
序
論

実
証
主
義
と
構
成
主
義
と
が
対
立
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
も
は
や
困
難

で
あ
る
。
と
い
う
か
、
そ
れ
ら
の
対
立
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
い
ず
れ
も

が
同
じ
素
朴
な
経
験
的
実
在
論
と
化
し
て
い
く
。
実
践
的
に
は
、
資
料
か
ら
実

態
を
見
い
だ
す
の
か
、
書
き
手
の
思
想
を
見
い
だ
す
の
か
、
と
い
う
ち
が
い
し

か
な
い
。
唯
一
の
資
料
を
出
発
点
と
し
て
、
迂
回
の
仕
方
に
差
は
あ
れ
、
結
局

は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
「
社
会
」
の
全
容
あ
る
い
は
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
も
の
に
変
わ
り
は
な
い
。

で
は
、「
社
会
」
は
い
か
に
み
る
べ
き
か
。
実
体
論
的
に
か
、
そ
れ
と
も
観

念
論
的
に
か
。

サ
ピ
ア
＝
ウ
ォ
ー
フ
流
の
言
語
相
対
主
義
、
言
語
決
定
主
義
が
し
ば
し
ば
非

難
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
方
か
ら
の
排
他
的
な
視
座
は
、
か
え
っ
て
他
方
の
価
値

を
高
め
た
。「
国
家
」
が
対
象
の
場
合
に
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
。

国
家
は
あ
る
種
の
暴
力
装
置
を
有
し
た
実
体
と
し
て
も
、
独
自
の
観
念
を
共
有

す
る
ひ
と
び
と
の
精
神
的
凝
集
と
し
て
も
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
決

定
打
を
放
っ
た
と
は
い
え
な
い
。「
とト

・
テ
ィ
・
エ
ス
テ
ィ

は
な
に
か
」
と
い
う
形
で
国
家
を
ダ
イ

レ
ク
ト
に
考
察
す
る
こ
と
が
、
対
象
を
極
度
に
物
象
化
す
る
か
観
念
化
す
る
、

平
面
的
な
二
者
択
一
の
傾
向
を
生
む
。む
し
ろ
国
家
は
、実
体
論
と
観
念
論—

本
来
は
両
立
し
が
た
い
二
つ
の
立
場
に
よ
っ
て
、
時
代
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に

配
分
を
変
え
な
が
ら
、奇
妙
に
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
要
す
る
に
、

国
家
を
描
く
際
に
は
、
対
象
に
陰
影
を
つ
け
、
斜
線
を
引
き
、
立
体
的
に
捉
え

る
た
め
の
角
度
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。
実
体
論
か
観
念
論
か
、
と
い

う
二
者
択
一
に
か
え
て
、
国
家
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
国
家
そ
の
も
の
と
し
て
、

両
者
は
ど
の
よ
う
に
結
合
さ
れ
て
き
た
の
か
。
右
の
意
見
対
立
が
示
唆
し
て
い

る
の
は
、
時
代
や
状
況
に
応
じ
て
、
国
家
が
現
実
に
実
体
と
し
て
も
概
念
と
し

★
1

★
2

★
3

★
4

★
5

田
中　

希
生

統
計
か
ら
貨
幣
へ
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家
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歴
史
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変
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て
も
振
る
舞
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
は
、
そ
う
し
た
不
均
質
な

も
の
の
変
異
体
で
あ
り
、
歴
史
学
者
に
と
っ
て
、
こ
の
問
い
は
、
平
面
的
な
地

図
の
奥
に
折
り
重
な
る
地
層
を
見
い
だ
す
よ
う
な
、
地
質
学
的
な
変
遷
を
問
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
章　

二
つ
の
言
語
モ
デ
ル

周
知
の
と
お
り
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
実
在
論
と
唯
名
論
の
対
立
は
、「
普

遍
概
念
」
を
め
ぐ
る
言
語
論
同
士
の
争
い
だ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
国
家
や
社

会
の
概
念
を
問
う
う
え
で
、
近
代
言
語
学
の
い
く
つ
か
の
モ
デ
ル
を
参
照
し
て

お
く
の
は
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
世
紀
の
比
較
言
語
学
を
こ
え
て
、
よ
り
二
〇
世
紀
的
な
「
一
般
言
語

学
」
を
試
み
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
＝
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
、言
語
は
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
め
ぐ
る
記
号
学
（
論
）【
図
１
】
の
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
そ
れ
は
異
な
る
二
つ
の
経
路
を
と
お
っ
て
発
展
し
、
二
つ
の
モ
デ
ル
を
生

み
出
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
ひ
と
つ
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
パ
ー

スCharles Sanders Peirce

を
嚆
矢
と
す
る
英
米
学
派
の
そ
れ
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
も
っ
ぱ
ら
ル
イ
ス
・
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウLouis H

jelm
slev

に

代
表
さ
れ
る
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
の
そ
れ
で
あ
る
。
英
米
学
派
の
そ
れ
は

The Representam
en

（
代
表
項
）―

An Interpretant

（
解
釈
項
）―

★
6

【図１】　シニフィアン̶シニフィエモデル

【図２】　パースの三項モデル

【図３】　ソシュールとパース

SA

SE

SA

SE

An Interpretant（解釈項）

The Representamen（代表項） An Object（指示対象）

The Representamen An Object/The Representamen

An Interpretant
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An O
bject

（
指
示
対
象
）
の
三
項
モ
デ
ル
【
図
２
】
で
あ
り
、「
代
表
項
（
記

号
）」
か
ら
心
理
的
な
項
で
あ
る
「
精
神
的
解
釈
項
（
意
義
）」
を
介
し
て
「
対

象
」
へ
と
至
る
三
区
分
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
は
〝
記
号
過
程
〞
と

呼
ば
れ
、
時
間
性
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
で
、
共
時
性
（
し
た
が
っ
て
過
程

で
は
な
く
体
系
）
を
重
視
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
異
な
る
が
、「
記
号
」
お
よ
び

「
指
示
物
」
を
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
該
当
す
る
も
の
と
み
れ
ば
、

そ
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
【
図
３
】。
む
ろ
ん
ソ
シ
ュ
ー

ル
に
お
い
て
、
概
念
が
物
理
的
な
質
料m

atière

と
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、

聴
覚
映
像
（im

age acoustique

／représentation

）
と
結
び
つ
く
点
は

パ
ー
ス
よ
り
も
ず
っ
と
厳
密
で
あ
り
、
ラ
ン
グ
（

≒

精
神
的
解
釈
項
）
が
現
実

の
指
示
対
象
と
結
び
つ
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る

の
は
、
記
号
学
の
対
象
か
ら
や
や
外
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
パ
ロ
ー
ル
で
あ
る
）。

記
号
学
（
論
）
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
範
囲
内
で
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
パ
ー

ス
の
差
は
小
さ
く
な
い
が
、一
歴
史
学
者
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、次
に
あ
げ
る
イ
ェ

ル
ム
ス
レ
ウ
の
モ
デ
ル
の
方
が
差
は
ず
っ
と
大
き
い
。

イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
の
そ
れ
は
、
直
接
に
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
出
て
い
る
と
は

い
え
、論
理
の
中
心
は
大
き
く
異
な
る
。一
般
に
彼
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ

エ―

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
二
項
モ
デ
ル
を
内
容Contenu

―

表
現Expression

に
発
展
的
に
変
奏
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
哲
学
者
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ

が
い
う
よ
う
に
、
両
者
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
は
い

う
。「
表
現
を
伴
わ
な
い
内
容
ま
た
は
無
表
情
な
内
容
は
あ
り
え
な
い
…
ま
た

内
容
を
伴
わ
な
い
表
現
ま
た
は
内
容
な
し
の
表
現
は
あ
り
え
な
い
」。
つ
ま
り

表
現
の
み
な
ら
ず
内
容
も
ま
た
心
理
的
な
も
の
で
は
な
く
現
実
的
な
も
の
で
あ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
表
現
の
項
も
内
容
の
項
も
、
そ
れ
ぞ
れ
実
質
と
形
式
と
い
う

二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
有
し
て
い
る
が
、
言
語
学
が
扱
う
の
は
も
っ
ぱ
ら
形
式

で
あ
る
（
実
質
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
形
式
へ
と
移
行
す
る
可
能
性
を

も
っ
た
多
様
体
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
例
の
実
質
と
は

区
別
さ
れ
て
質
料m

ening

／m
atière

と
呼
ば
れ
る
）。
つ
ね
に
な
ん
ら
か

の
形
式
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
内
容
と
表
現
が
扱
わ
れ
る
以
上
、
そ
れ
を
外
部

に
露
出
し
た
記
号
表
現
と
多
分
に
心
理
的
な
意
味
内
容
と
か
ら
な
る
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン―

シ
ニ
フ
ィ
エ
の
モ
デ
ル
、
あ
る
い
は
三
項
モ
デ
ル
と
同
一
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
あ
え
て
パ
ー
ス
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
る
な

★
7

★
8★

9

★
10

★
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【図４】　イェルムスレウ
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ら
、Interpretant

（
解
釈
項
）
を
介
さ
な
い
、
記
号
か
ら
指
示
物
へ
の
横
断

的
な
移
行
の
連
鎖
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
反
し
て
質
料m

atière

か
ら
形

式form
e

へ
の
飛
躍
が
あ
る
【
図
４
】。

二
つ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
実
体
論
と
観
念
論
は
ど
の
よ
う
に
調
停
さ
れ

て
い
る
か
。
前
者
で
は
、
実
体
は
ラ
ン
グ
や
解
釈
項
と
い
っ
た
規
範
を
通
じ

て
均
質
化
さ
れ
、
記
号
（
概
念
／
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
に
よ
っ
て
代
理
＝
表
象

représentez

さ
れ
る
。
国
家
体
制
で
い
え
ば
、
実
体
た
る
ひ
と
び
と
は
、
社

会
の
均
質
化
作
用
を
通
じ
て
規
範
的
「
国
民
」
に
換
装
さ
れ
、国
家
権
力
に
よ
っ

て
代
理
＝
表
象
さ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
国
家
形
式
の
実
質
（
実
体
）
で
あ
る

国
民
は
、
国
家
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
よ
っ
て
具
体
的
な
質
料
を
奪
わ
れ
、
も
は

や
自
然
人
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
人
に
戻
る
こ
と
は
国
家
形
式
か
ら

の
逸
脱
を
意
味
す
る
。
国
家
は
超
越
論
的
な
観
念
だ
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、

国
民
も
ま
た
、
質
料
を
も
た
な
い
と
い
う
意
味
で
、
観
念
的
存
在
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
は
質
料
を
扱
わ
な
い
。
不
可
知
の
ま
ま
と
め
お
か
れ

る
。
カ
ン
ト
風
に
い
え
ば
物
自
体D
ing an sich

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
後
者
で
は
、
ち
が
っ
た
体
制
が
考
え
ら
れ
る
。
国
家
と
い
う
表
現
形
式

は
、
あ
く
ま
で
内
容
形
式
と
し
て
の
構
成
員
の
表
現
で
あ
り
、
仮
に
国
家
の
用

意
し
た
図
式
の
方
に
構
成
員
が
従
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
図

式
は
心
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
図
式
か
ら
の
指
令
や
要
請
が
あ
る
か
ら

に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
民
と
国
家
の
あ
い
だ
に
は
一
体
性
よ
り
も
相
互

に
自
立
性
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
表
現
と
し
て
の
国
家
が
実
質
と
形
式
を

も
つ
よ
う
に
、
内
容
を
な
す
国
民
も
ま
た
実
質
と
形
式
を
も
ち
、
依
存
的
な
関

係
に
は
な
い
。
と
は
い
え
、
内
容
か
ら
表
現
へ
の
移
行
は
質
料
的
な
平
面
で
の

形
式
化
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
え
な
い
（
物
質
化
さ
れ
な
い
）
実
質
を
扱
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
興
味
さ
え
持
た
な
い
。
つ
ま
り
暗
黙
の
国
家

精
神
な
ど
に
は
関
知
し
な
い
。
た
だ
質
料
か
ら
国
民
形
式
あ
る
い
は
国
家
形
式

へ
と
移
行
す
る
可
能
性
が
期
待
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

第
二
章　

統
計
国
家

こ
こ
に
成
立
時
期
の
異
な
る
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
明
治
期

の
統
計
学
者
、
杉
亨
二
（
す
ぎ
こ
う
じ
、
一
八
二
八
〜
一
九
一
七
）
の
そ
れ
。

も
う
ひ
と
つ
は
大
正
期
の
経
済
学
者
、左
右
田
喜
一
郎
（
そ
う
だ
き
い
ち
ろ
う
、

一
八
八
一
〜
一
九
二
七
）
の
そ
れ
で
あ
る
。
正
確
さ
を
犠
牲
に
理
解
の
簡
便
を

求
め
て
雑
駁
に
い
え
ば
、
前
者
は
社
会
有
機
体
説
に
、
後
者
は
社
会
構
成
説
に

つ
な
が
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
端
を
発
す
る
思
考
だ
が
、
前
者
が
た
だ
の
実

体
論
で
は
な
い
よ
う
に
、
後
者
は
た
だ
の
観
念
論
で
は
な
い
。
両
者
に
よ
る
排

他
的
な
批
判
が
、
互
い
を
過
度
に
単
純
化
し
て
い
る
が
、
有
機
体
説
・
構
成
説

の
両
者
が
も
っ
て
い
た
歴
史
的
な
革
命
性
や
価
値
を
で
き
る
だ
け
保
存
し
な
が

ら
、
彼
ら
が
彫
琢
し
た
社
会
概
念
を
み
る
こ
と
で
、
国
家
に
お
け
る
実
体
論
と

観
念
論
の
結
合
様
態
の
差
異
を
考
察
し
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、
福
沢
諭
吉
は
『
文
明
論
之
概
略
』
の
な
か
で
精
神

を
文
明
化
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
段
と
し
て
あ
げ
た
の
が

「
ス
タ
チ
ス
チ
ク
」（
統
計
学
）
だ
け
だ
っ
た
の
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

当
時
、
西
欧
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
《
帰
納
》
的
思
考
に
対
す
る
知
識
人
の
極
端

な
傾
斜
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
今
日
の
社
会
統
計
学
が
手
段
と
し
て
用
い
て
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い
る
統
計
以
上
の
過
分
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
福

沢
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

こ
の
法
に
拠
て
こ
れ
を
求
れ
ば
、
人
心
の
働
に
は
た
だ
一
定
の
規
則
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
定
則
の
正
し
き
こ
と
実
物
の
方
円
を
見
る
が
如

く
、
版
に
押
し
た
る
文
字
を
読
む
が
如
く
、
こ
れ
を
誤
解
せ
ん
と
欲
す

る
も
得
て
誤
解
す
べ
か
ら
ず
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
ス
タ
チ
ス
チ
ク
が
精
神
の
文
明
化
の
手
段
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
。
ス
タ
チ
ス
チ
ク
は
、
精
神
が
も
つ
「
定
則
」
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
精
神
そ
の
も
の
に
作
用
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
福
沢
は
別
の
と
こ
ろ
で
こ
う
も
い
っ
て
い
る
。「
少
し

づ
ゝ
に
て
も
人
情
に
数
理
を
調
合
し
て
社
会
全
体
の
進
歩
を
待
つ
の
外
あ
る
可

ら
ず
」。
つ
ま
り
彼
は
、
精
神
を
数
え
上
げ
る
（
精
神
を
数
量
化
す
る
）
と
い

う
行
為
そ
の
も
の
に
、
野
蛮
か
ら
文
明
へ
の
飛
躍
を
み
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
の

い
う
精
神
の
文
明
化
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
な
ろ
う
か—

憶
断
や
惑
溺

を
ゆ
る
さ
ぬ
「
数
」
の
前
で
逡
巡
す
る
民
衆
に
む
か
っ
て
、
お
の
れ
が
た
だ
能

数
的
な
も
の
で
あ
る
の
を
受
け
容
れ
る
こ
と
。
そ
の
意
味
で
は
「
ス
タ
チ
ス
チ

ク
」
は
手
段
と
同
時
に
目
的
で
あ
り
、
統
計
の
結
果
よ
り
も
数
え
上
げ
る
こ
と

が
、
革
命
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
仮
説
も
な
り
た
つ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
六
世
紀
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
『
政
治
算
術
』

の
流
れ
が
、国
家
学
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ

ル
のstatistik

と
合
流
し
て
、
一
九
世
紀
半
ば
、
ラ
プ
ラ
ス
の
影
響
の
も
と

ア
ド
ル
フ
・
ケ
ト
レ
ー
ら
の
仕
事
に
よ
り
社
会
統
計
学
へ
と
結
晶
し
て
い
く
が
、

日
本
で
は
そ
の
流
れ
は
一
挙
に
や
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
学
へ
寄
せ
ら
れ
た
奇
妙

な
期
待
の
中
心
で
活
躍
し
て
い
た
の
が
、
杉
亨
二
で
あ
る
。
彼
は
幕
末
に
は
蘭

学
者
お
よ
び
幕
臣
と
し
て
、
維
新
後
は
官
僚
お
よ
び
啓
蒙
知
識
人
と
し
て
活
動

し
、
蘭
学
に
触
れ
る
な
か
、
宿
命
的
に
統
計
学—

彼
の
言
葉
で
は
政
表
あ
る

い
は
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク—

に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
（
中
国
由
来
の
統
計

と
い
う
訳
語
に
、彼
は
た
び
た
び
不
満
を
表
明
し
て
い
た
）。一
八
七
〇
年
七
月
、

彼
は
大
蔵
大
輔
大
隈
重
信
に
あ
て
、次
の
三
つ
の
建
白
を
行
な
っ
て
い
る
。「
一 

政ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク

表
御
取
調
相
成
候
儀
は
凡
そ
天
下
之
事
物
逐
一
政
表
之
上
に
相
記
候
儀

に
有
之
候
…
」「
一 

四
民
互
に
婚
姻
い
た
し
候
儀
御
差
免
之
事
」「
一 

土
下
座

御
禁
止
相
成
候
事
」（「
明
治
三
年
七
月
建
白
書
」『
杉
先
生
講
演
集
』
横
山
雅

男
、
一
九
〇
二
年
、
二
七
〜
三
〇
頁
。
以
下
杉
の
引
用
は
表
題
と
頁
の
み
を
本

文
に
記
す
）。
す
な
わ
ち
、
統
計
調
査
の
必
要
を
主
張
す
る
と
同
時
に
、
四
民

の
平
等
と
「
御
国
民
を
奴
隷
に
い
た
し
候
悪
習
」
と
い
わ
れ
る
土
下
座
の
禁
止

を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
実
施
の
た
め
に
当
時

の
社
会
が
乗
り
越
え
る
べ
き
政
治
的
・
思
想
的
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
集
団
の
成
員
を
お
し
な
べ
て
〝
一
〞
と
数
え
る
た
め
に
は
、
身
分
が

も
つ
軽
重
の
観
念
を
い
っ
た
ん
取
り
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
彼
が
主
張
し
て
い
る
の
は
と
り
わ
け
国
勢
調
査
の
よ
う
な
悉
皆
性
を
も

つ
も
の
だ
が
、そ
れ
は
、理
論
的
に
は
天
皇
で
さ
え
そ
の
他
の
国
民
同
様
、〝
一
〞

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク

は
た
ん
な
る
物
理
的
課
題
と
い
う
よ
り
、
精
神
的
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

土
下
座
の
風
習
の
よ
う
な
、
ひ
と
び
と
の
生
活
に
ま
た
が
る
ミ
ク
ロ
な
領
域
に
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こ
そ
、
取
り
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
障
壁
が
あ
る
。

精
神
の
よ
う
な
内
面
的
・
実
質
的
な
要
素
を
切
り
捨
て
、
あ
る
い
は
苗
字
帯

刀
に
代
表
さ
れ
る
名
や
衣
服
・
髪
型
と
い
っ
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
要
素
を
切
り

捨
て
、〝
一
〞
と
い
う
外
的
な
表
現
に
飛
躍
的
に
転
化
さ
せ
る
ス
タ
チ
ス
チ
ッ

ク
の
試
み
は
、
た
し
か
に
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
生
政
治Bio-

politics

」
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
著
名
な
統
計
学
の
大
成
者
で
あ
り
、日

本
に
近
代
数
学
を
も
た
ら
し
た
菊
池
大
麓
と
親
し
か
っ
た
カ
ー
ル
・
ピ
ア
ソ
ン

は
、マ
ル
ク
ス
に
傾
倒
し
た
社
会
主
義
者
で
あ
り
つ
つ
、「
劣
等
人
種
と
の
戦
い
」

を
公
言
し
た
優
生
学
者
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
同
時
に
、ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
に
は
、

の
ち
に
「『
個
人
』
の
発
見
」
と
い
わ
れ
る
な
に
も
の
か
も
含
ん
で
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
地
縁
や
血
縁
、
身
分
制
度
と
い
っ
た
相
互
依
存
的
な
関
係
の
網
の

目
の
な
か
で
し
か
ひ
と
が
存
在
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
が
最

初
に
果
た
す
役
割
は
、
そ
の
網
の
目
の
革
命
的
な
切
断
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
多
様
な
関
係
性
を
〝
一
〞
に
解
体
す
る
だ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
再
度
あ
る
種
の
統ア

ン
サ
ン
ブ
ル

計
集
団
に
ま
と
め
な
お
さ
れ
〝
多
〞

を
実
現
す
る
。
と
き
に
現
代
の
社
会
学
者
に
よ
っ
て
、
や
や
矮
小
化
さ
れ
て

語
ら
れ
る
「『
個
人
』
の
発
見
」
よ
り
も
ず
っ
と
重
要
な
こ
と
だ—

そ
れ
こ

そ
杉
の
描
く
国
家
像
で
あ
る
。
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、「
上

下
隔
絶
之
弊
無
之
」
こ
と
、「
人
民
大
約
同
一
」（「
明
治
三
年
七
月
建
白
書
」

二
九
頁
）
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
た
ん
な
る
分
析
手

段
で
は
な
い
。「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
学
問
と
方
法
と
一
つ
の
則
り
に
合
体
し

て
作
用
を
な
す
者
」（「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
話
」
一
四
二
頁
）、
す
な
わ
ち
実

践
的
な
総
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
統
計
学
を
完
全
に
受
け
容
れ
て
し
ま
っ
た
今

日
で
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
実
践
自
体
が
、
社
会
全
体
の
変
革
を
要
求
す
る
、
広

範
な
問
題
領
域
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。杉
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
実
地
経
験
の
学
理
に
て
は
人
間
社
会
の
一
つ
の
現

象
は
種
々
な
る
原
因
の
集
合
よ
り
起
り
又
種
々
な
る
現
象
は
一
つ
の
原

因
よ
り
起
り
或
は
種
々
な
る
現
象
は
種
々
な
る
原
因
よ
り
起
る
こ
と
を

明
か
に
し
た
り
特
に
一
国
の
人
民
は
恰
も
鎖
の
連
続
せ
し
が
如
く
に
相

互
に
多
少
の
関
係
を
な
す
こ
と
を
発
見
せ
り
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
功
用

あ
る
こ
と
斯
の
如
き
も
の
な
り
（
同
前
、
一
四
五
〜
六
頁
）

つ
ま
り
、
バ
ラ
バ
ラ
に
み
え
る
も
の
の
な
か
に
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
は
隠
さ

れ
た
紐
帯
を
見
つ
け
、
数
え
上
げ
る
対
象
を
因
果
連
鎖
の
な
か
に
組
み
込
む
こ

と
が
で
き
る
。
ケ
ト
レ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の
〝
偶
然
的
原
因
の
法
則
〞
で
あ
る
。

だ
か
ら
彼
の
見
い
だ
し
た
「
社
会
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
一
種
の
統ア

ン
サ
ン
ブ
ル

計
集
団

で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
社
会
学
的
に
い
え
ば
、
そ
の
構
成
員
が
構

成
員
た
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
擬
似
集
団
で
あ
り
、
構
成
員
の
帰
属
意
識

は
問
題
に
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
「
社
会
」
は
統
計
力
学
（
社

会
物
理
学
）的
な
も
の
で
あ
る
。一
見
ラ
ン
ダ
ム
に
振
舞
う
微
視
的
な
粒
子（「
社

会
の
こ
と
を
一
見
す
る
と
混
雑
し
た
も
の
で
新
聞
紙
で
見
て
も
日
々
に
斯
う
い

ふ
こ
と
が
起
ッ
た
と
か
ど
う
い
ふ
こ
と
が
あ
ッ
た
と
か
云
ふ
や
う
に
混
乱
し
て

居
り
ま
す
…
」
同
前
、
二
四
二
頁
）
の
統
計
的
性
質
そ
の
も
の
と
し
て
、
巨
視

的
な
も
の
の
物
性
と
し
て
の
「
社
会
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（「
社
会
の
事
実
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は
…
斯
う
い
ふ
方
法
で
知
る
様
に
し
て
行
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
…
」同
前
、

二
五
五
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
社
会
」
は
擬
似
集
団
で
は
あ
る
が
物
理

的
な
客
観
性
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
保
証
す
る
の
が
、「
表
」
で
あ
る
。

之
れ
を
行
ふ
に
は
事
実
を
集
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
実
を
間
違
は
ぬ
様

に
集
め
て
類
を
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
其
れ
か
ら
種
類
に
従
ッ
て
能
く

並
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
さ
う
し
て
其
れ
を
表
に
製
さ
な
く
て
は
な
ら
ぬ

な
ぜ
に
さ
う
い
ふ
塩
梅
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
云
ふ
と
画
に
も
書

け
ず
写
真
に
も
撮
れ
ず
一
目
し
て
瞭
然
と
分
る
様
に
直
に
其
れ
に
心
付

く
様
に
白
い
も
の
は
白
い
青
い
も
の
は
青
い
赤
い
も
の
は
赤
い
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
さ
う
す
る
と
其
道
理
が
分
ッ
て
来
ま
す
そ
こ
で
種
類
を

組
み
立
て
ま
す
と
さ
う
す
る
と
一
目
し
て
直
に
分
り
ま
す
其
れ
に
は
何

が
宜
い
か
ど
う
い
ふ
仕
方
な
ら
宜
い
趣
向
が
出
来
や
う
か
と
云
ふ
と
其

れ
を
表
に
製
す
る
の
で
有
り
ま
す
表
に
さ
へ
製
す
れ
ば
幾
千
万
で
も
其

中
に
這
入
り
ま
す
一
体
表
は
貴
ひ
も
の
で
…
（
同
前
、
二
四
八
〜
九
頁
）

こ
こ
で
は
、「
表
」
は
写
真
と
同
じ
意
味
を
も
つ
。
写
真
に
写
る
以
上
被
写

体
は
実
在
す
る
。同
じ
く
、表
に
描
け
る
以
上
そ
の
内
容
は
実
在
す
る
。つ
ま
り
、

客
観
的
な
物
理
性
を
備
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ

ト
ミ
ア
（
解
剖
表
）
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
タ
ー
ヘ
ル
の
訳
語
が
示
す

と
お
り
、「
表

タ
ー
ヘ
ル」の

可
視
化
作
用
は
洋
学
に
お
い
て
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
（
政
表
）
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
が
実

現
す
る
「
表
」
は
、「
社
会
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

い
ち
い
ち
触
れ
な
い
が
、
今
日
の
思
想
史
に
お
い
て
、
そ
れ
が
伝
わ
っ
た
衝

撃
を
外
的
に
評
価
す
る
以
外
、
洋
学
の
本
質
的
な
位
置
づ
け
が
実
学
以
上
の
も

の
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
普
通
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
も
ま
た
、
蒸
気

機
関
や
、
衣
服
や
食
文
化
な
ど
の
風
俗
同
様
、
合
理
化
に
起
因
す
る
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
西
洋
文
明
の
一
事
例
か
、
そ
の
延
長
上
で
捉
え
て
し
ま

う
。
だ
が
、
明
治
の
知
識
人
が
独
自
に
取
り
入
れ
た—

す
な
わ
ち
、
か
な
ら

ず
し
も
現
実
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
と
同
じ
と
は
い
え
な
い
洋

オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム

学
に
は
、

相
応
の
奥
の
深
さ
を
も
っ
た
理
論
的
中
枢
が
い
ま
や
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
独
特
な
、
文
字
通
り
の
実
践
哲
学
が
あ
る
。
福
沢
が
「
独
立
自
尊
」
を
主

張
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
人
情
の
数
理
化
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
哲
学
の

中
心
に
あ
る
。
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
を
ひ
と
び
と
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
、
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
対
象
を
、
文
明
的
人
間
と
し
て
、《
主
体
化
》

す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
学
問
の
実
践
の
結
果
が
現
実
を
正
し
く
言
い
当
て
る
か

ど
う
は
、
じ
つ
は
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
数
に
あ
る
。

や
や
奇
妙
な
こ
と
を
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
《
主
体
化
》
に
は
、
諸
々

の
惑
溺
を
捨
て
て
お
の
れ
が
数
と
い
う
形
式
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
勇

敢
に
も
引
き
受
け
る
、
い
わ
ば
主
体
＝
実
質
な
し
の
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。

み
て
の
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
モ
デ
ル
は
、
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
の
言
語

モ
デ
ル
に
近
い
。
よ
り
実
在
的
な
多
様
体
と
し
て
の
質
料m

atière

は
、
帰

属
意
識
の
よ
う
な
精
神
＝
内
面
＝
実
質
的
領
域
を
無
視
し
て
、
実
在
性
を
保
っ

た
ま
ま
、「
個
人
」
と
い
う
内
容
形
式
を
も
つ
「
社
会
」
あ
る
い
は
「
国
家
」

の
表
現
形
式
（
概
念
）
に
達
す
る
。
そ
の
結
果
、
質
料
は
無
数
の
〝
一
〞
を
内

容
実
質
と
し
て
も
つ
〝
多
〞
の
表
現
実
質
に
分
割
さ
れ
る
…
…
。
先
取
り
す
れ
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ば
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
モ
デ
ル
と
異
な
り
、「
社
会
」
と
「
国
家
」
は
、
規
模

的
な
ち
が
い
を
有
し
た
り
、
内
包
さ
れ
た
り
、
対
立
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

と
し
て
も
、
両
者
の
質
的
な
ち
が
い
は
存
在
し
な
い
オ
ー
プ
ン
な
系
で
あ
る
。

ま
た
、
構
成
員
の
均
質
性
は
あ
ま
り
要
求
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
統
計
的
性
質

を
も
つ
以
上
、
構
成
員
の
差
異
は
ど
の
み
ち
平
均
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
し

て
こ
の
延
長
線
上
に
、明
治
期
の
特
異
な
人
種
論
で
あ
る
、白
人
種
と
の「
雑
婚
」

の
考
え
方
が
あ
る—
血
液
に
よ
る
平
均
化
も
ま
た
、
個
人
よ
り
も
さ
ら
に
ミ

ク
ロ
な
生
殖
と
い
う
社
会
領
域
に
お
い
て
、
統
計
的
に
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
人
種
の
全
体
的
「
改
良
」
に
よ
っ
て
、
国
家
の
存
立
が
揺
ら
ぐ
と
は
か

ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
）。同
じ
統
計
学
者
、呉
文
総
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
。

統
計
の
法
は
個
人
に
対
し
て
強
制
力
を
有
せ
す
統
計
法
の
確
定
は
人
類

の
自
由
意
思
を
滅
却
せ
す
社
会
に
は
規
則
の
あ
る
と
共
に
不
規
則
あ
り

選
択
は
個
人
の
意
思
に
在
り

ひ
と
が
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
を
受
け
容
れ
る
精
神
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、「
社

会
」
は
「
混
雑
」
し
て
い
て
も
か
ま
わ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、「
混
雑
」
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
、「
社
会
」
で
あ
る
。
か
つ
て
強
く
忌
避
さ
れ
て
き
た
衆
愚
的

渾
沌
を
、
国
家
は
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
大
正
期
に
実
現
す
る

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
異
な
る
、
不
思
議
な
直
接
民
主
政
が
、
す
で
に
潜
在
し
て

い
る
。
当
然
、
均
質
性
よ
り
も
悉
皆
性
の
ほ
う
が
は
る
か
に
優
先
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
に
は
、
の
ち
の
社
会
学
者
が
認
め
る
よ
う
な
、
そ
れ
以
上
に
分
割

で
き
ぬ
「
個
人
」
さ
え
、
存
在
し
て
い
な
い
。
存
在
し
て
い
る
の
は
、〝
一
〞

に
な
っ
た
瞬
間
に
、
同
時
に
〝
多
〞
を
も
実
現
す
る
よ
う
な
、
多
様
化
可
能
な

質
料m

atière

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
【
図
５
】。

第
三
章　

貨
幣
国
家

杉
と
好
対
照
を
描
く
、
左
右
田
喜
一
郎
の
場
合
は
ど
う
か
。
彼
の
思
考
し
た

「
社
会
」
や
「
国
家
」
は
、
そ
の
貨
幣
論
を
紐
と
く
こ
と
で
あ
き
ら
か
に
で
き

る
。
貨
幣
と
は
な
に
か
。
い
か
に
形
成
さ
れ
る
の
か
。
彼
は
、
カ
ー
ル
・
グ
ス

タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
・
ク
ニ
ー
ス
の
貨
幣
尺
度
論
を
「
経
験
論
」（
商
品
交
換
を

通
じ
て
あ
と
か
ら
貨
幣
が
析
出
さ
れ
る
）、ゲ
オ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ナ
ッ

プ
の
貨
幣
国
定
説
を
「
形
而
上
学
」（
貨
幣
が
ま
ず
あ
っ
た
か
ら
商
品
交
換
が

可
能
に
な
る
）
と
定
義
す
る
。
い
わ
ば
前
者
は
唯
名
論
的
で
あ
り
、
後
者
は
実

体
論
的
だ
が
、
い
ず
れ
も
一
面
的
で
あ
る
。
貨
幣
は
、
実
質
的
に
は
交
換
手
段

で
あ
り
同
時
に
形
式
的
に
は
「
価
値
の
客
観
的
表〔

マ
マ
〕彰

」
を
実
現
す
る
。
す
な
わ

ち
、「
貨
幣
は
正
に
内
面
的
、
主
観
的
、
非
数
学
的
、
従
つ
て
又
統
一
的
な
る

心
理
現
象
（
価
値
）
の
外
面
的
、
客
観
的
、
数
的
表
現
で
あ
る
」（「
貨
幣
と
価

値
」『
左
右
田
喜
一
郎
全
集
』
巻
第
二
、岩
波
書
店
、一
九
三
〇
年
、一
五
六
頁
。

以
下
左
右
田
の
引
用
は
表
題
と
頁
の
み
を
記
す
）。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
主
観

か
ら
客
観
へ
の
飛
躍
が
あ
る
。

こ
の
飛
躍
を
埋
め
る
の
が
「
社
会
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
統
計
的
な

も
の
で
は
な
い
。「
個
人
と
社
会
と
を
、数
的
に
規
定
し
得
る
単
数
（Einheit

）

と
複
数（Vielheit
）と
し
て
把
捉
せ
む
と
す
る
は
、余
の
見
る
限
り
、「
社
会
的
」

な
る
概
念
を
正
当
に
定
義
す
る
所
以
で
は
断
じ
て
な
い
」（
三
〇
二
頁
）。
ま
た
、

★
23



29 統計から貨幣へ̶近代国家の歴史的変遷について̶

諸
個
人
間
の
相
互
作
用
で
も
な
い
。「
社
会
は
斯
る
相
互
作
用
か
ら
抽
象
化
せ

ら
れ
た
る
も
の
又
客
観
化
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
決
し
て
斯
る
相
互

作
用
其
の
も
の
で
は
な
い
」（
二
四
四
頁
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
個
人
は
社
会

を
前
提
す
る
事
な
く
ん
ば
社
会
の
単
位
及
其
の
出
発
点
と
は
考
へ
得
ら
れ
ぬ
」

（
二
四
二
頁
）。

個
人
間
の
相
互
作
用
か
ら
抽
象
化
せ
ら
れ
た
も
の
が
「
社
会
」
で
あ
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
社
会
」は「
個
人
」に
先
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
厳
密
に
は
、

主
観
か
ら
客
観
へ
の
飛
躍
を
可
能
に
す
る
の
が
「
社
会
」
と
い
う
よ
り
は
、
主

観
と
客
観
と
を
可
能
に
す
る
の
が
「
社
会
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
な

に
を
指
し
て
い
る
の
か
。「
特
定
の
対
象
が
諸
個
人
に
依
り
、
随
時
評
価
せ
ら

る
る
」
こ
と
（
三
一
五
頁
）
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
評
価
社
会
」
と
呼
ぶ
。

そ
こ
で
は
「
客
体
と
主
体
と
の
単
に
無
関
心
な
る
対
立
は
価
値
観
念
に
取
つ
て

は
無
意
味
で
あ
る
」（
三
〇
八
頁
）。
す
な
わ
ち
、「
個
別
的
価
値
其
の
も
の
…

の
普
遍
化
」（
三
一
二
頁
）
が
生
じ
、
個
別
の
評
価
主
体
間
の
「
媒
介
価
値
」

が
実
現
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、「
評
価
社
会
」
は
個
人
の
前
提
で
あ
る
と
同
時

に
個
人
間
の
相
互
作
用
を
媒
介
す
る
。
こ
う
し
た
評
価
社
会
を
数
量
と
し
て
形

式
化
し
た
も
の
が
、
貨
幣
で
あ
る
（「
貨
幣
な
る
概
念
は
一
定
の
内
在
的
内
容

を
有
す
る
純
粋
な
る
数
量
を
意
味
す
」三
四
〇
頁
）。貨
幣
流
通
経
済
に
お
い
て
、

す
べ
て
の
主
観
的
な
評
価
は
、
貨
幣
に
よ
っ
て
均
質
に
、
た
だ
数
量
と
し
て
評

価
さ
れ
る
。

貨
幣
経
済
と
は
人
間
行
為
の
一
制
度
で
あ
り
、
其
処
で
は
其
の
行
為
の

内
面
的
関
係
は
凡
て
の
人
か
ら
認
識
せ
ら
れ
得
る
外
的
表
徴
に
還
元
せ

ら
る
る
の
で
あ
る
。（
三
八
八
頁
）

左
右
田
の
考
察
を
逆
に
た
ど
ろ
う
。
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
貨
幣
は
、

そ
の
完
全
な
流
通
の
瞬
間
に
反
転
し
て
、
経
済
を
可
能
に
す
る
条
件
と
な
る
。

歴
史
的
な
人
び
と
の
交
換
の
過
程
で
生
ま
れ
た
は
ず
の
貨
幣
、
し
か
し
真
の
意

味
で
の
交
換
、
す
な
わ
ち
等
価
交
換
は
、
貨
幣
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま

り
貨
幣
は
交
換
に
先
立
っ
て

0

0

0

0

い
る
。
こ
う
し
て
拵
え
ら
れ
た
因
果
律
の
お
か
げ

で
、
貨
幣
は
自
ら
を
可
能
に
す
る
構
造
＝
歴
史
を
、
交
換
の
た
び
に
オ
ー
ト
ポ

イ
エ
ー
シ
ス
的
に
再
生
産
し
て
い
る
の
だ
。「
社
会
」
と
は
、
諸
個
人
の
相
互

作
用
か
ら
抽
象
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
逆
に
い
え
ば
、
貨
幣

こ
そ
「
社
会
」
で
あ
る
（「
貨
幣
は
概
念
と
し
て
は
経
済
価
値
の
具
体
化
、
客

観
化
で
あ
り
、
之
を
換
言
す
れ
ば
、「
媒
介
価
値
」
の
認
識
論
的
対
象
で
あ
る
」

四
二
五
頁
）。
こ
の
《
構
造
》
な
し
に
、個
人
も
個
人
間
の
交
通
も
成
立
し
な
い
。

貨
幣
こ
そ
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
行
為
に
先
立
つ
前ア

プ
リ
オ
リ提で

あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
社
会
モ
デ
ル
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
モ
デ
ル
で

あ
る
。「
余
本
来
の
根
本
問
題
は
、
孤
立
せ
る
個
人
の
中
に
存
せ
ず
し
て
、
却

て
彼
等
相
互
の
中
に
、
即
ち
一
方
外
面
的
範
囲
を
決
定
す
る
と
共
に
、
他
方
内

面
的
に
制
約
せ
ら
る
る
も
の
と
し
て
の
評
価
社
会
の
中
に
存
す
る
」（
三
五
八

頁
）。
人
間
は
外シ

ニ
フ
ィ
ア
ン

的
表
徴
と
内シ

ニ

フ

ィ

エ

面
的
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
構
造
物
と
な

る
。
貨
幣
な
し
に
は
、
人
間
の
経
済
行
為
は
「
意
味
」
を
も
た
な
い
が
、
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
な
し
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
が
「
意
味
」
を
も
た
な
い
。
左

右
田
は
、
あ
る
商
品
に
対
す
る
個
人
の
評
価
と
集
団
の
評
価
と
が
対
立
し
た
ま

ま
の
経
済
を
「
自
然
経
済
」
と
呼
び
、
両
者
が
一
致
に
向
か
う
経
済
を
「
貨
幣
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経
済
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
が
、
至
高
の
前

ア
プ
リ
オ
リ
テ
ィ

提
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
構
成
員
は
か
な
ら
ず
通
約
可
能
な
も
の
に

均
質
化
さ
れ
る
（
だ
か
ら
左
右
田
の
議
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
労
働
価
値
説
は
貨

幣
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
）。
ま
た
貨
幣
は
「
具
体
的
素
材
〔m

atière

〕

の
有
無
と
は
無
関
係
」（
四
二
五
頁
）
で
あ
る
が
、
こ
の
内
面
的
な
貨
幣
形
式

を
受
け
容
れ
な
い
、
剥
き
出
し
の
質
料
そ
の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
な
自
然
人
は
、

社
会
へ
の
参
加
資
格
（
生
存
権
）
を
も
た
な
い
。
三
木
清
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
、そ
う
し
た
相
互
に
孤
立
し
た
個
人
か
ら
な
る
社
会
は「
非
社
会
的
な
社
会
」、

と
い
う
こ
と
に
な
る
【
図
５
】。
左
右
田
は
、
こ
の
社
会
モ
デ
ル
を
国
家
の
統

治
範
囲
と
等
置
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
古
い

国
家
観
と
の
齟
齬
や
、
帝
国
の
版
図
と
円
の
流
通
領
域
が
一
致
し
て
い
な
い
当

時
の
状
況
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。
理
想
的
に
は
、
円
の
流
通
領
域
と
帝
国
の

版
図
は
一
致
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

む
ろ
ん
、
左
右
田
の
貨
幣
に
対
す
る
考
え
方
の
背
後
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る

の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
結
果
、
大
正
期
の
日
本
が
ア
ジ
ア
市
場
で
得
た
経

済
的
好
況
へ
の
暗
黙
の
依
存
で
あ
る
、と
考
え
て
も
つ
じ
つ
ま
は
合
う
。
だ
が
、

現
実
の
経
済
状
況
は
こ
の
際
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
な
い
。
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
あ
る
。
む
し
ろ
、大
正
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
、こ
の
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
の
思
考
こ
そ
が
、
経
済
的
好
況
を
国
家
と
し
て
享
受
す
る
権
利
を
日
本
に

も
た
ら
し
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
金
融
恐
慌

を
経
験
し
た
の
ち
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
知
識
人
と
し
て
飛
躍
を
遂
げ
る
三

木
に
お
い
て
、様
子
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
自
然
人
か
ら
な
る「
非

社
会
的
な
社
会
」
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
左
右
田
が
頼
み
と
し

た
資
本
主
義
で
あ
る
。〝
円
〞
に
よ
る
防
波
堤
は
、
世
界
資
本
主
義
の
前
で
は

な
ん
ら
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、「
真
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
」

の
構
築
を
目
指
し
て
、「
東
亜
協
同
体
論
」
を
提
唱
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ

の
場
合
で
も
、
左
右
田
に
み
ら
れ
た
貨
幣
論
的
な
社
会
構
造—

す
な
わ
ち
、

孤
立
し
た
個
人
＝
自
然
人
か
ら
な
る
社
会
を
否
定
す
る
構
造
は
保
存
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
。
た
ん
に
貨
幣
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
「
非
社

会
的
な
社
会
」
に
後
退
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
現
実
の
経
済
の

変
化
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
流
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
思
考
は

あ
き
ら
か
に
持
続
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
く
わ
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
か
え
っ
て
、
経
済
状
況

の
悪
化
は
、
貨
幣
国
家
を
ま
す
ま
す
加
速
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貨
幣
国

家
の
論
理
的
構
造
を
維
持
す
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
現
実
に
は
機
能
し
つ

づ
け
て
い
る
、「
非
社
会
」
的
な
、
せ
い
ぜ
い
統
計
国
家
と
し
か
い
え
な
い
よ

う
な
共
同
体
論
と
の
齟
齬
を
解
消
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、か
え
っ
て「
協

同
体
」
の
構
築
に
も
っ
と
別
種
の
た
し
か
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
求
め
ら
れ
る
傾

向
が
、
峻
烈
化
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
統
計

的
に
見
い
だ
さ
れ
、
ま
た
総0

力0

戦
遂
行
に
お
い
て
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る

雑
多
な
国
家
的
要
素
が
、
戦
時
期
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
知
識
人
を
悩
ま
せ
る
葛

藤
に
な
る
こ
と
も
、
ま
す
ま
す
避
け
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
左
右
田
の
考
察
し
た
貨
幣
論
の
モ
デ
ル
は
、「『
社
会
』
の
発
見
」

と
い
わ
れ
る
大
正
期
の
潮
流
の
も
っ
と
も
精
緻
な
そ
れ
の
ひ
と
つ
を
提
供
し
て

い
る
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、「
発
見
」
と
い
う
語
の
通
例
の
意
味
を
丸
ご
と
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
杉
の
思
考
が
独
自
に
「
社
会
」
を
考
察
し
て
い
た
の
は

★
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明
白
で
あ
り
、
近
代
主
義
的
な
観
点
か
ら
成
熟
へ
向
か
う
過
程
と
み
な
す
に
も

異
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
発
見
」
と
い
う
語
が
「
社
会
」
の
歴
史
的
形
成
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
際
に
は
、
こ
の
表
現
が
、

歴
史
の
な
か
に
あ
る
別
種
の
「
社
会
」
の
可
能
性
を
奪
っ
て
い
る
。
ま
た
帝
国

主
義
を
考
察
す
る
際
の
別
の
選
択
肢
を
与
え
て
も
い
る
。
統
計
的
な
平
衡
を
見

い
だ
す
ま
で
つ
づ
く
粒
子
の
自
由
膨
張
に
近
い
様
相
を
呈
す
統
計
力
学
の
モ
デ

ル
と
ち
が
い
、
貨
幣
論
の
モ
デ
ル
で
は
、
貨
幣
の
よ
う
に
先
行
す
る
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
跡
づ
け
ら
れ
た
隠
微
な
形
式
を
有
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、「
国
民
」と
は
な
に
か
、と
い
う
カ
ン
ト
主
義
的
な
問
い—

ア
プ
リ
オ
リ
テ
ィ
を
事
後
的
に
構
成
す
べ
く
設
け
ら
れ
る
答
え
な
き
問
い
の
問

い—

が
必
然
的
に
生
ま
れ
、
帝
国
主
義
は
以
前
と
は
別
の
仕
方
で
お
の
れ
を

分
節
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
社
会
の
「
混
雑
」
を
認
め
、
最
終
的
に
平
均

化
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
統
計
国
家
が
必
要
と
し
な
か
っ
た
問
い
に
、
帝
国

主
義
は
晒
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
の
ひ
と
び
と
の
真
摯
な
努
力

を
「
発
見
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
歴
史
を
反
省
的
に
眺
め
た
と
き
、
帝
国
主
義

の
現
実
的
な
再
定
義
の
な
か
で
、
ま
る
で
「
国
民
」
が
こ
の
時
期
は
じ
め
て
生

ま
れ
た
か
の
よ
う
な
見
か
け
を
与
え
る
の
で
あ
る
（
以
後
、「
国
民
」
は
、
リ

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
衣
を
纏
っ
て
し
か
現
わ
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
）。

ま
た
統
計
国
家
に
お
い
て
、〝
一
〞
は
ひ
と
び
と
の
実
在
（
質
料
）
が
生
成

可
能
な
別
種
の
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〝
一
〞
は
、
す
で
に
、
も
っ
と
も
具

体
的
な
も
の
（
無
数
の
実
在
）
と
も
っ
と
も
抽
象
的
な
も
の
（
数
）
と
が
合
成

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、貨
幣
国
家
に
お
い
て
は
、〝
一
〞
は
記
号
学
（
論
）

的
な
布
置
が
可
能
に
す
る
任
意
の
《
単
位
》—

た
と
え
ば
円—

に
奪
還
さ

国家精神（価値基準）

国民精神（諸価値）
国家社会（貨幣：円）
諸国民（商品）

多

無数の一

社会集団

諸個人

Expression
表現

Contenu
内容

Matière
質料

Substance
実質

Forme
形式

Signifiant
シニフィアン

Signifié
シニフィエ

貨幣国家

統計国家

【図５】　統計国家と貨幣国家

非社会的社会

自然人
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れ
て
い
る
。
単
位
と
は
、
具
体
的
な
も
の
に
先
立
っ
て
こ
れ
を
可
能
に
す
る
抽

象
で
あ
る—

具
体
的
な
価
格
千
円
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
抽
象
的
な

〝
円
〞
が
前
も
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
在
は
も
っ
と
精

神
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
た
「
存
在
」
に
変
わ
る
。
思
え
ば
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
が
諸
々
の
集
団
か
ら
な
る
多
元
的
な
国
家
観
を
否
定
し
て
い
っ
て
い
た

よ
う
に
（「
国
家
と
は
単
位
で
あ
る
…
…
」）、「
単
位
」
に
は
、
主
権
と
同
じ
よ

う
な
「
深
い
意
味
」
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
単
位
」
な
し
に
は
、
友
・
敵
の
区

別
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
国
家
に
不
可
欠
の
「
交
戦
権
」
は
可
能

に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、〝
一
〞
を
つ
ね
に-

す
で
に
合
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
杉
の
統
計
的
社
会
観
の
な
か
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

い
う
「
主
権
」
的
な
も
の
を
探
し
て
も
、
見
つ
か
ら
な
く
て
当
然
で
あ
り
、
そ

れ
を
日
本
的
近
代
国
家
の
未
熟
さ
と
捉
え
る
必
要
は
あ
ま
り
な
い
）。
こ
こ
で

は
統ス

タ
チ
ス
チ
ッ
ク

計
学
も
表

タ
ー
ヘ
ルも

、
そ
の
意
味
を
変
え
る—

大
正
期
に
確
立
す
る
統
計
学
に
、

す
で
に
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
影
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
表
向
き
、
た
だ
の
分
析

手
段
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
裏
で
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
単
位
」

を
共
有
す
る
ひ
と
た
ち
の
、
擬
似
的
で
は
な
い
閉
じ
た
共
同
体
を
形
成
す
る
の

で
あ
る
。

結
論

〝
一
〞
の
も
つ
歴
史
的
な
意
味
は
、
二
人
の
思
想
家
を
と
お
し
て
、
い
つ
し
か

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
か
つ
て
、
身
分
制
度
と
い
う
質
的
な
差
異
の
な

か
で
し
か
人
間
が
存
在
で
き
な
か
っ
た
と
き
、〝
一
〞
と
い
う
こ
の
目
新
し
い

自
然
数
は
ひ
と
び
と
の
耳
目
を
ひ
い
た
。
マ
イ
ナ
ス—

死
に
落
ち
込
む
不
安

の
な
か
で
労
働
し
つ
づ
け
て
い
た
前
近
代
の
人
間
は
生
ま
れ
変
わ
る
。
維
新
の

時
代
、
こ
れ
以
上
は
人
間
の
努
力
が
無
に
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
存
在

論—

と
い
う
よ
り
は
奇
妙
な
信
頼
を
、こ
の
帰
納
的
な
思
考
は
与
え
て
い
た
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
個
々
人
の
努
力
が
〝
一
〞
に
回
収
さ
れ
る
な
ら
、
話
は
別

で
あ
る
。
も
は
や
存
在
論
で
は
な
い
。
た
だ
の
符
牒
に
す
ぎ
な
い
。
計
数
化
で

き
ぬ
精
神
に
こ
そ
、
存
在
の
核
心
が
あ
る
。
だ
か
ら
有
限
の
肉
体
か
ら
離
れ
た

無
限
の
超
越
論
的
〝
価
値
〞
に
存
在
論
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
ひ
と
び
と
が
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
た
別
種
の
社
会
概
念
を
求
め
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
は

な
い
。
同
じ
〝
一
〞
が
、
全
体
を
実
現
す
る
具
象
か
ら
、
価
値
を
実
現
す
る
抽

象
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
の
と
き
、
国
家
の
姿
は
、
こ
の
歴
史
的
な
思
考
の

道
行
き
の
な
か
で
、
必
然
的
に
変
わ
っ
て
い
く
。
国
家
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的

変
化
の
な
か
で
こ
そ
、
捉
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
ひ
と
を
、
ど
の

よ
う
な
仕
方
で
捕
獲
す
る
の
か
。
そ
の
手
段
は
、け
っ
し
て
ひ
と
つ
で
は
な
い
。

重
要
な
の
は
、
言
語
で
あ
る—

言
語
は
風
か
、
実
在
か
。
ス
コ
ラ
的
な
古

い
問
い
を
あ
え
て
引
き
継
い
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
に
な
っ
て
見
い
だ
さ
れ

た
二
つ
の
言
語
モ
デ
ル
に
対
比
さ
せ
つ
つ
、
ひ
と
つ
の
国
家
の
内
部
で
描
か
れ

た
二
つ
の
国
家
モ
デ
ル
を
み
た
。
こ
こ
か
ら
な
に
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

興
味
深
い
の
は
、
両
者
と
も
、
自
ら
の
学
問—

一
方
は
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
、

他
方
は
貨
幣
に
代
表
さ
れ
る
価
値
論—

を
、
あ
ら
ゆ
る
学
知
の
根
底
に
配
置

し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
野
心
的
な
基
礎
論
の
差
異
に
応
じ
て
、

描
く
国
家
像
が
大
幅
に
変
わ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
今
日
か
ら
み
れ
ば
、
力

強
さ
と
と
も
に
生
硬
さ
も
認
め
ぬ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト ★
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の
有
機
体
説
と
異
な
り
、〝
一
〞
と
〝
多
〞
の
二
層
か
ら
な
る
重
層
的
国
家
観

を
提
示
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
機
体
説
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
構
成
説
に
接
近
し
て
い

る
が
、
こ
の
有
機
体
説
を
構
成
説
か
ら
み
れ
ば
、
素
朴
な
有
機
体
説
は
お
ろ
か
、

構
成
説
に
も
ま
し
て
、
ず
っ
と
観
念
的
に
み
え
る
の
は
奇
妙
な
（
し
か
し
や
む

を
え
ぬ
）
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
期
に
流
行
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
像
は
、
い
わ

ば
二
つ
の
モ
デ
ル
の
折
衷
と
い
え
る—

だ
か
ら
こ
の
頃
の
破
滅
的
国
家
の
一

端
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
唯
一
の
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
の
も
と
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
ぬsubhum

an

を
排
除
し
つ
つ
、
そ

の
一
方
で
は
す
べ
て
を
結
集
す
る
「
総
動
員
体
制
」
と
い
う
、
二
つ
の
モ
デ
ル

の
奇ス

フ

ィ

ン

ク

ス

怪
な
結
合
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
両
モ
デ
ル
は
単
独
で
主
権
国
家
の
要
件

を
満
た
し
て
い
た
。
だ
か
ら
主
権
国
家
の
前
提
と
し
て
の
統
治
は
、
選
挙
を
通

し
て
国
民
を
代
表
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
論
理
だ
け
で
生
じ
る
の
で
は
な
く
、

国
民
を
統
計
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
充
分
に
成
立
し
え
た
。
だ
が
、

こ
の
場
合
、主
権
国
家
の
な
り
た
ち
は
論
理
構
造
的
に
正
反
対
に
な
っ
て
い
て
、

理
論
上
、
矛
盾
な
し
に
ひ
と
つ
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
両
者
の
パ
ラ

ド
キ
シ
カ
ル
な
共
存
や
結
合
は
、
必
然
的
に
国
家
を
怪

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
物
に
す
る
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
い
え
る
こ
と
が
あ
る
。
怪

ス
フ
ィ
ン
ク
ス

物
が
意
味
す
る
の
は
、
悉

皆
的
な
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
が
正
規
分
布
に
し
た
が
っ
て
作
り
出
す
〝
平
均
人

l'hom
m
e m
oyen

〞
と
、
貨
幣
国
家
に
お
け
る
排
他
的
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
結

合
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
達
し
た
国
家
で
は
、
原
理
上
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う

〝
例
外
状
態Ausnahm

ezustand

〞
は
、
必
要
に
応
じ
て
い
つ
で
も
恣
意
的

0

0

0

に0

再
生
産
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
正
規
分
布
に
し
た
が
わ
な
い
少
数
者

は
か
な
ら
ず
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
国
家
は
そ
れ
を
結
論
で
は
な
く
条

件
（
単
位
）
に
変
え
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ョ
ル

ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
う
《
敵
》
は
、
外
部

よ
り
も
む
し
ろ
内
部
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
（
し
か
し
、
例
外
状
態Stato di 

eccezione

が
も
た
ら
す
剥
き
出
し
の
動ゾ

ー

エ

ー

物
的
生
と
社

ビ

オ

ス

会
的
政
治
的
生
の
区
別

に
注
目
す
る
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
は
、
こ
の
段
階
の
国
家
で
は
す
れ
ち
が
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る—

と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
が
ゾ
ー
エ
ー
で
ビ
オ
ス

か
と
い
う
分
節
自
体
を
、
国
家
は
た
え
ず
変
更
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
動
物
的

生
が
社
会
を
名
乗
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る—

反
対

に
、
ビ
オ
ス
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
以
上
に
剥
き
出
し
な
の
だ
）。
そ
れ

ゆ
え
、
例
外
状
態
と
そ
の
決
断
は
、
国
家
の
自
作
自
演
で
あ
り
、
オ
イ
デ
ィ
プ

ス
を
苦
し
め
た
、
ア
ポ
ロ
ン
に
名
を
借
り
た
い
か
が
わ
し
い
神
託
の
よ
う
に
、

似
非
予
言
者
の
お
こ
な
う
予
言
の
自
己
成
就
の
形
を
と
る
。
国
家
は
、
来
た
る

べ
き
宣
言
や
決
断
の
た
め
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
概
念
の
定
義
を
人
知
れ
ず

変
更
し
、
問
い
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
権
利
さ
え
、
の
う
の
う
と
執
行
す
る
。

す
な
わ
ち
、
国
家
は
そ
の
最
終
形
態
に
お
い
て
、
お
の
れ
の
尾
を
喰
ら
う
こ
と

で
お
の
れ
を
誇
示
す
る
蛇

ド
ラ
コ
ー
ンウ
ロ
ボ
ロ
ス
（
メ
ヘ
ン
）
と
な
る
。

も
っ
と
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
比
喩
や
想
像
を
重
ね
て
つ
く
り
は
し

て
も
、
せ
い
ぜ
い
虚
構
に
す
ぎ
ぬ
は
ず
の
言
葉
そ
れ
自
体
が
、
現
実
の
な
か
で

物
理
的
な
暴
力
と
し
て
ふ
る
ま
う
と
い
う
、
奇
怪
な
事
態
が
起
こ
り
う
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
思
え
ば
、
一
九
三
五
年
、
三
木
清
に
次
の
よ
う
な
不
思
議
な

発
言
が
あ
っ
た
。「
日
本
精
神
と
い
は
ゆ
る
日
本
主
義
と
は
同
じ
で
は
な
い
。

日
本
精
神
は
主
義
以
前
の
事
実
で
あ
る
」。
物
質
と
は
異
な
る
は
ず
の
精
神
を

事
実
と
同
一
視
で
き
る
、
と
い
う
観
点
は
、
虚
構
世
界
か
ら
現
実
世
界
へ
の
干

★
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渉
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
は
可
能
に
な
ら
な
い
。
こ
の
仮
定
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、近
代
国
家
を
カ
ン
ト
主
義
的
な
想
像
力
の
産
物
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
や
、

現
実
と
は
切
り
離
さ
れ
た
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
論
理
の
な
か
に
規
定
す

る
こ
と
、
さ
も
な
け
れ
ば
も
っ
と
素
朴
に
観
念
論
と
い
う
非
難
が
充
分
で
な
い

の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
も
と
よ
り
民
衆
に
は
勝
ち
目
の
な

い
軍
隊
な
ど
の
暴
力
装
置
の
独
占
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
余
計

に
充
分
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、言
語
を
虚
構
に
す
ぎ
ぬ
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、

国
家
批
判
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
有
害
で
あ
り
、
剥
き
出
し
の
暴

力
を
批
判
す
る
だ
け
で
も
、
も
っ
と
隠
微
で
執
拗
な
暴
力
を
取
り
逃
が
し
て
し

ま
う
。
す
な
わ
ち
、
唯
名
論
的
な
、
風
に
す
ぎ
ぬ
言
葉
が
現
実
に
物
質
的
・
実

在
論
的
な
作
用
を
も
た
ら
す
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
国
家
権
力
の
最
大
の
源
泉

な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ほ
と

ん
ど
感
じ
ら
れ
ぬ
千
鈞
の
重
み
が
あ
る
。
だ
か
ら
必
然
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
国

家
論
は
、
言
葉
を
乱
反
射
さ
せ
る
プ
リ
ズ
ム
の
多
彩
な
変
化
の
な
か
で
の
み
、

真
の
意
味
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
、
時
代
背
景
も
学
問
領
域
も
異
な
る
思
想
家
を
、
比
較
の
俎
上
に
の

せ
た
。
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
時
代
の
学
知
が
選
ぶ
中
心
的
な
テ
ー
マ
を
出

発
点
に
、
独
自
に
「
社
会
」
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
の

名
は
同
じ
で
も
、
内
実
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
が

ど
の
程
度
現
実
の
国
家
に
実
態
と
し
て
対
応
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は

不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
本
稿
は
そ
れ
に
は
触
れ
え
ず
、
国
家
の
変
遷
の
可

能
性
を
示
唆
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
実
際
に
は
、
原
理
的
な
差
異
は
、
個

人
的
な
思
想
の
内
部
現
象
に
留
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
互
い
に
断
絶

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
の
懸
念
は
問
題
の
焦
点
を
逸
し
て
い
る
。
断
絶
が
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、
国
家
は
状
況
に
応
じ
て
、
知
識
人
の
言
説
を
内
部
に
見
境
な
く
取
り

込
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
家
は
、
そ
の
支
離
滅
裂
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、

あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
批
判
に
対
し
て
用
意
周
到
な
怪

物
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
不
意
に
姿
を
あ
ら
わ
す
。
諸
々
の
国
家
権
力
が

も
た
ら
す
悲
惨
な
結
果
の
一
貫
性
に
反
し
て
、
こ
れ
ら
が
形
成
さ
れ
駆
動
す
る

そ
の
方
式
は
、
あ
ま
り
に
も
雑
多
で
、
と
き
に
笑
い
さ
え
催
す
ほ
ど
ち
ぐ
は
ぐ

な
も
の
で
あ
る
。
明
治
期
の
知
識
人
が
数
え
上
げ
た
国
民
と
、
大
正
期
の
知
識

人
が
仮
構
し
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
同
じ
ひ
と
つ
の
概
念
の
発
展
と
は
け
っ
し

て
い
え
な
い
し
、
ま
し
て
や
ど
ち
ら
か
一
方
に
国
家
の
中
心
を
同
定
で
き
る
わ

け
で
も
な
い
。
国
家
と
は
、
お
そ
ら
く
、
複
数
の
世
代
が
語
る
異
な
る
概
念
の

描
く
螺
旋
で
あ
る
。
だ
か
ら
い
く
ら
批
判
的
に
国
家
を
同
定
し
よ
う
と
、
世
代

を
重
ね
れ
ば
そ
の
同
定
が
か
え
っ
て
、
別
の
国
家
を
現
実
化
す
る
。

そ
も
そ
も
実
態
に
迫
る
と
い
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
す
る
の
か
。

デ
ー
タ
を
網
羅
的
に
収
集
し
統
計
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
。
社
会
の
ア
プ
リ

オ
リ
テ
ィ
を
ひ
と
び
と
の
思
考
か
ら
ひ
も
と
く
こ
と
に
よ
っ
て
か
。
否
、
た
だ

そ
れ
だ
け
で
は
、
国
家
に
囚
わ
れ
は
し
て
も
、
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ

ろ
う
。
国
家
の
歴
史
よ
り
も
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
伏
流
し
て
い
る
、
別
種
の

歴
史
的
な
変
化
を
見
い
だ
す
こ
と
な
し
に
、
国
家
は
そ
の
全
貌
を
あ
ら
わ
す
こ

と
が
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
杉
と
左
右
田
、
二
人

の
言
葉
は
テ
ク
ス
ト
と
い
う
よ
り
精
神
の
歴
史
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
な
る
。
そ

う
し
た
眼
差
し
な
し
に
、
闇
雲
に
実
態
を
追
っ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
言
葉
が

★
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テ
ク
ス
ト
の
外
部
に
漏
れ
出
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
な
い
。

本
稿
は
差
異
を
提
示
し
た
。
統
計
と
貨
幣
、
異
な
る
二
つ
の
テ
ー
マ
に
存
す

る
差
異
を
当
然
と
考
え
る
の
か
、
国
家
に
結
び
つ
く
重
要
な
も
の
と
考
え
る
の

か
。
そ
れ
は
読
者
の
自
由
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
は
こ
う—

差
異
は
、
歴

史
の
な
か
で
折
り
重
な
り
、
と
き
に
末
端
で
混
じ
り
合
い
、
合
流
し
、
円
環
を

な
し
て
い
る
が
、に
も
か
か
わ
ら
ず
、区
別
さ
れ
、国
家
の
重
層
性
を
形
づ
く
る
。

近
代
と
い
う
歴
史
学
的
な
概
念
で
一
括
り
に
語
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
て
も
、
幕

末
か
ら
明
治
に
至
る
転
換
期
の
思
考
と
、
以
後
の
持
続
期
の
思
考
と
の
あ
い
だ

に
は
、
本
来
、
決
定
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
て
い
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
持
続

期
に
必
要
な
現
代
的
批
判
を
転
換
期
の
歴
史
に
も
当
て
は
め
る
（
あ
る
い
は
そ

の
逆
）
と
い
っ
た
弊
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
世
代
間
の

政
治
的
隔
絶
の
な
か
で
持
論
を
磨
い
た
知
識
人
た
ち
の
努
力
を
救
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
未
来
を
見
渡
す
べ
く
、
近
代
を
批
判
的
に
眺
め
る

際
に
陥
り
が
ち
な
両
義
性
の
宙
づ
り
状
態
を
抜
け
出
す
道
が
、
見
つ
か
る
か
も

し
れ
な
い
。
一
方
か
ら
の
偏
っ
た
批
判
は
、
か
な
ら
ず
他
方
を
そ
の
網
の
目
か

ら
す
り
抜
け
さ
せ
る
。
ゆ
え
に
わ
た
し
は
、
国
家
を
複
数
の
モ
デ
ル
の
特
殊
な

総
合
と
し
て
み
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
近
代
主
義
的
な
視
座
が
未
熟
な
も
の
と

み
な
し
が
ち
な
転
換
期
の
思
考
に
光
を
当
て
る
べ
く
、
近
代
と
い
う
枠
組
み
が

覆
い
隠
し
た
差
異
へ
の
問
い
の
地
層
を
、ふ
た
た
び
露
わ
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

★
1 Edw

ard Sapir, Culture, Language and Personality
. U
niversity of 

California Press, 1958, p. 69. 

「
事
実
ま
た
〝
現
実
世
界
〞
は
広
い
範
囲

に
わ
た
っ
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
言
語
的
慣
例
の
上
に

構
築
さ
れ
て
い
る
。」

★
2 

最
近
で
は
、
萱
野
稔
人
『
国
家
と
は
な
に
か
』
以
文
社
、
二
〇
〇
五
年
な
ど
。

同
書
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
話
化
さ
れ
た
暴
力
論
を
批
判
し
つ

つ
、
国
家
の
も
つ
軍
隊
な
ど
暴
力
的
な
要
素
に
注
目
し
て
、
次
の
註
で
触
れ

る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

★
3 

最
近
で
は
、
ア
ル
ジ
ュ
ン
・
ア
パ
デ
ュ
ラ
イ
『
さ
ま
よ
え
る
近
代—

グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
文
化
研
究
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
、
大
澤
真
幸
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
由
来
』
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
な
ど
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』
白
石
隆
、
白
石
さ
や
訳
、
書
籍

工
房
早
川
、
二
〇
〇
七
年
（
原
著
一
九
八
七
年
）
を
あ
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

同
書
が
主
張
す
る
内
容
以
上
に
、
こ
の
議
論
は
想
像
的
な
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
概
念
に
も
と
づ
く
国
民
国
家
論
の
嚆
矢
と
し
て
、
日
本
で
幅
広
く
受

け
容
れ
ら
れ
た
。

★
4 

小
路
田
泰
直
は
大
澤
前
掲
書
を
論
じ
た
優
れ
た
批
判
的
書
評
（「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
は
何
か
」『
歴
史
評
論
』
二
〇
〇
九
年
六
月
号
）
の
な
か
で
、「
網
羅
」

と
そ
の
限
界
と
し
て
国
家
を
考
察
し
て
い
る
。

★
5 

こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
彫
琢
し
た
「
重
層
的

決
定surdéterm

ination

」の
概
念
の
変
奏
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
き
わ
め
て
不
十
分
な
形
で
い
っ
た
よ
う
に
、
国
家

（
主
権
者
）
は
「
決
断Entscheidung

」
す
る
、し
か
し
、そ
れ
は
、シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
否
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政
治
的
な
も

の
の
概
念
』
未
来
社
、
四
六
頁
）、
い
つ
も
多
元
的
な
も
の
を
含
ん
で
お
り
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
一
元
的
な
決
断
の
な
か
に
は
、
た
え
ず
多
元
的
な
非
決
断

が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
の
よ
う
な
国
家
的
行
為
の
背
後
に
は
、

★
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と
い
う
よ
り
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
国
家
さ
え
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
不

思
議
な
因
果
連
鎖
か
ら
な
る
歴
史
的
強
制
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

★
6 

言
語
記
号
を
め
ぐ
る
学
説
に
お
い
て
、
一
般
に
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
そ
れ
を

Sem
iology

（
記
号
学
）、
パ
ー
ス
の
そ
れ
をSem

iotics

（
記
号
論
）
と
し
て

区
別
す
る
こ
と
が
多
い
。

★
7 

こ
の
三
項
モ
デ
ル
は
、Sym

bol

（
象
徴
）―

Thought

（
思
考
）―

Referent

（
指

示
物
）
で
あ
る
と
か
、Sign vehicle

（
記
号
）―

Sense

（
意
義
）―

Referent

（
指
示
物
）
な
ど
、
継
承
者
に
よ
っ
て
独
自
に
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
。
パ
ー
ス
の
記
号
学
に
つ
い
て
は
Ｃ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
『
記
号
学
』（
内

田
種
臣
訳
）、
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

★
8 

こ
れ
を
「
無
限
の
記
号
過
程
」
と
名
付
け
た
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
基
本

的
に
パ
ー
ス
的
な
三
項
モ
デ
ル
で
思
考
し
て
い
る
が
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
理
論

に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
お
互
い
に
通
訳
可

能
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。『
記
号
論
』
Ⅰ
、Ⅱ
（
池
上
嘉
彦
訳
、岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

★
9 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale

. Edition 

critique préparée par Tullio de M
auro, Paris(1972) 1990, S. 98.

★
10 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
と
、
パ
ー
ス
お
よ
び
イ
ェ
ル
ム
ス
レ

ウ
と
を
対
比
し
て
、
後
者
二
人
を
よ
り
評
価
す
る
視
点
か
ら
映
画
を
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
（
財
津
理
、
齋
藤
範
訳
『
シ
ネ
マ
１　

＊
運
動
イ
メ
ー
ジ
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
、
宇
野
邦
一
、
江
澤
健
一
郎
、
岡
村
民

夫
、
石
原
陽
一
郎
訳
『
シ
ネ
マ
２ 

＊
時
間
イ
メ
ー
ジ
』
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
六
年
）。
し
か
し
、本
稿
は
そ
の
視
座
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
な
い
。
パ
ー

ス
と
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
と
の
あ
い
だ
に
さ
ら
に
差
異
を
認
め
る
。

★
11 

た
と
え
ば
セ
ミ
ル
・
バ
デ
ィ
ル
『
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
』（
町
田
健
訳
）
大
修

館
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
。

★
12 

た
と
え
ば
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＆
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ

ト
ー—

資
本
主
義
と
分
裂
症
』（
宇
野
邦
一
、
田
中
俊
彦
、
小
沢
秋
広
訳
）

河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
、
ガ
タ
リ
「
制
度
の
な
か
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
の
位
置
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＆
ガ
タ
リ
『
政
治
と
精
神
分
析
』、杉
村
昌
昭
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
）、
前
掲
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
シ
ネ
マ
１
』、『
シ

ネ
マ
２
』
な
ど
。

★
13 Louis H

jelm
slev, Prolegom

ena to a Theory of Language
 (trans. 

Francis J W
hitfield), U

niversity of W
isconsin Press, 1961, p. 49.

★
14 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
こ
れ
を
「
非
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
記
号
論
」
と
呼
ぶ
。

前
掲
「
制
度
の
な
か
に
お
け
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
位
置
」
等
を
参
照
の
こ
と
。

★
15 

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』（
巻
ノ
二
）、
岩
波
書
店
、
八
〇
頁
。

★
16 

福
沢
「
通
俗
道
徳
論
」『
時
事
新
報
』
一
八
八
四
年
一
二
月
一
日
〜
六
日
、『
福

沢
諭
吉
全
集
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
一
六
頁
。

★
17 statistics

に
対
し
て
、publicistics

（
公
開
学
）
の
語
が
使
わ
れ
た
こ
と

も
あ
る
。
一
八
世
紀
後
半
、
ビ
ー
ル
フ
ェ
ル
トJacob Friedrich Bielfeld

は
統
計
学
に
つ
い
て
、「
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
の
政
治
シ
ス
テ
ム

の
科
学
」（The Elem

ents of Universal Erudition
, V
ol. 1, G

. Scott, 

London, 1770, p. 192

）、「
全
人
種
、
と
い
う
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
そ
の
植

民
地
に
住
む
人
種
に
よ
っ
て
今
日
構
成
さ
れ
る
す
べ
て
の
国
家
の
政
治
的
な

arrangem
ent

を
教
え
る
科
学
」（Ibid., p. 387

）
と
い
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

文
字
通
り
「
国
家
学
」
と
い
う
べ
き
意
味
で
あ
る
。
Ｃ
・
Ｒ
・
ラ
オ
『
統
計

学
と
は
何
か
』
藤
越
康
祝
、
柳
井
晴
夫
、
田
栗
正
章
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
一
〇
年
な
ど
参
照
。

★
18 

杉
亨
二
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
の
話
」（
明
治
十
九
年
四
月
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
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社
講
演
）『
杉
先
生
講
演
集
』
横
山
雅
男
、
一
九
〇
二
年
。「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ

ク
と
云
ふ
こ
と
は
我
国
に
は
耳
新
ら
し
き
言
葉
な
れ
ば
世
人
に
聞
き
と
り
や

す
き
や
う
に
訳
字
を
作
て
政
表
と
か
統
計
と
か
名
称
を
付
け
た
り
此
訳
字
は

支
那
の
文
字
な
れ
ば
文
字
の
侭
に
読
み
下
し
て
解
す
る
者
多
し
政
表
と
云
ふ

は
支
那
の
書
に
は
見
え
ず
し
て
其
字
面
も
亦
穏
当
な
ら
ず
統
計
の
方
稍
々
解

し
易
し
統
計
は
合
計
の
意
味
も
あ
れ
ど
も
文
字
の
通
り
統
べ
計
る
の
義
に
て

可
な
ら
ん
な
ど
ゝ
牽
強
付
会
す
る
よ
り
学
問
の
道
理
を
誤
り
事
業
を
妨
害
す

る
の
甚
だ
し
き
に
至
ら
ん
と
す
…
統
計
な
り
人
口
な
り
之
を
英
語
や
仏
語
に

直
訳
し
た
ら
ば
如
何
な
る
奇
語
と
な
り
て
文
明
世
界
の
笑
と
な
ら
ん
近
頃
我

が
愛
国
の
学
者
が
文
明
開
花
に
一
和
せ
ん
と
て
羅
馬
字
会
を
興
し
た
る
も
故

あ
る
な
り
」（
一
三
七
〜
一
三
八
頁
）。
同
「
国
家
学
攻
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

（
明
治
二
十
二
年
五
月
五
日
静
岡
国
家
学
会
発
会
講
演
）。「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ

ク
は
世
間
で
統
計
学
と
申
し
ま
す
統
計
と
云
ふ
文
字
は
学
問
の
上
で
は
妙
な

名
を
附
け
た
も
の
で
あ
る
…
」（
二
二
〇
頁
）。
な
お
、「
統
計
学
」
の
訳
語

は
、
呉
文
総
『
純
正
統
計
学
』（
丸
善
、
一
九
〇
三
年
、
二
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、

箕
作
麟
祥
の
翻
訳
に
よ
るA

lexandre M
oreau de Jonnès

『
統
計
学　

一

名
・
国
勢
略
論
』（
文
部
省
、
一
八
七
四
年
）
が
は
じ
め
で
あ
る
。

★
19 

杉
は
政
表
（
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
悉
皆
調
査
を
中

心
と
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。「
政
表
之
大
綱
細
目
に
於
て
は
言
語
に

画
す
べ
き
も
の
は
之
を
書
記
し
其
尽
す
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
は
表
に
製
し
図

に
書
し
一
事
一
物
も
残
す
処
な
く
相
認
候
間
右
書
取
之
侭
に
て
は
御
分
り
も

如
何
と
奉
存
候
に
付
私
実
地
相
試
み
候
沼
津
原
の
政
表
相
添
差
上
候
尤
も
是

は
僅
に
十
余
日
の
間
に
取
調
其
後
引
続
出
来
兼
不
具
の
物
に
は
候
得
共
右
書

取
の
大
意
と
御
見
合
被
下
政
務
の
具
経
済
の
要
と
申
事
御
推
察
可
被
成
下
候

以
上 

壬
申
正
月
」（「
政
表
之
儀
御
尋
に
付
大
畧
書
取
を
以
申
上
候
」、前
掲『
杉

先
生
講
演
集
』
所
収
）。

★
20 

し
ば
し
ば
明
治
期
の
先
駆
的
優
生
学
と
い
わ
れ
る
「
混
血
児
」
を
得
る
た
め

の
雑
婚
（
た
と
え
ば
南
貞
助
）
と
、
大
正
期
以
降
の
「
民
族
浄
化
」
の
た
め

の
優
生
学
は
、「
国
民
」
定
義
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
ど
う
考
え
て
も
方
向

性
が
反
対
の
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
市
川
源
三
を
中
心
と
す

る
大
日
本
優
生
会
は
大
正
期
の
一
九
一
九
年
に
、
永
井
潜
を
中
心
と
す
る
日

本
民
族
衛
生
学
会
は
一
九
三
〇
年
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
理
論
は
と
も
か

く
歴
史
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
優
生
学
的
思
考
は
、
雑
婚
を
忌
避
す
る
。

★
21 

「
個
人
」
の
発
見
か
ら
「
社
会
」
の
発
見
へ
、
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
社
会

の
発
展
史
を
捉
え
て
い
た
三
木
清
が
、
資
本
主
義
的
階
級
社
会
を
「
非
社
会

的
な
社
会
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
（「
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学
」『
人
間
学
的
文
学
論
』
改
造
社
、
一
九
三
四
年
七

月
、
四
二
頁
、
初
出
は
『
文
藝
』
創
刊
号
、
改
造
社
、
一
九
三
三
年
一
一
月
）。

彼
は
そ
れ
を
「
個
人
が
個
人
と
し
て
互
に
独
立
し
孤
立
し
て
い
る
」
と
し
て

い
た
が
、
こ
う
し
た
定
義
は
、
三
木
が
み
る
と
こ
ろ
の
明
治
期
の
「
社
会
」

の
あ
り
よ
う
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
三
木
の
協
同
体
論
に
つ
い
て
は

奥
村
勇
斗
「
戦
時
期
日
本
に
お
け
る
「
協
同
体
」
論
と
国
民
統
合
」『
社
会

思
想
史
研
究
』
第
三
五
号
、
二
〇
一
一
年
な
ど
参
照
。
本
稿
は
こ
の
論
考
か

ら
、「
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学
」
の
出
典
に
か
ん
す
る
よ
り

正
確
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
）。
三
章
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、
三
木

同
様
、
左
右
田
喜
一
郎
も
ま
た
、
明
治
期
の
社
会
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な

孤
立
し
た
個
人
か
ら
な
る
自
然
主
義
的
な
、「
社
会
」
未
然
の
も
の
と
し
て
、

批
判
的
に
み
て
い
た
。

★
22 

呉
は
前
掲
『
純
正
統
計
学
』
で
、
統
計
に
よ
っ
て
探
究
す
べ
き
四
つ
の
法
を

あ
げ
て
い
る
。「
現
在
の
法
」、「
発
達
の
法
」、「
屢
度
の
法
」、「
因
果
の
法
」
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で
あ
る
（
一
〇
五
頁
）。
こ
の
四
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
明
治
期
の
特

異
な
歴
史
概
念
に
は
、
主
体
の
立
ち
入
る
余
地
が
な
い
。
な
お
、
杉
も
ま
た
、

「
我
が
日
本
帝
国
人
民
の
将
来
を
前
知
す
る
の
説
と
方
法
」（
明
治
二
十
年
一

月
九
日
東
京
学
士
会
院
講
演
、
前
掲
『
杉
先
生
講
演
集
』
所
収
）
に
お
い
て
、

ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
が
も
た
ら
す
因
果
律
を
未
来
に
拡
張
し
て
い
る
。

★
23 

同
前
、
一
〇
六
頁
。

★
24 

わ
た
し
は
こ
う
し
た
貨
幣
論
を
と
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
も
含

め
、
旧
来
の
あ
ら
ゆ
る
貨
幣
論
は
、
物
々
交
換
に
せ
よ
、
貨
幣
に
も
と
づ
く

等
価
交
換
に
せ
よ
、「
交
換
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
だ

が
、
わ
た
し
が
ひ
と
び
と
の
交
通
の
基
礎
に
お
く
の
は
、《
贈
与
》
と
《
盗
み
》

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
び
と
（
の
み
な
ら
ず
、
ひ
と
と
自
然
、
自
然
と

自
然
）
の
や
り
と
り
に
は
、
た
え
ず
非
対
称
性
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
交

換
」
と
み
な
す
た
め
に
は
、
そ
の
や
り
と
り
を
結
果
か
ら
見
渡
す
超
越
論
的

な
立
場
が
た
え
ず
必
要
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、「
交
換
」

は
現
実
に
生
じ
て
い
る
非
対
称
性
を
隠
蔽
し
て
フ
ラ
ッ
ト
に
み
せ
る
、
よ
く

も
悪
く
も
き
わ
め
て
権
力
的
な
概
念
で
あ
る
。

★
25 

前
掲
三
木
「
ネ
オ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
文
学
」
四
二
頁
。

★
26 

三
木
「
知
性
の
改
造
」
一
九
三
八
年
一
一
月
〜
一
二
月
、『
三
木
清
全
集
』

一
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
頁
。

★
27 

三
木
「
汪
兆
銘
氏
に
寄
す
」
一
九
三
九
年
一
二
月
、『
全
集
』
第
一
五
巻
、

三
九
六
頁
。

★
28 

貨
幣
国
家
、
す
な
わ
ち
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
知
識
人
が
統
計
国
家
を
取
り
込
む

た
め
に
ひ
ね
り
出
し
た
苦
し
紛
れ
の
解
決
が
、〝
圏
域
〞
の
思
想
、
す
な
わ

ち
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
別
段
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
国
家
の
外
に
、
こ
う
し
た
副
次
的
な
領
域
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
ろ
う
じ
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
国
家
は
息
を
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。

★
29 

「『
社
会
』
の
発
見
」
に
つ
い
て
は
、
猪
原
透
「『
社
会
の
発
見
』
再
考—

福
田
徳
三
と
左
右
田
喜
一
郎—

」（『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』

第
九
六
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

★
30 

前
掲
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
四
四
頁
。

★
31 

以
前
、
革
命
と
数
の
関
係
に
つ
い
て
、
少
し
立
ち
入
っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
。
拙
稿
「
数
え
る
数—

革
命
に
つ
い
て
の
断
章—

」『
Ｓ
．
Ｉ
．』、

二
〇
一
一
年
、
四
〜
一
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

★
32 

コ
ン
ト
の
実
証
主
義
哲
学
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
人
文
学
と

は
な
に
か—

二
つ
の
世
紀
の
記
憶
と
忘
却—

」『
人
文
学
の
正
午
』
第

一
号
、
二
〇
一
〇
年
を
参
照
の
こ
と
。

★
33 

戦
前
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
三
木
「
弁
証
法
の
理
論
と
歴

史
」（
発
表
年
月
不
明
、『
全
集
』
第
一
九
巻
、所
収
）
等
を
参
照
の
こ
と
。「
弁

証
法
と
い
ふ
語
は
、
今
日
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
愛
用
さ
れ
て
ゐ
る
言
葉
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
今
日
の
流
行
語
の
第
一
の
も
の
に
数
へ
る

こ
と
さ
へ
出
来
る
」（
五
一
八
頁
）。
つ
づ
け
て
、
紀
平
正
美
、
西
田
幾
多
郎
、

田
辺
元
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

★
34 

翼
を
も
っ
た
ラ
イ
オ
ン
の
肉
体
と
美
し
い
女
の
顔
貌
と
の
結
合
で
あ
る
ス

フ
ィ
ン
ク
ス
は
、い
う
ま
で
も
な
く
エ
ジ
プ
ト
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
象
徴
的
に
い
え
ば
、
国
家
は
多
分
に
エ
ジ
プ
ト
的
な
も
の
（
ラ
イ
オ
ン

の
身
体
＝
物フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム

神
崇
拝
＝
統
計
国
家
と
女
の
顔
貌
＝
偶イ

ド

ラ

ト

リ

像
崇
拝
＝
貨
幣
国
家
の

矛
盾
し
た
結
合
）
だ
が
、
そ
の
批
判
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
え
た
。
こ

れ
ら
の
崇
拝
そ
の
も
の
を
沈
黙
の
う
ち
に
抑
圧
し
禁
止
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な

《
世
界
宗
教
》
と
、
神
々
に
つ
い
て
む
し
ろ
雄
弁
か
つ
多
弁
、
自
由
に
語
る

ギ
リ
シ
ア
的
な
《
文
学
》
と
で
あ
る
。
な
お
、
周
知
の
通
り
、
ス
フ
ィ
ン
ク
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ス
の
か
け
た
謎
（
朝
は
四
本
足
、
昼
間
は
二
本
足
、
夜
は
三
本
足
…
…
そ
れ

は
な
に
か
…
…
？
）
を
解
く
こ
と
で
、
彼
女
を
倒
し
た
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、

ま
さ
に
《
人
間
》
的
な
苦
悩
を
そ
の
う
ち
に
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
お
の
れ
を
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
に
矛
盾
な
く
統
一
し
、
お
の
れ
を
分
裂
さ

せ
る
無
意
識
の
生
産
を
禁
じ
よ
う
と
す
る
、
フ
ロ
イ
ト
が
再
発
見
し
た
あ
の

近
代
的
な
苦
悩
を
で
あ
る
。
ア
ポ
ロ
ン
の
神
託
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る

べ
く
行
動
し
て
い
た
彼
が
、
神
託
ど
お
り
に
無
意
識
の
う
ち
に
犯
し
た
父
殺

し
と
母
と
の
近
親
相
姦
は
、
最
後
に
残
っ
た
原
初
的
な
宗
教
の
も
う
ひ
と
つ

の
タ
イ
プ
、
い
わ
ゆ
る
祖
先
崇
拝
で
あ
る
。
物
神
崇
拝
や
偶
像
崇
拝
と
同
じ

く
祖
先
崇
拝
も
ま
た
、
国
家
の
重
要
な
原
初
的
形
態
の
ひ
と
つ
を
な
し
て
い

る
と
考
え
る
の
は
、
不
自
然
で
は
な
い
。
近
代
の
二
つ
の
革
命
、
す
な
わ
ち

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
は
、
絶
対
王
政
と
い
う
偶
像
崇
拝
を
打
倒
し
た
結
果
、
資

本
主
義
や
実
証
主
義
と
い
う
意
匠
を
纏
っ
た
物
神
崇
拝
を
復
活
さ
せ
、
社
会

主
義
革
命
は
、
物
神
崇
拝
を
打
倒
し
た
結
果
、
革
命
家
の
偶
像
崇
拝
を
復
活

さ
せ
る
。
そ
の
両
者
を
打
倒
し
た
と
し
て
も
、最
後
に
祖
先
崇
拝
が
残
る—

そ
れ
は
、
近
代
の
肥
大
化
し
た
国
家
に
対
応
し
た
歴
史
主
義
で
あ
る
。
つ
ま

り
国
家
は
、
大
雑
把
に
考
え
た
だ
け
で
も
、
人
間
を
捕
捉
す
る
た
め
に
三
重

の
網
を
張
り
巡
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
学
や
世
界
宗
教
と

国
家
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
詳
論
す
る
。

★
35 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル—

主
権
権
力
と
剥
き
出
し

の
生
』
高
桑
和
巳
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
七
年
、『
例
外
状
態
』
上
村
忠
男
・

中
村
勝
己
訳
、
未
来
社
、
二
〇
〇
七
年
ほ
か
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
フ
ー
コ
ー
ら
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
人
間

か
ら
政ビ

オ

ス

治
的
生
を
奪
い
、
剥
き
出
し
の
動ゾ

ー

エ

ー

物
的
生
を
標
的
に
す
る
と
さ
れ
る

主
権
国
家
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
回
復
不
能
の
事
故
を
起
こ
し

た
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
で
は
、
九
十
九
人
の
政ビ

オ

ス

治
的
生
の
た
め
に
、
一
人

の
動ゾ

ー

エ

ー

物
的
生
を
犠
牲
に
す
る
例
外
状
態
が
発
生
し
う
る
。
こ
の
と
き
犠
牲
に

す
べ
き
生
を
、
国
家
は
決
断
す
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
原
子
力
発
電

所
（
つ
ま
り
敵
）
を
も
た
ら
し
た
の
は
国
家
自
身
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
例
外

状
態
か
ら
決
断
へ
の
流
れ
は
、
国
家
が
お
の
れ
を
誇
示
す
べ
く
お
こ
な
う
自

作
自
演
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
う
で
な
い
外
部
か
ら
も
た

ら
さ
れ
る
例
外
状
態
も
想
定
可
能
だ
が
、
実
質
的
な
国
家
権
力Sovereignty

の
源
泉
は
、
予
言
の
自
己
成
就
と
い
う
べ
き
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
な
悪
循
環
の

ほ
う
に
あ
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
は
他
の
国
家
に
対

し
て
国
家
で
あ
る
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
弁
証
法
的
構
え
は
必
要
な
く

な
り
、
た
だ
お
の
れ
を
喰
ら
う
こ
と
で
、
純
粋
に
お
の
れ
を
誇
示
し
て
い
る
。

官
僚
た
ち
は
、
知
ら
な
い
あ
い
だ
に
こ
の
蛇
の
実
現
に
奉
仕
す
る
。

★
36 

三
木
「
外
来
思
想
の
今
日
」
一
九
三
五
年
三
月
二
六
日
（『
時
代
と
道
徳
』

作
品
社
、
一
九
三
九
年
）、『
全
集
』
第
一
六
巻
、
九
頁
。
こ
の
時
期
の
「
日

本
精
神
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
精
神
の
歴
史—

近
代
日
本
に
お
け
る
二

つ
の
言
語
論—

』（
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
）
の
な
か
で
、
西
田
幾
多
郎

や
和
辻
哲
郎
、
世
界
史
の
哲
学
を
参
照
し
つ
つ
、
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

★
37 

テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
に
敬
意
を
表
し
て
い
え
ば
、〝
プ
リ
ズ
ム
〞
は
彼

の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ『
プ
リ
ズ
メ
ン—

文
化
批
判
と
社
会
』（
渡

辺
祐
邦
・
三
原
弟
平
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
参
照
の
こ
と
。

★
38 

本
稿
は
、
史
創
研
究
会
大
会
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
、
於
京
都
府
立

大
学
）
に
お
け
る
研
究
報
告
「
近
代
日
本
に
お
け
る
言
語
使
用
と
国
家
の
問

題
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
な
か
・
き
お
（
近
現
代
史
／
京
都
府
立
大
学
）




