

ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
性
の
確
認
と
、
支
配
文
化
と
の
不
断

の
対
決
と
い
う
文
化
闘
争

の
教

え
と
の
問
に
違
和
感
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ

り
、
後
者
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

あ
る
意
味
で
は
、
ロ
ジ
カ
ル
な
問
題
で
あ

っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
確
認
が

明
確
に

一
元
論
的
で
あ
る
の
に
竝
し
て
、
闘
争
の
教
え
は
、
相
手
を
く
く
り
出

す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
多
元
的
な
ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
ど
う
し
て
も
含
む
か
ら
で

あ
る
。

つ
ま
り
、

一
元
論
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と
で
、
こ
の
違

和
感
は
解
消
す
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
多
元
論
に
戻
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、

一
元
論
の
中
で
し
か
、
問
題
の
処
理
を
企
て
る
外
は
な
い
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
い
い
か
え
る
な
ら
、
闘
争
の
教
え
を
別
の
教
義
に
書
き
か
え
る
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こ
と
で
あ

っ
て
、
い
う
な
ら
ば
、
批
判
主
義
的
な
次
元
か
ら
の
脱
却
の
企
て
の

要
請
に
外
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、

一
元
論
に
立

つ
こ
と
は
、
人
間
の
同
質
性
を
強
調
す
る

立
場
に
外
な
ら
な
い
。
カ
ル
チ
ャ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
的
議
論
で
は
、
文
化
の

政
治
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
こ
の
点
を
、
必
ず
し
も
強
調
す
る
わ
け
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
言
説
と
い
っ

た
概
念
を
、
「
解
釈
」
と
い

っ
た
概
念
よ
り
も
好
み
、
ま
た
、
レ
イ
モ
ン
ド

・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
化
概
念
に
残
さ
れ
て
い
た
、
「
生
活
」
と
い
っ
た
、
文
化

曾
∀

概
念
本
来
の
豊
饒
性
を
忌
み
嫌
う
こ
と
に
も

つ
な
が

っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
概

念
の
上
で
も
、
文
化
の
み
な
ら
ず

「デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
「
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ

ュ

ラ
ル
」
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
と
い
っ
た
、

つ
い
そ
の
根
源
に
当
た
る
も
の
を
求

め
て
し
ま
い
た
く
な
る
よ
う
な
用
語
を
そ
の
中
核
に
残
す
結
果
に
つ
な
が

っ
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
逆
に
、
こ
う
し
た
批
判
主
義
的
次
元
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、

一
層
の
、
整
合
性
と
、
わ
か
り
や
す
さ
、
そ
し
て
、
広
が
り
と

を
、
加
え
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
主
観
主
義
的

一
元
論
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
多
様
性
に

つ
い
て
の
理
解
は
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
文
化
を
、
言
説

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
後
天
的
属
性
を
生
む
単

一

の
次
元
と
し
て
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
分
析
対
象
を
示
す
概
念
と
し

て

「
解
釈
」
を
、
言
説
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
、

そ
れ
ら
と
併
用
す
る
こ
と
で
、
批
判
主
義
的
議
論
が
貢
献
し
て
き
た
業
績
を
損



な
う
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
、
よ
り
広
い
、
文
化
の
あ
ら
わ
れ
の
問
題
を
も
カ

バ
ー
で
き
る
も
の
へ
と
、
さ
ら
に
、
広
げ
て
行
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

主
観
主
義
的

=
兀
論
を
徹
底
さ
せ
る
と
う
こ
と
は
、
ま
た
、
文
化
の
相
対
性

で
は
な
く
、
妥
当
性
の
条
件
に
よ
る
変
化

の
範
囲
内
で
の
、
様

々
な

「解
釈
」

と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、
価
値
の
実
質
的
な
多
様
性
を
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

こ
と
の
反
転
と
し
て
の
、
対
立
を
前
提
に
し
た
際
に
生
じ
る
、
そ
の
否
定
性
に

留
意
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
リ
ー
チ
に
な
ら

っ
て
、
、.o巳
ε
お
ω、.と
い
う
概

↑
V

念
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
権

(10
)

利
に
対
立
す
る

「
中
間
団
体
」
の
権
力
礼
讚
の
教
え
と
し
て
、
文
化
相
対
主
義

を
む
し
ろ
、
警
戒
す
る
よ
う
な
立
場
に
立

つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
,

こ
の
こ
と
を
裏
返
せ
ば
、
個
別
文
化
は
、
「解
釈
」
の
中
に
だ
け
存
在
す
る

の
で
あ
り
、
文
化
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
具
体
的
に
、
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
様

々
な
個
々
の

「解
釈
」
で
あ
り
、
社
会
的
単
位
と
重
な
る

個
別
文
化
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「解
釈
」
は
、
特
定
の
条
件
を
反

映
し
な
が
ら
、
社
会
空
間
に
満
ち

、
そ
こ
で
の
様
々
な
事
象
の
生
起
に
関
与
し
、

結
果
的
な
集
合
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は

結
果
的
で
あ

っ
て
、
社
会
的
な
単
位
と
重
な
る
必
然
の
も
の
で
は
な
く
、
流
動

的
で
変
化
が
多
く
、
し
か
も
、
そ
の
有
機
的
な
集
合
体
が
存
在
す
る
と
い
っ
た

も
の
で
さ
え
も
な
く
、
条
件
に
よ

っ
て
広
く
、
永
く
流
通
す
る
こ
と
は
あ

っ
て

も
、
宿
命
性
と
は
程
遠
く
、
そ
う
し
た
点
の
追
及
に
は
意
味
が
な
い
よ
う
な
類

い
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「解
釈
」
と
は
、

一
応
、
ギ
ア
ツ
が
述
べ
た
、
公
的
な
象
徴
の
解
釈
を
指
す

も
の
と
し
て
良
く
、
象
徴
と
は
、
言
語
を
中
心
と
し
た
意
味

・
思
考
を
運
ぶ
媒

体
と
な
り
う
る

一
切
を
指
す
。
し
か
し
、
ギ
ア
ツ
は
、
こ
の

「解
釈
」
を

「
文

(11
)

化
」
だ
と
も
述
べ
て
お
り
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
ギ

ア
ツ
は
、
五
〇
年
代
か
ら
既
に
、
社
会
構
造
と
こ
う
し
た

「文
化
」
と
の
独
立

(12
)

性

を

主

張

し

て

き

た

し

、

ま

た

、

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
や

言

説

が

、

こ
う

し

た

「
解

(13
)

釈
」
の

一
つ
と
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
逸
速
く
指
摘
し
、
こ
こ
で
の
議

論
と
整
合
す
る
よ
う
な
理
論
的
な
フ
レ
ー
ム
を

つ
く

っ
て
き
た
こ
と
も
確
か
で

あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
も
モ
ロ
ッ
コ
に
お
い
て
も
、

一
部
の
批
判
に

首
を
か
し
げ
た
く
な
る
ほ
ど
、
分
解
し
揺
れ
動
い
て
行
く
様
に
注
意
を
払
い
、

例
え
ば
、
「
分
節
リ
ネ
ー
ジ
」
と
現
実
と
の
乖
離
を
、
ピ
エ
ー
ル

・
ブ
ル
デ

ュ
ー

の
統
計
調
査
に
基
づ
い
た
研
究
と
並
ん
で
提
示
し
、
中
東
研
究
者
に

『
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
衝
撃
を
、
当
然
視
さ
せ
た
の
も
、
外
な
ら
ぬ
ギ
ア
ツ
の
研
究

(14
V

で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
は
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

一

方
で
、
「解
釈
」
を

「文
化
」
と
つ
な
ぎ
、
あ
た
か
も
既
存

の
個
別
文
化
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
分
析
単
位
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

一
般
に
与
え
て
き
た
こ
と

(15
∀

も
確
か
で
あ
り
、
認
識
レ
ベ
ル
の
同

一
性
の
承
認
や
、
自
ら
の
立
場
の
科
学
と

(16
V

し
て
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
観
主
義
的
多
元
論
と
し
て
、
今
日
批
判
さ

れ
る
に
い
た

っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
く
と
も

「解

釈
」
を

「文
化
」
か
ら
切
り
放
し
、
事
象
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
、
何
の

問
題
も
な
く
、
ギ
ア
ツ
の
文
化
分
析
の
利
点
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
は
可

(17
)

能
な
の
で
あ
る
。

文化の多様性と解釈271



3

文
化
の
尊
厳

多
文
化
主
義
的
議
論
で
は
、
文
化
の
次
元
で
の
蹂
躙
の
存
在
と
個
別
文
化
の

同
定
と
が
、
時
と
し
て
、
同
時
に
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う

に
、
個
別
文
化
の
同
定
は
諦
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
主

観
主
義
的

一
元
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
き
た
わ
け
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
敢
え
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

一
元
論
に
立

っ
て
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
際
に
生
じ
て
く
る
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
の
、
文

化
の
尊
厳
の
再
定
式
化
の
問
題
に
外
な
ら
な
い
。

模
式
的
議
論
を
す
る
と
、
同
質
性
の
逆
説
に
よ

っ
て
生
じ
る
多
様
性
は
、
条

件
が
異
な
れ
ば
、
違
い
が
際
立
ち
、
ど
ん
な
に
違

っ
て
い
て
も
、
条
件
が
同

一

化
し
て
く
れ
ば
、
次
第
に
壁
が
低
く
な

っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原

理
の
中
で
、
歴
史
的
に
、
差
異
が
際
立
ち
、
そ
こ
で
支
配
と
従
属
の
関
係
が
生

じ
た
場
合
、
支
配
側
の
文
化
属
性
を
軸
に
し
て
、
社
会
的
、
経
済
的
(
政
治
的

に
従
属
す
る
側
を
圧
倒
的
な
力
を
も

っ
て
暴
力
的
に
蹂
躙
す
る
中
で
、
従
属
す

る
側
の
文
化
的
尊
厳
が
侵
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
尊
厳
を
侵
し
て
し
ま

っ
て
い
る

の
だ
と
す
る
、
き
わ
め
て
強
い
、
絶
対
的
な
確
信
な
い
し
は
、
悲
痛
な
良
心
的

呵
責
が
、
意
識
と
し
て
、
従
属
す
る
側
や
、

一
部
の
支
配
側
の
加
害
者
意
識
の

中
に
生
じ
る
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
、
原
理
に
矛
盾
し
な
い
。
人
々
が
文
化
的
蹂

躙
を
受
け
た
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
集
合
的
な
個
別
文
化
に
対
す

る
蹂
躙
だ
と
受
け
止
め
る
意
識

・
解
釈
が
生
の
体
験
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
き
た

と
い
う
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
と
、
自
明
な
存
在
と
し
て
集
合
的
な
個
別
文
化

を
同
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
連
結
は
、
検
討
を
要
す
る
事
柄
で
あ
る
。
文
化
的
蹂
躙
が
存
在

す
る
と
い
う
史
実
を
承
認
す
る
こ
と
と
、
集
合
的
な
特
定
文
化
の
蹂
躙
を
受
け

た
と
い
う
意
識
が
生
の
体
験
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
承
認
と

を
連
結
す
る
こ
と
に
矛
盾
が
生
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
先
述
の
よ
う
に
、
個
別
文

化
の
同
定
が
困
難
だ
と
い
う

こ
と
か
ら
、
個
別
文
化
の
承
認
の
問
題
は
、
意
識

の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
妥
当
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
文
化
的
蹂
躙
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
元
論
に
立

と
う
と
、
文
化
の
次
元
を
認
め
る
以
上
、
そ
の
事
の
重
み
は
い
さ
さ
か
も
損
な

わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
の
支
配
を
承
認
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
個
別
文
化
の
同
定
を
求
め
る
こ
と
は
、

明
確
な
同
定
が
不
可
能
な
限
り
、
論
理
的
に
も
矛
盾
を
抱
え
る
と
と
も
に
、
現

実
の
場
面
で
も
、
同
じ
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
共
有
す
る
は
ず
の
人

々
の
間
で
の
新
た
な
対
立
や
抑
圧
や
分
裂
の
問
題
を
は
ら
む
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は
採
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

個
別
文
化
の
同
定
を
行
わ
ず
に
、
文
化
の
次
元
を
承
認
す
る
と
は
、
具
体
的

に
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
り
ー
チ
は
、
人
類
学
の
分
析
単
位
を
文
化

に
求
め
る
べ
き
か
、
社
会
に
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
の
下
に
、
次
の
よ
う

な
議
論
を
展
開
し
、
個
別
文
化
を
認
め
る
こ
と
の
困
難
さ
と
そ
こ
で
採
ら
れ
る

べ
き
文
化
観
と
を
提
示
し
、
個
別
文
化
の
同
定
の
問
題
を
や
は
り
意
識

・
解
釈

の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

一
つ
の
文
化
を
他
の
文
化
と
区
別
し
、

一
つ
の
文
化
要
素
を
他
の
文
化
要
素

272



と
区
別
す
る
デ
ク
パ
ー
ジ

ュ
、
不
連
続
性
は
、
十
中
八
九
、
観
察
者
で
あ
る
人

(18
)

類
学
者
の
心
の
中
に
だ
け
存
在
す
る
。

人
類
学
者
が
対
象
と
す
る

一
つ
の
社
会

(領
域
の
確
定
で
き
る
政
治
単
位
)

に
対
応
物
と
し
て
の
ひ
と
つ
の
個
別
文
化
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
反
す

る
と
リ
ー
チ
も
主
張
す
る
。
社
会

の
単
位
も
、

一
つ
の
社
会
が
さ
ら
に
大
き
な

社
会
の

一
部
で
あ
る
と
い
っ
た
具
合
に
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の

違
い
が
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
客
観
的
な
単
位
と
し
て
扱
い
う
る
の
に
対

し
て
、
文
化
の
方
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
一
つ
の
社
会
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、

社
会
的
に
成
層
化
し
、
各
社
会
層
が
独
自
の
文
化
属
性
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
、
象
徴
使
用
は
空
間
的
に
統

一
性
が
な
く
、
し
か
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に

変
化
す
る
ま

っ
た
く
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
経
験
的
に
い
え
る
の
で
あ

り
、
そ
の
社
会
で
の
文
化
の
あ
ら
わ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
て

も
、
そ
の
社
会
の
単
位
の
対
応
物
と
し
て
の
個
別
文
化
を
想
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
別
文
化
の
同
定
が
そ
れ
を
行
う
者
の

(19
∀

意
識
の
問
題
で
あ
る
と
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
。

文
化
は
単
位
と
し
て
同
定
で
き

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
示
す

後
天
的
な
属
性
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
機
能
に
注
目
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る

よ
う
な
普
遍
的
な
事
柄
で
あ
る
。
文
化
は
こ
の
よ
う
に

一
元
論
的
に
と
ら
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ

の
実
態
に
留
意
す
る
際
に
は
、
周
知
の
通
り
、

た
と
え
個
別
文
化
を
同
定
す
る
場
合
に
で
も
、
互
い
に
、
変
化
し
、
溶
け
合
い
、

か
か
わ
り
合
う
よ
う
な
も
の
と
し

て
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
文
化
が
異
な
る
か
ら
、
あ
る
人
々
が
他
の
人
々
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で

は
な
く
て
、
あ
る
社
会
を
他
の
社
会
と
区
別
し
、
自
分
達
を
他
の
社
会
の
人
々

と
は
違
う

の
だ
と
主
張
す
る
時
に
、

一
役
か
う
の
が
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
言
語
、
宗
教
、
衣
装
、
旗
印
、
系
図
、
し
き
た
り
、
神
話
、
そ
う
い
っ
た

様
々
な
、
文
化
属
性
や
象
徴
の
使
用
に
よ

っ
て
、
自
分
達
は
彼
ら
と
違
い
、
あ

な
た
が
た
は
私
達
と
は
異
な
る
の
だ
と
示
す
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
異
な
る

(20
)

こ
と
が
、
人
々
の
区
別
の
本
質
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
旗
印
か
ら
言
語
ま
で
、
こ
う
し
た
文
化
の
次
元
の
事
柄
は
、

そ
の
気
に
な

っ
て
ち

ゃ
ん
と
サ

ン
プ
ル
を
取
り
、
そ
れ
な
り
の
準
備
を
す
れ
ば
、

比
較
的
容
易
に
、
区
別
だ
て
ら
れ
た
人

々
の
間
で
、
相
互
に
摂
取
可
能
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
意
味
の
次
元
に
お
い
て
共
約
不
可
能

な
体
系
が
存
在
し
は
し
な
い
か
と
い
う
問
題
も
、
近
代
物
理
学
内
で
の
理
論
間

の
共
約
不
可
能
性
が
成
立
す
る
と
い
う
見
解
を
承
認
で
き
る
と
す
れ
ば
、
同

一

文
化
内
で
も
み
ら
れ
る
問
題
と
し
て
見
な
し
う
る
程
度
の
違
い
と
し
て
処
理
可

能
な
は
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
人
々
を
隔
て
る
こ
と
の
本
質
と
し
て

文
化
を
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し

ろ
、
本
質
的
な
の
は
、
分
け
よ
う
と
い
う
意
識
で
あ
り
、
解
釈
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
あ
る
人

々
が
他
の
人

々
を
従
属
さ
せ
る
時
に
、
文
化
の
次
元
で
様

々

な
、
制
約
や
命
令
を
強
要
し
、
自
由
な
意
識
や
意
志
の
表
明
を
抑
圧
し
て
、
従

属
す
べ
き
こ
と
を
逆
に
文
化
的
に
表
象
し
、
そ
れ
ら
が
再
生
.産
さ
れ
る
よ
う
に

制
度
を
構
築
し
堅
持
し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
り
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
個
別
文
化
の
同
定
を
否
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
支
配
の
問
題
の
要
点
を
損
な

っ
て
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ご
く
普
通
に
日
常
化
し
て
い
る
よ
う
な
事
柄
で
さ
え
、
微
妙
な
色
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使
い
、
言
い
回
し
、
発
音
と
い
っ
た
違
い
ま
で
完
全
に
共
有
す
る
の
は
大
変
な

注
意
と
時
間
と
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
他
の
言
語
が
理
解
可
能
だ
と
い
っ

て
も
、
何
の
学
習
も
な
し
に
理
解
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
し
て
や
、
勝
手
に

音
や
語
の
き
ま
り
を
決
め
て
用
意
し
た
言
語
体
系
が
実
在
の
い
ず
れ
か
の
言
語

の
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
ほ
ど
、
隔
た

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
学
習
性
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
鍵
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
自
文
化
で
す
ら
学
習
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
学

習
可
能
な
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
か
ら
同

一
社
会
内
で
も
文
化
の
表
れ
方
が
異
な

り
う
る
し
、
親
子
や
血
族
で
あ

っ
て
も
、
日
本
と
韓
国
、
韓
国
と
ア
メ
リ
カ
と

い
う
具
合
に
暮
ら
す
場
所
が
異
な
る
場
合
、
実
際
に
共
通
の
言
語
す
ら
も
た
な

い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異

な
る
言
葉
を
話
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
理
解
で
き
、
そ
れ
な
り
の
学
習
を
行

え
ば
そ
の
内
容
の
理
解
も
運
用
も
学
習
の
程
度
に
応
じ
て
可
能
だ
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

一
元
論
的
な
文
化
の
多
様
性
の
解
釈
が
妥
当
す
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

個
別
文
化
の
同
定
が
、
確
固
と
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と

は
、
そ
れ
で
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
個
別
文
化
の
同
定
と
そ
れ
に
基
づ
い
た

文
化
の
尊
厳
の
問
題
が
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
を
獲
得
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
共
通
の

文
化
の
次
元
で
の
集
団
間
の
違
い
の
表
明
行
為
が
、
実
体
的
に
意
識
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
「
石
」
は
実
体
と
し
て
の
石
を
表
象
す
る
も
の
と
ほ

と
ん
ど
無
意
識
的
に
理
解
さ
れ
て

い
る
。
表
象
は
実
体
を
表
す
と
い
う
こ
の
等

式
が
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
と
、
表
象
の
存
在
が
実
体
の
存

在
証
明
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
覚
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
表
象
が
あ
る
も

の
は
、
実
体
が
あ
る
。
こ
の
感
覚
が
時
と
し
て
、
「
紙
幣
」
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
生
活
を
豊
か
に
す
る

一
方
で
、
「詐
欺
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ト
ラ
ブ

ル
を
引
き
起
こ
す
。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
を
時
に
自
覚
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
確
か
に
こ
の
よ
う
な
感
覚
を
自
然
に
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
別
文
化
が
同
定
で
き
る
と
い
う
意
識
に

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
備
わ
る
の
も
同
様
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。尊

厳
の
回
復
の
話
に
議
論
を
合
わ
せ
る
と
、
問
題
は
、
二
度
と
、
不
当
な
蹂

躙
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
、
既
存
の
構
造
の
撤
廃
を
求
め
、
不
当
な
扱
い
を

受
け
て
き
た
過
去
の
事
柄
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し

ろ
、個
別
文
化
の
違
い
を
固
定
化
す
る
よ
う
な
形
で
の
文
化
の
尊
厳
の
主
張
は
、

こ
の
こ
と
に
反
す
る
選
択
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
個
別
文
化
の

同
定
が
い
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
と
も
な

っ
て
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ

こ
に
立
脚
す
る
こ
と
で
、
不
幸
が
繰
り
返
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
た
ら
、
絶

対
に
選
択
し
て
は
な
ら
な
い
事
柄
の
は
ず
で
あ
る
。

既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
個
別
文
化
の
同
定
は
、
結
果
と
し
て
、
対
話
の
可

能
性
を
断
ち
、
分
け
ら
れ
な
い
も
の
を
分
け
る
と
い
う
、
論
理
的
、
政
治
的
無

理
を
生
み
出
し
、
政
治
的
、
軍
事
的
な
緊
張
の
芽
に
な
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。

社
会
の
同
定
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
過
去
の
惨
劇
を
無
視
す
る
こ
と

で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
を
受
け
止
め
、
そ
の
上
で
、
不
幸
の
芽
を
摘

み
取
ろ
う
と
い
う
意
図
か
ら
、文
化
の
同
定
の
危
険
性
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
。

ノ
ー
ベ
ル
や
エ
ジ
ソ
ン
や

「自
由
」
や
人
権
宣
言
や

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
と
同
様

に
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
、
様

々
な
人

々
の
業
績
や
概
念
や
法
体
系
や
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技
術
を
扱

い
直
し
た
り
、
少
な
く
も
古
い
条
約
や
協
定
に
基
づ
い
た
先
住
者
の

権
利

の
回
復
や
協
定
等
の
な
い
人

々
に
対
し
て
も
そ
れ
に
準
じ
た
救
済
措
置
を

行

っ
た
り
、
様

々
な
差
別
の
撤
廃
を
行
う
こ
と
は
、
断
固
と
し
て
推
進
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
と
、
文
化
の
壁
を
高

く
積
み
上
げ
直
し
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
と
は
、
む
し
ろ
逆
行
す
る
ゆ
文
化
の

次
元
の
蹂
躙
の
問
題
は
、
地
雷
や
化
学
兵
器
や
細
菌
兵
器
、
核
兵
器
の
配
備
や

使
用
と
実
質
的
に
は
何
の
変
わ
り
も
な
い
、
た
ち
の
悪
い
、
故
意
に
よ
る
恣
意

的
な
暴
力
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
世
代
に
も
わ
た

っ
て
内
面
か
ら
人
々

を
苦
し
め
、
支
配
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
人
為
的
に
使
用
可
能
な
事
柄
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
文
化
的
支
配
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ

っ
て
、

既
に
見
た
よ
う
に
、
個
別
文
化
の
文
化
の
同
定
が
無
理
で
あ
る
以
上
、
あ
る
人

々
が
他
の
人
々
と
異
な

っ
て
い
る
こ
と
の
本
質
と
し
て
文
化
を
持
ち
出
す
こ
と

に
、
支
配
の
た
め
の
捏
造
と
真
性

の
そ
れ
と
の
区
別
な
ど
引
き
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
に
せ
よ
、
個
別
文
化
の
同
定
を
行
う

こ
と
は
、

政
治
的
な
闘
争
の
種
子
を
す
す
ん

で
蒔
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ

う
し
た
不
幸
を
繰
り
返
し
た
く
な
け
れ
ば
、
過
去
の
悲
惨
で
不
当
な
扱
い
に
対

す
る
十
分
な
贖
い
と
万
全
の
防
止
策
を
こ
う
じ
る
べ
き
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
認
め

ら
れ
て
も
認
め
ら
れ
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
ど
ん
な
こ
と
が
あ

っ
て

も
、
文
化
の
次
元
の
政
治
的
な
利
用
だ
け
は
、
た
と
え
被
害
者

の
権
利
回
復
の

名
目
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
制
限
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ア
ム

ネ
ジ
ア
の
主
張
や
、
世
界
連
邦
構
想
の
主
張
や
、
逆
に
、
既
存
の
国
家
に
代
表

さ
れ
る
社
会
枠
の
擁
護
や
そ
の
主
張
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
人

々
が
、
満
足
行
く
形
で
、
結
社
し
、
社
会
を
維
持
す
る
こ
と
が

い
け
な
い
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
区
別
に
文
化
の
本
質
的
な
違
い
を
持
ち
出
す

こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

文
化
の
次
元
で
の
尊
厳
の
蹂
躙
は
、
人
間
の
尊
厳
の
蹂
躙
で
あ
り
、
蹂
躙
を

被

っ
た
人

々
が
、
同
じ
被
害
を
被

っ
た
者
と
し
て
、
集
結
し
、
集
団
訴
訟
等
の

ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
の
意
味
は
き
わ
め
て
大
き
い
が
、
だ
が
、
文
化
の

尊
厳
を
、
個
別
文
化
に
規
定
さ
れ
る

「
中
間
団
体
」
の
尊
厳
の
問
題
と
し
て
扱

お
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、

か
え

っ
て
、
悲
劇
回
避
の
意
図
に
反
す
る
は
ず
で
あ
る
。
文
化
の
尊
厳
の
問
題

は
、
個
別
文
化
の
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
尊
厳
の
問
題
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
被
害
を
被

っ
た
人
々
と
い
う
か
た
ち
で
結
果
的

に
集
合
性
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
集
合
性
を
本
質
的
な
文
化
的
差
異
と

結
び

つ
け
る
か
た
ち
で
、
与
件
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

4

今
日
の
多
様
性

こ
う
し
た
文
化
の

一
元
性
の
主
張
を
、
今
日
の
多
様
性
と
い
う
か
た
ち
で
見

て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
多
様
性
の
減
退
と
、
そ
れ
に
伴
う
多
様
性
の
問
題
化
と

い
う
、
見
解
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
今
日
の
世
界
は
、
人
問
本
来
の

同
質
性
と
、
共
通
条
件
の
増
加
に
伴

っ
て
、
確
実
に
、
そ
の
多
様
性
は
減
退
傾

向
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
逆
説
的
な
現
象
が
生
じ

て
く
る
の
で
あ
る
。

一
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
多
様
性
自
体
が
条
件
の

一
角
を

占
め
、
こ
う
し
た
多
様
性
と
共
通
条
件
と
の
関
数
と
し
て
今
日
の
多
様
性
が
決

定
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
、
よ
く
似
た
別
物
が
増
え
、
そ
れ
が
、
頻
繁
に
邂
逅
す
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る
よ
う
な
事
態
が
し
ば
ら
く
続
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う

一
つ
に
は
、
共

通
の
こ
と
が
増
加
し
、
し
か
も
そ
れ
が
当
然
と
見
な
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、

多
様
性
や
差
異
が
、
解
消
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
、
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う

一
つ
に
は
、
人
間
の
学
習
性
、
認

識
の
限
定
性
、
社
会
性
と
い

っ
た
本
質
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
新
し
い
状
況
下

で
常
に
全
く
新
し
い
多
様
性
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
両
義
的
か
つ
逆
説
的
な
状
況
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
、
よ
く
似
た
も
の
に
絡
む
ト
ラ
ブ
ル
、
解
消
さ
れ
る

べ
き
課
題
と
し
て
の
差
異
、
新
た
に
生
じ
る
多
様
性
の
生
む
既
存
の
理
解
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
と
い
っ
た
問
題
が
、
研
究
対
象
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
と
り
わ
け

「解
釈
」
の
次
元
で
の
、
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
は
、

そ
の
中
心
で
あ
り
、
研
究
の
中
心
に
あ
げ
る
べ
き
テ
ー
マ
に
外
な
ら
な
い
。

そ
れ
は

「
伝
統
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド

・
ワ
ー
ク
の
イ

メ
ー
ジ
を
変
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
、
あ

ら
ゆ
る
問
題
に
対
し
て
、
「文
化
」
で
は
な
く
、
「解
釈
」
に
注
目
し
、
そ
の
社

会
の
理
解
や
文
化
の
記
述
と
い
う

よ
り
は
む
し
ろ
、
今
日
的
多
様
性
が
か
か
え

る
様

々
な
問
題

・
課
題
の
理
解
を
行
う
よ
う
な
姿

へ
の
変
貌
を
意
味
し
て
い

る
。今

日
の
多
様
性
は
、
地
球
化
現
象
と
呼
ば
れ
る
ト
レ
ン
ド
の
両
義
牲
と
逆
説

性
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
顔
は
、
科
学
、
人
権
、
功
利
主
義

と
い
っ
た
、
近
代
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
と
無
縁
で
は
な
い
っ
普
遍
と

も
特
殊
と
も
言
い
が
た
い
か
た
ち

で
展
開
す
る
事
態

へ
の
理
解
も
ま
た
、
こ
う

し
た
研
究
の

一
角
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

戦
後
の
日
本
社
会
を
例
に
と
る
と
、
「
日
本
的
経
営
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
近
代
化
の
成
功
と
も
文
化
的
特
殊
性
の
証
左
と
も
さ
れ
る
よ
う
な
両
義
的

な
事
態
が
、
今
日
的
多
様
性
の
具
体
例
の
ひ
と

つ
と
し
て
指
摘
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
多
様
性
と
共
通
条
件
の
関
数
と
で
も
い

う
べ
き
事
態
な
の
で
あ
り
、
近
代
性
や
特
殊
性
に
還
元
で
き
る
性
質
の
問
題
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
的
経
営
の
特
殊
性
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
特
徴
で
す
ら
、

野
口
悠
紀
雄
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
九
四
〇
年
前
後
に
成
立
し
た
戦
時
体
制

に
さ
か
の
ぼ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
江
戸
期
や
明
治
期
と
の
連
続
性

(21
V

を
確
認
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
よ
う
な
特
殊
性
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
問
題
に
限

ら
ず
、
日
本
社
会
の
様
相
は
、
戦
後
の
五
〇
年
間
だ
け
を
と

っ
て
見
て
も
、
大

き
く
変
貌
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
か

つ
て
権
威
あ
る
人
類
学
者

が
不
変
と
し
て
い
た
、
洋
服
と
和
服
と
の
二
重
生
活
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
や
、
「
タ
テ
社
会
」
と
い

っ
た
社
会
構
造
的
な
特
徴
で
す
ら
、
そ
の
主
張
か

ら
ほ
ど
な
く
減
退
を
示
し
、
今
日
で
は
、
も
は
や
、
素
直
に
見
る
限
り
、
過
去

の
記
録
と
化
し
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
戦

後
ず

っ
と
根
づ
か
な
い
と
言
わ
れ
て
続
け
て
き
た
、
憲
法
の
理
念
で
さ
え
、
今

日
、
若
い
世
代
で
は
確
実
に
正
論
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
お
り
、

最
高
裁
判
所
の
判
決
の
レ
ベ
ル
で
も
ま
た
、
時
間
を
重
ね
る
ご
と
に
こ
の
こ
と

を
裏
書
す
る
よ
う
な
傾
向
に
傾
き
、
戦
後
な
が
ら
く
、
暗
黙
の
了
解
が
成
立
し

て
い
た
は
ず
の
、
地
方
自
治
体
を
中
心
と
し
た
公
金
不
正
支
出
の
問
題
が
社
会

的
制
裁
の
対
象
と
し
て
認
知
さ
れ
た
り
、
昭
和
五
〇
年
代
位
ま
で
は
、
む
し
ろ

当
た
り
前
と
さ
れ
て
い
た
学
校
で
の
教
師
に
よ
る
体
罰
が
、
今
日
で
は
刑
事
事

件
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、経
済
や
風
俗
の
面
ば
か
り
で
な
く
㍉
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明
ら
か
に
、
社
会
的
な
、
不
正
や
正
義
に
関
す
る
了
解
ま
で
も
が
、
戦
前
の
そ

れ
か
ら
、
憲
法
を
頂
点
と
す
る
よ
う
な
、
人
権
思
想
的
な
も
の
へ
と
大
き
く
変

化
を
遂
げ
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
自
動
車
の
問
題
に
絞

っ
て
話
を
進
め
る
と
、
同

一
化
の
進
行
の
中

で
問
題
化
す
る
多
様
性
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
る
。

一
九
三
六
年
の

「自
動
車

製
造
事
業
法
」
の
制
定
以
来
、
今

日
ま
で
、
日
本
の
自
動
車
産
業
は
急
速
な
成

長
を
続
け
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
構
造
、
対
外
関
係
、
国
民
生
活
と
い

っ
た
様

々
な
次
元
で
の
自
動
車
の
持
つ
意
味
を
増
大
さ
せ
、気
づ
い
て
見
る
と
、

「自
動
車
の
世
紀
」
に
ふ
さ
わ
し

い
新
し
い
社
会
体
制
を
確
立
さ
せ
、
世
界
最

大
級
の
生
産
量
と
輸
出
量
を
達
成
し
て
、
「
自
動
車
の
世
紀
」
そ
の
も
の
の
進

行
に
さ
え
主
要
な
役
割
を
果
た
す
結
果
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
周
知

の
と
お
り
、・
次
第
に
、
市
場
経
済

シ
ス
テ
ム
の
共
有
の
中
で
、
ア
ン

・
フ
ェ
ア

な
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
文
化
的
差
異
の
問
題
探
し
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
態
の
特
殊
性

へ
の
還
元
の
台
頭
を
も
招
い
た

こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

「中
流
意
識
」
の
問
題
に
、
自
動
車
産
業

が
も
た
ら
す
問
題
を
重
ね
合
わ
す
こ
と
で
、
新
し
い
多
様
性
の
問
題
も
見
え
て

く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
の
社
会
の
不
均

一
性
に
注
意
を
促
し
、
多
元
論
的
な
文
化
の
見
方

へ
の

警
鐘
と
し
て
、
「中
流
意
識
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
指
摘
す
る
こ
と
の
意
味

は
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
所
得
格
差
の
拡
大
や
、
民
族
的
多
様
性
の
存

在
の
指
摘
を
も

っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
の
大
半
を
終
え
た
と
見
な
す
よ
う

な
議
論
に
と
ど
ま
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
自
体
、

一
種
の
ス
テ
レ
オ

・
タ
イ
ブ
の

再
生
産
そ
の
も
の
と
な
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
キ
ャ

ロ
ル

・
グ
ラ
ヅ
ク
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
動
車
産
業
の
発
展
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
戦
後
の
社
会
変
化
は
、
確
か
に
、
「
中
流
」
を
実
感
さ
せ
る
よ
う

曾
)

な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
単
に
、
政
府
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
に
還
元

で
き
な
い
、
実
態
的
側
面
を
提
供
し
て
き
た
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
こ
う
し
た

体
制
は
、
バ
ブ

ル
崩
壊
後
も
続
く
、
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド

・
カ
ヅ
プ
最
終
予

選
の
対
イ
ラ
ソ
戦
で
は
、
観
戦

の
た
め
に
万
単
位
の
人
々
が
海
外
の
ス
タ
ン
ド

を
埋
め
尽
く
し
、
銀
座
並
木
通
り
の
ブ

ラ
ン
ド
シ
ョ
ッ
プ
街
で
は
、
む
し
ろ
、

店
舗
数
、
各
店
の
売
上
が
と
も
に
増
加
し
続
け
て
い
る
と
い

っ
た
事
態
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
し

っ
か
り
と
し
た
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

所
得
格
差
は
、
確
か
に
、
同

一
ブ
ラ
ン
ド
内
で
の
買
え
る
も
の
の
価
格
の
差
や
、

車
の
車
種
や
グ
レ
ー
ド
と
し
て
反
映
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
質
的
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
同
じ
ス
テ
ー
ジ
上
の
量
的
な
差
な
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
、
両

義
的
な
側
面
を
示
す
の
で
あ

っ
て
、
差
異
が
拡
大
す
る
よ
う
に
も
、
ま
た
、
同

一
で
あ
る
よ
う
に
も
映
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
特
徴
は
、
文
化
資
本

の
問
題
に
つ
い
て
も
い
え
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
お
そ
ら
く
は
、
こ

の
件
に
関
し
て
の
よ
り
的
を
獲
た
性
格
づ
け
が
可
能
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
差
異
は
、
戦
前
の
階
級
差
の
再
生
産
そ
の
も
の
で

(23
)

も
な
け
れ
ば
、
「地
位
非

一
貫
性
の
増
大
」
と
い

っ
た
世
界
的
現
象
そ
の
も
の

で
も
な
く
、
戦
後
日
本
で
起
き
た
、
生
産
、
消
費
双
方
を
規
定
し
、
あ
ら
ゆ
る

人
々
を
巻
き
込
む
よ
う
な
か
た
ち
で
発
展
し
て
き
た
社
会
変
化
の
中
で
生
じ
て

き
た
も
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
、
様

々
な
次
元
で
の
、
様

々
な
主
体
を
巻
き
込

ん
だ
、
複
数
の

「
解
釈
」

の
絡
む
、

一
応
ば
ら
ば
ら
の
事
象
の
複
合
と
し
て
描

文化の多様性と解釈277



き
う
る
も
の
で
、
単

一
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
途
端
に
、
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
に
か
ら
み
と
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
府

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
企
業
の
広
告
戦
略
、
家
庭
内
で
の
子
供
や
妻
の
発
言
権
の

拡
大
を
支
え
る
平
等
主
義
、
「
お
や
じ
」
蔑
視
、
華
族
意
識
、
ア
メ
リ
カ
へ
の

憧
れ
、
等

々
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
な
問
題
の
集
積
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
シ
ス
テ
ム
と
日
常
生
活
世
界
と
の
融
和
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
あ

ら
た
な
生
活
様
式
を
支
え
る
空
間
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た

い
わ
ば
新
し
い
多
様
性
を
生
む
条
件
に
留
意
し
な
が
ら
も
、

一
つ

一
つ
を
丁
寧

に
、
人
間
の
問
題
と
し
て
、
分
析
す
べ
き
問
題
群
な
の
で
あ
る
。
研
究
と
い
う

視
点
が
ら
述
べ
れ
ば
、
ど
の
よ
う

な
規
模
の
大
き
い
社
会
を
対
象
と
し
て
も
、

個

々
の
事
象

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と

い
う
か
た
ち
で
調
査
可
能
で
あ
り
、
逆
に
、

た
と
え
ど
の
よ
う
に
小
さ
な
社
会

を
対
象
と
し
よ
う
と
も
、
そ
の
全
体
を
問
題

に
し
よ
う
と
す
る
と
、
か
え

っ
て
地
球
を
半
周
す
る
よ
う
な
調
査
を
強
い
ら
れ

か
ね
な
い
状
況
を
考
え
れ
ば
、
決

し
て
難
易
度
の
高
い
、
無
理
な
調
査
で
は
な

い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
多
様
性
の
減
退
が
進
行
し
て
い
く
中
で
、
今
、
新
た
な
多
様
性
と

い
う
現
実
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
直
面
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
、

新
し
い
同
質
化
の
時
代
に
向
け
て
の
過
渡
期
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
を
人
類
学
の
テ
ー

マ
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
他
者
理
解
か
ら
自
己

理
解

へ
、
異
文
化
理
解
か
ら
個
々
の
事
象
に
絡
む

「
解
釈
」
の
理
解

へ
の
移
行

を
意
味
す
る
流
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
新
し
い
世
界
の
成
立

を
意
味
す
る
か
に
見
え
る
し
と
て
も
、
実
際
に
は
、
い
ま
だ
そ
の
過
渡
期
に
す

ぎ
ず
、
仮
に
成
立
し
た
と
し
て
も
、
実
は
そ
れ
は
、
こ
こ
数
世
紀
の
間
、
既
に

言
い
古
さ
れ
た
、
い
く

つ
か
の
原
理
の
、
定
着
と
し
て
、

一
応
描
け
る
よ
う
な

世
界
に
違
い
な
く
、
変
貌
し
切

っ
た
、
科
学
、
人
権
、
功
利
主
義
と
い
っ
た
原

理
に
よ
る
、
自
己
実
現

・
人
間
の
完
成
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
矛
盾

点
の
暴
露

・
人
間
の
完
成
の
夢
の
放
棄
を
導
く
よ
う
な
時
代
の
到
来
と
い
っ
た
.

も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
時
代
に
あ

っ
て
、
多
様
性
の
研
究
は
、
人
間

・
文
化
の
原
理
の
検

証
と
、
そ
の
現
状
の
記
録
、
そ
し
て
、
新
た
な
問
題
の
提
起
と
い

っ
た
役
割
を

え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
今
日
な
お
残
り
、
将
来
も
残
る
で
あ
ろ
う
、

様

々
な
不
公
正
の
問
題
に
取
り
組
む
と
同
時
に
、
文
化
の
次
元
に
か
か
わ
る
ト

ラ
ブ
ル
全
般
に
対
し
て
も
、
取
り
組
ん
で
行
く
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
の
議
論
が
十
分
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
お
う

と
し
た
問
題
を
問
い
続
け
る
こ
と
の
意
義
は
、
間
違
い
な
く
、
あ
る
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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斉
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一
「
民
主
主
義
と
複
数
性
」
『
思
想
』

一
九
九
六
年
九
月
号
、
八

一
頁
。

小
笠
原
博
毅

「
文
化
と
文
化
を
研
究

す
る
こ
と

の
政
治
学
ー

ス
テ

ユ
ア
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・
ホ
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問
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岩
波
書
店
同
時
代
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
65
、

一
九

九

一
年

、
五

一
頁
。

(日
$
o
貫

国
住
言
鐸
巳

い
Qっ
0
9
巴

諺
茸
年
8
9
0
翳

し

㊤
◎。
伊

い
自
血
o
『

白
已
冨
目

O
o
ぎ

ω
ω
o
昜

卿

O
o
・P

辞

噂
.お

.)

樋

口
陽

一

『
自
由
と
国
家
』

一
九
八
九
年

、
岩
波
新
書

93
、

一
八
六
頁
。

「
人
類

学
的
記
述
は

い
う
ま

で
も
な
く
解
釈

で
あ

る
。
そ
れ
も
、

二
次
的
、

三
次
的

な
解
釈

で
あ
る

。
(定
義

上
、
「
住
民
」

の
み
が

一
次

的
な
解
釈
を
行

う

。
そ
し

て
そ
れ
が
彼

の
文
化

で
あ
る
。
)
」

O
①
Φ諄
押

Ω
ま
霞
鼻

↓
ゲ
①

ぎ
-

8
弓
お
鐙
什圃自

o
h
O
巳
け舞
0
9

Hミ

Q。
u
2
①
≦

囑
o
時

"】W
鋤
匹
o
切
o
o
犀
ρ

ぎ
o
`

歹
嵩
.
(吉

田
禎
吾
他
訳

『
文
化

の
解
釈
学

1
』

一
九
九
〇
年

、
岩
波
現
代
選

書

10
、

二
六
頁

、
相
当
。
)

1

赱

住
●も

μ
①
O
●
(邦
訳

二
八
八
頁
。
)

赱

自
`

冨

」
㊤
ω
I
b。
ω
Q。
●
(吉

田
禎
吾
他

訳

『
文
化
の
解
釈
学
皿
』

一
九
九
〇

年
、
岩
波

現
代
選
書

m
、
三
～

七
四
頁
。
)

い
ぎ
爵

9
β

O
匿
二
Φ
P

、目
冨

Z
Φ
毒

窰
達
巳
①

国
o
ω
8
ヨ

国
けぎ

轟

蕁
弓
ξ

℃、

窪
①
臼
o
ロ
ヨ
巴

o
h
幻
亀
巴

》
暮
げ
「
8
⊆
o
αq
ざ
㊤
=

磊

蜂
暮
Φ
噛
(Z
・ω
.)
♂

Z
9
餅

お
㊤
9

ウ
◎。
O
メ

O
Φ
Φ
洋
斜

8

.
o
罫
"
O
μ
ω
・
(邦
訳

二
二
頁
。
)

薫

Ω
●も

b
艀
.
(邦
訳

四
二
頁
。
)

ギ
ア

ツ
の
解

釈
及
び
関
連
概
念

に

つ
い
て
は
、
『
文
化

の
解
釈
』

二
章
、
四
章

で
の
議
論
、
小
泉
潤

二

「
ギ
ア

ツ
の
解
釈
」

江
淵

一
公

・
伊
藤
亜
人
編

『
儀

礼
と
象
徴

文
化

人
類
学
的
考
察
』
所
収

、

一
九

八
三
年

、
九
州

大
学
出

版
会
、

四
七
～

七

二
頁
、
佐
藤
研
、一

「
人
類

学
の
可
能
性
-

解
釈

人
類
学

　
20
)

　 　
19、18
))

 

(21

)

　
23
)

　
22
)

を

中

心

と

し

て
」

大

阪

大

学

人

間

科

学

研

究

科

修

士
論

文

、

一
九

九

六

年

。

エ
ド

マ

ソ
ド

・
リ

ー

チ

、
上

掲

書

、

五

一
頁

。

(い
8
0
戸

8

・o
圃叶
・も
ト
ω
●)

同
書

、

四

九

～

五

一
頁

。

(一
げ
一α
;

O
●癖
一
I
QQ
・)

小
泉
潤
二
「境
界
を
分
析
す
る
ー

グ
ア
テ
マ
ラ
の
場
合
」
黒
田
悦
子
編

『民

族
の
出
会
う

か
た
ち
』
所
収
、

一
九
九
四
年
、
朝

日
選
書
鵬
、
七

一
～

二
頁
、

参
照
。

野

口
悠
紀

雄

『
21
世
紀

日
本
経
済
は

よ
み
が

え
る
か

「
40
年
体
制
」

の
克
服
』

(N
H
K
人
問
大
学
テ
キ
ス
ト

一
九
九

七
年

四
月
～

六
月
期
)
、

一
九
九
七

年
、
日
本
放
送
出
版
協
会

、
三
三
～

八
二
頁

。

キ

ャ
ロ
ル

・
グ

ラ

ッ
ク

「
近
代
と

し
て
の

二
〇
世
紀
-

日
本

の

「
戦
後
」

を
考
え
る
」
『
世
界
』

一
九
九
七
年

一
一
月
号
、

一
五
六
～
七
頁

。

富
永
健

一

『
日
本

の
近
代
化
と
社

会
変

動
』

一
九
九

一
年

、
講

談
社

学
術
文

庫

52
、
三
七

六
頁
。

9

279 文化の多様性と解釈



                Cultural Diversity and Interpretation 

                          in 

                          Anthropology 

                         Kenichi SATO 

   Cultural diversity emerges from human equality. This paper's attempt consists of contrasting the 

theoretical understanding of culture by focusing on this insight and asserting that anthropology should 

not be the study of others but the genuine study of man without the distinction between other and 

self in the present global age. This insight also shows that cultural dignity should be understood not 

as a particular cultures' but a form of human dignity. And alse shows the dangers which the require-

ment of the dignity makes, based on particular cultural identities. 

   This argument will cotribute to recapture the richness of the anthropological concept of culture 

which has been criticized by cultural studies. Finally, it will examine the problem of cultural diversity 

today, which can be called a paradox due to the decreasing of cultural diversity, and the possibility of 

an interpretive anthropological approach on such a diversity in the present world. 

   This paper will not only contribute to better understanding of apparent inconsistances among the 

arguments of cultural diversity, but also further undestanding of fundamental problems that concern 

both anthropology and all cultural research. It will do this by presenting theoretical arguments of cul-

tural diversity and interpretation. 
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