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書
　

評重
田
園
江
著

『
連
帯
の
哲
学
　

Ⅰ
　

フ
ラ
ン
ス
社
会
連
帯

主
義
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

岡
　

野
　

八
　

代

前
著『
フ
ー
コ
ー
の
穴―

統
計
学
と
統
治
の
現
在
』

に
お
い
て
重
田
園
江
は
、
歴
史
的
に
作
り
出
さ
れ
た

「
人
間
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
成
の
変
遷
と
、
そ
の

歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
人
間
が
認
識
す
る
「
現
在
」
の

歴
史
性
を
、
現
代
の
統
治
の
あ
り
よ
う
を
分
析
す
る
な

か
で
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
。『
フ
ー
コ
ー
の
穴
』
は
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
小
さ
く
、
し
か
し
鋭

く
射
抜
か
れ
た
穴
で
あ
る
フ
ー
コ
ー
的
な
視
点
（
保
険

制
度
、
健
康
、
知
的
能
力
、
犯
罪
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

な
ど
）
を
通
じ
て
、「
福
祉
国
家
と
は
別
の
タ
イ
プ
の

新
し
い
統
治
実
践
（
統
治
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
を
素
描

す
る
試
み
で
」
あ
っ
た
［
重
田
二
〇
〇
三

：

一
七
］。

こ
の
時
点
で
す
で
に
重
田
は
、
現
在
の
リ
ベ
ラ
ル
な

統
治
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
福
祉
国
家
に

よ
っ
て
創
造
さ
れ
育
ま
れ
た
（
そ
の
善
し
悪
し
は
議
論

に
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
）
社
会
の
一
体
性
が
、

「
い
と
も
簡
単
に
溶
解
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
態
」
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
現
代
政
治
理
論
的
に
み
れ
ば
、

重
田
の
関
心
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
右
派
か
ら
も
左
派

か
ら
も
攻
撃
さ
れ
、
理
論
的
に
も
、
そ
し
て
現
実
的
に

も
政
治
的
吸
引
力
を
失
っ
て
い
く
福
祉
国
家
体
制
に
代

わ
っ
て
、
統
治
に
関
す
る
正
統
性
を
急
速
に
独
占
し
始

め
た
九
〇
年
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、「
人
間

管
理
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
独
自
の
（
フ
ー
コ
ー
的

な
）
視
点
か
ら
、
そ
の
統
治
の
本
質
の
一
端
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

固
定
さ
れ
、
し
か
も
絞
り
込
ま
れ
た
次
元
か
ら
現
代

社
会
を
眺
め
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
は
ず
の

わ
た
し
た
ち
が
気
づ
き
も
、ま
た
思
い
も
よ
ら
な
い〈
い

ま
〉
の
社
会
の
姿
を
描
い
た
の
が
前
著
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
、『
連
帯
の
哲
学
』
は
、「
連
帯solidarité

」

や
「
相
互
性m

utualité

」
と
い
っ
た
細
い
糸
を
頼
り

に
歴
史
を
遡
り
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か

け
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
広
大
な
社
会
思
想
の
大
地
へ
と
重

田
一
人
が
降
り
立
つ
、
あ
る
意
味
で
一
つ
の
冒
険
譚
の

よ
う
に
読
め
る
。
彼
女
を
こ
の
冒
険
に
駆
り
だ
し
た
の

は
、
し
か
し
、
前
著
か
ら
引
き
継
が
れ
た
関
心
で
あ
り
、

ま
た
、『
連
帯
の
哲
学
』
の
十
五
頁
に
も
及
ぶ
「
は
じ

め
に
」
で
、
明
確
に
示
さ
れ
る
現
代
的
な
問
題
関
心
で

あ
る
。

本
書
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
歴
史
の
な
か
で

摩
耗
し
擦
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
概
念
で
あ

る
「
連
帯
」
と
い
う
糸
が
、
し
っ
か
り
と
〈
い
ま
〉
の

日
本
社
会
の
問
題
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
概
念
的
に
精
緻
な
理
論
を
求
め
て
、
と
も
す
る
と

現
代
と
の
連
関
が
見
失
わ
れ
が
ち
な
思
想
史
研
究
の
な

か
に
あ
っ
て
、
現
代
の
日
本
社
会
と
一
九
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
社
会
思
想
を
つ
な
ぐ
糸
が
生
み
だ
す
、
そ
の
緊
張

感
こ
そ
が
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
や
社
会
思
想
に
不
案
内
な

読
者
を
も
迷
わ
せ
る
こ
と
な
く
核
心
へ
と
導
い
て
く
れ

る
、
特
筆
す
べ
き
本
書
の
意
義
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
は
、
前
著
か
ら
、
重
田
の
現
在
の
関
心
の
端

緒
を
示
し
て
い
る
一
節
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。

リ
ベ
ラ
ル
な
保
険
制
度
に
お
け
る
「
個
人
」
の
捉
え

ら
れ
方
、
そ
し
て
じ
っ
さ
い
に
保
険
に
加
入
す
る
個
人

の
意
識
を
論
じ
る
中
で
、
重
田
は
、「「
自
由
な
」
社
会

に
お
い
て
は
、
他
者
の
ニ
ー
ズ
へ
の
想
像
力
は
も
は
や

必
要
と
さ
れ
な
い
。［
…
］
自
己
責
任
の
名
に
お
い
て

人
生
を
設
計
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
う
え

で
［
重
田
二
〇
〇
三

：

八
三
］、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。こ

う
し
た
社
会
が
希
望
に
満
ち
た
も
の
な
の
か
、

寒
々
と
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
公
正
な
も

の
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
、
そ
れ
は
ま
だ
分
か

ら
な
い
。
だ
が
、
従
来
の
福
祉
国
家
と
も
、
自
分

の
人
生
を
管
理
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
「
自
由

な
」
社
会
と
も
異
な
る
、
別
の
関
係
を
見
出
す
道

も
残
さ
れ
て
い
る
。
巨
大
な
福
祉
国
家
シ
ス
テ
ム

か
、
自
助
努
力
や
自
己
責
任
の
社
会
か
の
二
者
択

一
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
。
多
様
化
・
複
雑
化
し

た
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
別
の
連
帯
、
別
の
支
え
合
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い
を
構
想
す
る
こ
と
も
、
可
能
性
と
し
て
あ
り
う

る
の
だ
［ibid.: 83― 84

］。

か
つ
て
の
自
ら
の
声
に
応
え
、
全
編
が
書
き
下
ろ
さ

れ
た
の
が
『
連
帯
の
哲
学
』
で
あ
る
。
後
に
ま
た
触
れ

る
が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
I
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
連
帯
を
め
ぐ
る
「
思
想

史
」
を
あ
る
意
味
で
禁
欲
的
に
描
い
た
本
書
に
は
、
理

念
と
し
て
の
連
帯
や
社
会
規
範
と
し
て
の
正
義
が
直
接

論
じ
ら
れ
る
II
が
続
く
予
定
で
あ
る
。

さ
て
、
前
著
に
収
め
ら
れ
た
論
文
の
多
く
が
執
筆
さ

れ
て
か
ら
、
お
よ
そ
十
年
を
経
て
、
か
つ
て
重
田
が
明

ら
か
に
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す

る
懸
念
は
、
す
で
に
至
る
所
で
現
実
の
も
の
と
な
り
、

社
会
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。
本
書
で

は
、本
書
の
意
図
や
筆
者
の
現
状
認
識
が
「
は
じ
め
に
」

で
詳
細
に
さ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
と
プ

ル
ー
ド
ン
以
外
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
の
議
論
を
展
開
し
て
い
く

本
文
の
見
取
り
図
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。先
ほ
ど
、

本
書
を
冒
険
譚
と
呼
ん
だ
が
、そ
れ
は
重
田
に
と
っ
て
、

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ―

新
し
い
本
や
論
文
を
執
筆

し
よ
う
と
す
る
研
究
者
は
す
べ
て
例
外
な
く
、
知
的
な

冒
険
の
旅
に
で
て
い
る
の
だ
か
ら
、
言
う
ま
で
も
な
い

こ
と
だ―

、
読
者
に
と
っ
て
の
知
的
な
冒
険
譚
な
の

で
あ
る
。

連
帯
の
概
念
的
出
自
か
ら
説
き
起
こ
す
序
章
か
ら
、

デ
ュ
ル
ケ
ム
（
第
一
章
）、
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
（
第

二
章
）、
プ
ル
ー
ド
ン
（
補
章
1
）、
レ
イ
モ
ン
・
サ
レ

イ
ユ
（
第
三
章
）、
シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
（
第
四
章
）、

そ
し
て
終
章
の
モ
ー
ス
ま
で
、
連
帯
と
い
う
概
念
を
め

ぐ
る
彼
ら
の
思
想
と
そ
の
思
想
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る

社
会
背
景
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
、
新
た
な
道
筋
を
示

し
な
が
ら
、
本
書
は
そ
の
主
張
の
核
心
へ
と
読
者
を
導

い
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
本
書
の
評
価
に
つ
い
て
、
フ

ラ
ン
ス
哲
学
史
、
あ
る
い
は
社
会
思
想
史
研
究
の
な
か

に
位
置
づ
け
る
こ
と
、
ま
た
、
同
じ
思
想
家
を
扱
う
テ

ク
ス
ト
と
の
比
較
な
ど
を
試
み
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
大

切
な
営
み
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
に
つ
い
て
不
案
内

な
評
者
に
は
、
残
念
な
が
ら
本
書
を
思
想
史
的
に
位
置

づ
け
る
よ
う
な
書
評
を
す
る
能
力
が
な
い
。
そ
こ
で
、

本
書
に
導
か
れ
た
一
人
の
読
者
と
し
て
、
本
書
を
通
じ

て
評
者
自
身
が
体
験
し
た
知
的
冒
険
を
以
下
に
記
し
な

が
ら
、
本
書
の
意
義
と
理
論
的
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
本
書
の
書
評
と
し
た
い
。

以
下
で
は
、
i
）『
連
帯
の
哲
学
』
の
「
哲
学
的
」

特
徴
と
そ
こ
に
現
れ
る
問
題
意
識
、
ii
）
方
法
論
に
つ

い
て
、
iii
）
本
書
が
投
げ
か
け
た
問
題
提
起
に
焦
点
を

当
て
な
が
ら
本
書
の
意
義
を
抽
出
し
、
最
後
に
、
評
者

が
読
後
に
抱
い
た
今
後
の
展
開
へ
の
期
待
に
つ
い
て
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

i
） 

あ
れ
か
こ
れ
か
、
の
問
い
の
前
で
、
人
間
の
総
体

か
ら
の
出
発

か
つ
て
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
が
『
歴
史
の
終
わ

り
』
で
論
じ
た
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
が
閉
じ
ら
れ

る
と
同
時
に
、
資
本
制
下
の
自
由
主
義
体
制
を
批
判
す

る
さ
い
の
参
照
点
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
な

社
会
像
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
供
し
て
い
た
共
産
主

義
世
界
が
、
少
な
く
と
も
先
進
諸
国
の
間
で
は
終
わ
り

を
告
げ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
政
治
思
想

研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
ま
で
の
西
欧
中
心
の
思
想
史
研
究
は
、
合
衆

国
に
お
け
る
自
由
主
義
を
め
ぐ
る
理
論
研
究
へ
と
、
そ

の
中
心
を
移
す
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
現
代
の
政

治
理
論
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、
合
衆
国
に
お
け
る
研

究
動
向
と
は
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

ま
た
、
東
西
冷
戦
の
終
焉
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
共

産
主
義
対
資
本
主
義
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
対
自
由
主

義
と
い
っ
た
対
立
軸
は
終
わ
り
を
告
げ
る
が
、
そ
の
こ

と
は
対
立
軸
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を

意
味
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
共
産
主
義
の
立
場
か
ら

は
、
修
正
主
義
と
し
て
、
本
来
は
批
判
の
対
象
で
あ
っ

た
社
会
民
主
主
義
勢
力
、
そ
の
理
念
の
下
で
育
ま
れ
て

い
た
福
祉
国
家
体
制
が
も
う
一
つ
の
極
と
し
て
対
置
さ

れ
始
め
、
市
場
万
能
の
社
会
を
唱
え
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
対
福
祉
国
家
へ
と
、
対
立
項
に
変
化
が
生
じ
た

の
だ
っ
た
。

九
〇
年
代
以
降
、
日
本
に
お
い
て
大
き
な
政
治
的
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争
点
と
し
て
争
わ
れ
た
「
小
さ
な
政
府
」
対
「
大
き
な

政
府
」
と
い
っ
た
対
立
枠
組
み
や
、
自
由
化
や
規
制
緩

和
と
い
っ
た
掛
け
声
の
下
で
の
法
制
度
の
改
悪
に
よ
っ

て
、
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
も
そ
も
福
祉
国
家
体
制
の
中
で
構
想
さ
れ
て
い

た
社
会
が
、
個
人
「
対
」
国
家
、
自
由
意
志
「
対
」
共

同
体
、
自
由
放
任
主
義
「
対
」
社
会
主
義
と
い
っ
た
対

立
を
越
え
て
、
い
ず
れ
で
も
な
い
0

0

道
を
進
も
う
と
し
て

い
た
歴
史
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
論
背
景
を
考
え
る
と
、
前
著
で
も
示
唆

的
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
書
の
ね
ら
い
の

一
つ
は
、
九
〇
年
代
に
横
行
し
た
福
祉
国
家
批
判
に
対

し
て
、
思
想
史
的
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
と
り
わ
け
、
一
時
日
本
で
も
、
フ
ー
コ
ー

を
参
照
し
つ
つ
福
祉
国
家
を
批
判
す
る
議
論
が
多
く
な

さ
れ
た
が

）
1
（

、
フ
ー
コ
ー
か
ら
離
れ
、
連
帯
と
い
う
概
念

が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、「
混
沌

と
し
た
現
状
を
変
え
る
た
め
の
社
会
像
」
を
描
こ
う
と

し
た
の
が
本
書
で
あ
る
（
ix
）。

そ
の
た
め
に
本
書
で
は
、
一
九
世
紀
生
ま
れ
の
思
想

家
た
ち
が
、
自
由
主
義
か
社
会
主
義
か
と
い
っ
た
、
あ

れ
か
こ
れ
か
の
脅
迫
的
な
問
い
の
前
で
、「
幾
分
錯
綜
」

し
な
が
ら
も
（
7
）、
自
ら
が
目
指
す
社
会
の
原
理
を

い
か
に
構
築
し
て
い
っ
た
か
が
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
自
由
意
志
に
理
論
的
核
を
見
い
だ
す
自
由

主
義
で
あ
れ
ば
、
市
場
原
理
も
、
個
人
像
も
主
権
的
国

家
像
も
、
全
て
を
貫
く
原
理
を
美
し
く
描
く
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
理
論
の
精
緻

さ
と
一
貫
性
へ
の
魅
力
に
抗
し
て
、
重
田
が
幾
度
も
注

意
を
促
す
の
は
、「
彼
ら
が
生
き
、
苦
闘
し
た
時
代
か

ら
一
世
紀
を
経
て
、
今
の
私
た
ち
は
未
来
社
会
の
構
想

に
単
純
な
答
え
が
な
い
こ
と
を
歴
史
に
よ
っ
て
思
い
知

ら
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
12
）。
単
純

な
答
え
は
、
む
し
ろ
、
わ
た
し
た
ち
が
現
に
社
会
に
生

き
て
い
る
事
実
か
ら
、
あ
る
活
動
や
能
力
だ
け
を
人
間

生
活
の
中
心
と
し
て
取
り
出
し
、
他
を
捨
象
し
、
む
し

ろ
豊
か
に
紡
ぎ
う
る
（
し
、
実
際
に
紡
い
で
も
い
る
）

他
者
と
の
「
つ
な
が
り
」
を
寸
断
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
両
立
し
え
な
い
と
考

え
ら
れ
て
き
た
対
立
、
つ
ま
り
「
国
家
の
介
入
を
拒
否

す
る
自
由
放
任
主
義
」
対
「
革
命
を
標
榜
す
る
社
会
主

義
」
を
超
え
、「
自
由
か
つ
社
会
的
な
民
主
主
義
、
言

い
か
え
れ
ば
、
市
場
と
も
議
会
制
と
も
両
立
す
る
社
会

改
革
の
道
」
を
め
ざ
し
、
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
極

端
さ
が
生
み
出
す
欠
陥
を
避
け
よ
う
と
す
る
連
帯
主
義

の
思
想
へ
と
分
け
入
っ
て
い
く
（2― 3

）。

し
か
し
、
重
田
も
論
じ
る
よ
う
に
、
連
帯
主
義
は
い

ず
れ
で
も
な
い
0

0

も
の
、と
し
て
し
か
捉
え
よ
う
の
な
い
、

原
則
の
な
い
0

0

主
義
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
お
そ
ら
く

原
則
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
わ
た
し
た

ち
が
政
治
を
語
る
さ
い
の
語
彙
、
概
念
、
イ
メ
ー
ジ
の

貧
困
さ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
あ
る
社
会
で
生

き
て
い
る
限
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
誰
か
と
、
も
っ
と

い
え
ば
、
誰
と
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
と
す

れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
既
存
の
自
由
や
平
等
と
い
っ

た
概
念
に
頼
る
こ
と
で
、
こ
の
事
実
が
ど
の
よ
う
な
規

範
や
原
理
を
生
み
出
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

を
、
放
棄
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
市
民
権
の
歴
史
を
T
・
H
・
マ
ー
シ
ャ

ル
と
と
も
に
振
り
返
る
な
ら
ば
、
本
書
が
取
り
上
げ
る

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
は
、
社
会
的
権

利
の
時
代
で
あ
る
。
持
て
る
者
と
持
た
ざ
る
者
の
比
較

の
な
か
で
、
持
た
ざ
る
者
の
劣
悪
な
状
況
の
改
善
を
求

め
る
階
級
間
闘
争
の
末
、
労
働
者
た
ち
は
社
会
的
権
利

を
勝
ち
取
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
。
他
方
で
、
労
働
者
た

ち
に
社
会
的
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
、
豊
か
さ
や
満
足

の
た
め
に
個
人
の
自
由
を
国
家
に
売
り
渡
す
行
為
だ
と

し
て
、
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト

は
、
次
の
よ
う
に
辛
辣
に
批
判
し
た
。
つ
ま
り
国
家

に
よ
る
教
育
や
福
祉
を
求
め
る
個
人
は
、「
欠
陥
個
人
、

つ
ま
り
、
自
己
選
択
を
な
し
え
ず
、
啓
蒙
的
支
配
者
の

指
図
を
必
要
と
す
る
者
で
あ
り
」、「
自
分
自
身
の
苦
悩

を
解
放
す
る
手
段
を
ま
っ
た
く
持
た
ず
、そ
の
苦
悩
が
、

自
分
の
力
で
は
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
連
帯
0

0

の
暖

か
さ
や
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
実
質
的
満
足

が
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
者
」
だ
と
［O

akeshott 1975: 295― 6. 

C
f. 

岡
野2009

：72. 

強
調
は
引
用
者
］。

つ
ま
り
、
市
民
権
の
歴
史
を
認
識
す
る
さ
い
の
概
念

が
、
国
家
か
ら
の
個
人
の
自
由
で
あ
っ
た
り
、
つ
な
が
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り
を
む
し
ろ
分
断
す
る
よ
う
な
個
人
比
較
の
な
か
で
主

張
さ
れ
る
平
等
で
あ
っ
た
り
す
る
た
め
に
、
じ
っ
さ
い

に
一
つ
の
社
会
で
生
き
る
者
た
ち
の
「
つ
な
が
り
」
方

の
失
敗
の
結
果
と
し
て
、
不
平
等
が
生
ま
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
社
会
的

権
利
の
歴
史
は
む
し
ろ
、
つ
な
が
り
の
結
び
直
し
、
あ

る
い
は
す
で
に
否
応
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
事
実
か
ら

規
範
を
見
い
だ
す
試
み
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き

る
。本

書
が
提
唱
す
る
の
は
、
諸
個
人
の
属
性
や
権
利
や

徳
、
行
為
に
着
目
す
る
「
前
」
に
、
む
し
ろ
社
会
に
生

き
て
い
る
総
体
と
し
て
の
個
人
、
つ
ま
り
、
他
者
と
つ

な
が
ら
ず
に
は
生
き
て
い
け
な
い
具
体
的
な
存
在
と
し

て
の
人
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
の
つ
な
が
り
の
な
か
に
、「
連
帯
の
理
由
」
が

存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
探
求
す
る
先

で
出
会
う
の
が
、
社
会
な
の
だ
。
こ
こ
で
重
田
が
暗
に

示
し
て
い
る
の
は
、
個
人
や
国
家
と
い
っ
た
非
常
に
強

い
概
念
装
置
と
、
そ
の
概
念
装
置
の
上
に
評
者
を
含
め

あ
ぐ
ら
を
か
い
て
き
た
政
治
思
想
史
研
究
者
た
ち
が
、

わ
た
し
た
ち
が
社
会
を
語
り
、
理
解
す
る
た
め
の
言
葉

や
イ
メ
ー
ジ
を
奪
っ
て
き
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る［cf. 

重
田
二
〇
一
一
］。

こ
こ
に
、
本
書
が
「
哲
学
」
と
銘
打
つ
理
由
も
あ
ろ

う
。
本
書
で
言
及
さ
れ
る
思
想
家
た
ち
は
、た
と
え
ば
、

サ
レ
イ
ユ
で
あ
れ
ば
労
働
災
害
、
ジ
ッ
ド
で
あ
れ
ば
、

消
費
協
同
組
合
と
い
っ
た
よ
う
に
、
個
別
具
体
的
な
政

策
や
運
動
に
深
く
関
与
し
た
実
践
家
で
も
あ
っ
た
。
し

か
し
、
本
書
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
個
々

の
提
言
を
支
え
た
社
会
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、ま
さ
に「
連

帯
」
と
い
う
概
念
で
か
れ
ら
が
模
索
し
よ
う
と
し
た
、

ど
こ
に
も
ま
だ
存
在
し
な
い

0

0

よ
う
な
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
社
会
を
掴
む
こ
と
な
の
だ
。

社
会
を
全
体
と
し
て
ま
ず
捉
え
る
こ
と
、
そ
し
て

事
実
か
ら
い
か
に
規
範
を
引
き
出
す
の
か
。
本
書
の
方

法
論
を
支
え
て
い
る
の
が
、「
第
一
章
　

デ
ュ
ル
ケ
ム
」

で
あ
る
。

ii
）
社
会
を
掴
む―

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
重
要
性

「
序
章
　

友
愛
と
連
帯
」
に
お
い
て
、
宗
教
的
な
出

自
を
も
つ
友
愛
概
念
か
ら
、
近
代
的
な
連
帯
概
念
へ
の

変
化
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
、
連
帯
を
め
ぐ
る
問

い
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
外
部
の
設
定
や
排
除
を
伴

わ
な
い
仲
間
意
識
は
あ
り
う
る
の
か
、
多
様
性
を
尊
重

す
る
絆
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
」
と
（
11
）。

つ
ま
り
、
友
愛
概
念
に
内
包
さ
れ
て
い
た
排
他
性
や
閉

鎖
性
を
克
服
し
つ
つ
、「
人
び
と
が
異
な
る
か
ら
こ
そ

結
び
つ
く
と
い
う
側
面
」
を
大
切
に
し
、
そ
れ
で
も
な

お
、
相
互
性
が
築
き
得
る
の
か
、
と
い
っ
た
難
問
を
解

こ
う
と
す
る
の
が
連
帯
の
哲
学
な
の
だ
。

そ
の
さ
い
、
重
田
が
注
目
す
る
の
が
、
社
会
を
一
体

の
モ
ノ
と
し
て
捉
え
、
社
会
が
成
員
に
対
す
る
規
範
を

有
し
て
い
る
こ
と
をnorm

概
念
に
よ
っ
て
示
そ
う
と

し
た
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
へ
の
着
目

は
、
本
書
が
採
用
す
る
方
法
論
を
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、統
計
学
と
道
徳
論
をnorm

概
念
に
よ
っ

て
統
合
す
る
こ
と
は
、
統
計
学
上
明
ら
か
に
さ
れ
る
規

則
性
を
、
そ
の
ま
ま
単
純
に
個
人
の
行
動
規
範
へ
と
変

換
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
特
定
の
社
会
状
況
を

あ
る
べ
き
社
会
規
範
と
し
て
、
正
常
状
態
を
規
範
的
状

態
と
し
て
強
制
す
る
危
険
か
ら
免
れ
な
い
［cf. 

重
田

二
〇
〇
三

：

第
二
章
］。
し
た
が
っ
て
、
批
判
理
論
は
、

事
実
か
ら
規
範
を
導
き
だ
す
態
度
に
は
つ
ね
に
警
戒
を

怠
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
方
法
論
に
は
否
定
的

で
あ
る
。
だ
が
、
重
田
は
む
し
ろ
、『
社
会
分
業
論
』

に
お
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
現
状
診
断
の
な
か
に
、
状
況

か
ら
規
範
が
自
然
に
生
ま
れ
る
と
信
じ
る
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
啓
蒙
に
み
ら
れ
る
安
易
な
回
答
と
は
異
な
る
、
近

代
自
由
主
義
を
超
え
得
る
理
論
を
見
て
い
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
た
し
か
に
分
業
は
、
経
済
的
な
領
域

に
お
い
て
は
自
由
競
争
を
苛
烈
に
す
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
異
な
っ
た
能
力
、
役
割
を
果
た
す
人
々
が
そ
れ
で

も
な
お
、
実
際
に
一
つ
の
動
き
を
作
り
出
し
て
い
る
こ

と
を
、
わ
た
し
た
ち
に
実
感
さ
せ
て
も
く
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
事
実
と
価
値
の
分
離
に
強
く
反
対
す
る
デ
ュ
ル

ケ
ム
の
方
法
論
は
、
世
界
規
模
で
格
差
が
広
が
り
つ
つ

あ
る
現
代
に
も
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と

え
ば
、
地
球
規
模
の
正
義
論
を
模
索
す
る
ア
イ
リ
ス
・

ヤ
ン
グ
が
提
唱
す
る
の
は
、
社
会
的
責
任
を
考
え
る
さ

い
の
「
つ
な
が
り
モ
デ
ル
」
で
あ
り
、
そ
の
正
義
論
の

出
発
点
は
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
と
の
社
会
的
な
つ
な
が
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り
に
ま
ず
気
づ
く
こ
と
な
の
だ
［Young 2007: esp. 

chap. 9
）
2
（

］。

あ
る
い
は
、
有
機
的
連
帯
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
と

も
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
有
機
体
的
国
家
観
に
つ
な
が

る
と
し
て
一
蹴
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
虚
心
な
く
生
物

界
を
見
て
分
か
る
の
は
、
生
物
界
は
わ
た
し
の
身
体
一

つ
と
っ
て
も
、
リ
ズ
ム
も
違
え
ば
、
働
き
も
性
格
も

違
う
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
が
、
そ
れ
で
も
な
お
一
体
性
を

保
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
な
の
だ
。
む
し
ろ
、
こ
う
し

た
事
実
を
見
え
な
く
し
て
い
る
の
は
、
原
子
論
的
あ
る

い
は
機
械
論
的
自
然
観
や
、
有
機
体
的
国
家
観
と
い
っ

た
政
治
思
想
史
上
の
常
識
の
ほ
う
だ
。
じ
っ
さ
い
の
社

会
の
な
か
で
の
わ
た
し
た
ち
の
働
き
を
注
視
す
る
こ
と

で
、
交
易
や
交
換
が
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
純
粋
な
自
由
意

志
を
中
心
と
す
る
社
会
で
も
な
く
0

0

、
一
つ
の
規
範
の
下

に
同
じ
行
為
を
強
制
す
る
原
始
的
で
機
械
的
な
社
会
で

も
な
い
0

0

社
会
を
掴
み
、「
凡
人
が
少
し
観
点
を
変
え
る

こ
と
で
到
達
で
き
る
他
者
と
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
」

（
35
）。
本
書
で
説
か
れ
る
こ
の
方
法
論
は
、
専
門
家
た

ち
が
築
き
あ
げ
た
理
念
や
諸
価
値
が
、
か
え
っ
て
わ
た

し
た
ち
の
現
実
を
見
る
目
を
曇
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
鋭

く
批
判
す
る
、
本
書
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る
部
分
で
も

あ
る
。

こ
う
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
そ
の
方
法
論
を
学
び
つ

つ
、
本
書
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
冒
険
は
、
閉
鎖
集
団
で

こ
そ
培
わ
れ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
仲
間
意
識
や
相
互
扶

助
機
能
を
、
よ
り
開
放
的
な
組
織
の
下
で
い
か
に
実
現

す
る
か
と
い
っ
た
難
問
に
取
り
組
ん
だ
、
各
思
想
家
た

ち
の
格
闘
を
共
に
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

iii
）
国
家
論
の
手
前
で
の
、
正
義
論

こ
こ
ま
で
は
主
に
、
重
田
の
問
題
関
心
と
方
法
論
、

そ
し
て
、
日
本
に
お
け
る
政
治
思
想
史
研
究
に
対
す
る

強
い
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
に
焦

点
を
当
て
て
論
じ
て
き
た
。
ほ
と
ん
ど
の
紙
幅
を
問
題

関
心
と
方
法
論
に
割
い
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
本
書
第

二
章
以
降
の
各
論
の
意
義
が
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
以
降
は
、
社
会
契
約
論
に
み
ら
れ
る
近
代
的

な
個
人
主
義
、
自
由
観
と
、
連
帯
主
義
の
社
会
中
心
主

義
を
い
か
に
和
解
さ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
格
闘
が
、
準

契
約
、
社
会
保
険
、
労
働
災
害
に
お
け
る
リ
ス
ク
理
論
、

消
費
協
同
組
合
、
相
互
扶
助
組
織
と
い
っ
た
、
法
理
論
、

社
会
政
策
論
、
そ
し
て
社
会
運
動
論
の
文
脈
の
な
か

で
、
各
思
想
家
の
議
論
に
沿
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
依
拠
す
る
準
契
約
の
理

論
に
よ
れ
ば
、
社
会
が
人
に
先
立
ち
存
在
す
る
と
い
う

事
実
は
、
個
人
の
自
由
意
志
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
わ
け

で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
、
個
人
が
社
会
に
現
に
生
き
て

い
る
事
実
が
、
社
会
的
責
任
を
生
み
出
す
と
い
っ
た
論

理
を
可
能
に
す
る
。
個
人
の
自
由
な
合
意
に
よ
る
社
会

形
成
を
可
能
に
す
る
の
は
、
自
由
だ
と
し
た
ら
ど
の
よ

う
な
社
会
に
合
意
す
る
か
、
と
い
っ
た
仮
想
状
態
に
お

け
る
共
通
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
正
義
の
構
想
な
の
で
あ

る
。
ロ
ー
ル
ズ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
の
議
論
で
は
、
国

家
は
あ
く
ま
で
外
在
的
な
存
在
で
あ
り
、
承
認
さ
れ
た

合
意
を
人
々
が
守
る
よ
う
、
ル
ー
ル
に
権
威
を
与
え
る

こ
と
が
そ
の
役
割
と
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
論
じ
る
相
互
保
険
は
、

市
場
原
理
に
お
け
る
相
互
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自

分
と
他
者
と
の
立
場
を
交
換
し
た
想
像
が
、
非
対
称
な

関
係
へ
と
及
ん
で
い
く
よ
う
な
相
互
性
を
論
じ
る
。
他

者
の
視
点
か
ら
社
会
を
見
る
姿
勢
は
、
公
正
と
し
て
の

正
義
が
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
正
義

概
念
に
は
、
け
っ
し
て
単
純
な
互
換
関
係
で
は
な
い
相

互
性
が
示
唆
的
に
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も

国
家
は
、
人
び
と
の
間
の
異
な
り
が
承
認
さ
れ
た
上
で

の
相
互
性
が
よ
り
よ
く
実
現
さ
れ
、
そ
う
し
た
相
互
性

を
破
壊
し
な
い
公
正
な
経
済
活
動
、
正
当
価
格
を
維
持

す
る
た
め
の
監
督
者
と
し
て
、
要
請
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
連
帯
に
内
包
さ
れ
る
閉
鎖
性
や
排
他
性

を
克
服
し
、
持
て
る
者
こ
そ
社
会
に
負
債
を
抱
え
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
各
議
論
が
、
ロ
ー

ル
ズ
の
正
義
論
の
射
程
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
誘
っ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

国
家
と
個
人
の
関
係
に
収
斂
し
が
ち
で
あ
っ
た
政
治

思
想
史
研
究
を
い
っ
た
ん
離
れ
、
社
会
の
現
実
を
直
視

し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
わ
き
上
が
っ
て
く
る
は
ず
の
、

社
会
に
内
在
し
た
規
範
論
を
抽
出
す
る
こ
と
。
お
そ
ら

く
第
II
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
わ
た
し
た
ち
が
出
会
っ

た
こ
と
の
な
い
ロ
ー
ル
ズ
論
が
展
開
さ
れ
る
に
違
い
な
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い
。『

社
会
分
業
論
』
か
ら
始
ま
る
本
書
の
冒
険
は
、
一

見
す
る
と
労
働
す
る
者
た
ち
の
相
互
性
を
中
心
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、周
到
に
も
、

あ
ら
ゆ
る
個
人
を
包
み
込
む
可
能
性
の
あ
る
消
費
協
同

組
合
を
論
じ
た
ジ
ッ
ド
に
注
目
し
、
終
章
で
モ
ー
ス
の

『
贈
与
論
』
を
論
じ
る
こ
と
で
結
論
に
代
え
た
本
書
は
、

よ
り
遠
く
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る

の
だ
。
自
由
で
あ
り
な
が
ら
、
義
務
的
で
も
あ
る
贈
与

関
係
と
正
義
論
は
ど
こ
で
結
ば
れ
る
の
か
。

評
者
の
個
人
的
な
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
問
い

は
、
誰
か
に
依
存
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
者
と

し
て
生
ま
れ
、
も
っ
と
言
え
ば
、
生
命
を
誰
か
か
ら
与

え
ら
れ
た
こ
と
で
人
生
を
始
め
た
わ
た
し
た
ち
の
現
実

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
社
会
の
規
範
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
の

か
、
と
い
っ
た
問
い
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
あ

る
。第

II
部
で
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
重
田
に
よ
る
ロ
ー

ル
ズ
論
は
、
ど
の
よ
う
に
国
境
を
超
え
、
ま
た
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
諸
個
人
が
生
き
る
社
会
の
規
範
を
語
る

の
か
。
評
者
は
、
刺
激
的
な
一
つ
の
冒
険
を
終
え
た
ば

か
り
だ
か
、
も
う
す
で
に
次
の
冒
険
を
心
待
ち
に
し
て

い
る
。
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1
）
　

た
と
え
ば
、
福
祉
国
家
を
フ
ー
コ
ー
が
論

じ
る
近
代
的
統
治
の
特
徴
で
あ
る
「
規
格
化
」

norm
alisation

を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
で
、
他
者

排
除
に
結
び
つ
く
心
性
を
作
り
出
し
た
と
論
じ
る

［
金
田2000

：esp. 88― 93

］
を
参
照
。
金
田
に
よ

れ
ば
、
福
祉
国
家
に
お
け
る
「
規
格
に
そ
っ
て
自

己
性
を
形
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
ひ
と
び
と
に

と
っ
て
、
差
異
と
は
、
他
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
規
格
か
ら
逸
脱
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

証
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
己
と
他
者
と
の
差
異
は
、

た
ん
な
る
差
異
で
は
な
く
逸
脱
の
形
式
と
し
て
の

差
異
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
差
異
性
は
非
難
さ
れ
、

排
除
さ
れ
、
矯
正
さ
れ
、
治
療
さ
れ
、
処
罰
さ
れ

る
べ
き
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
」［ibid.: 93

］。

（
2
）
　

ヤ
ン
グ
は
、「
正
義
を
な
せ
と
い
う
義
務
が
発

生
す
る
の
は
、
ひ
と
び
と
の
間
で
あ
り
、
彼
女
・

か
れ
ら
を
つ
な
ぐ
社
会
プ
ロ
セ
ス
の
た
め
で
あ

る
」、
し
た
が
っ
て
、「
問
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に
よ
っ
て
は
、
正
義

の
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は
地
球
大
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っ
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る
と
い
う
主
張
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、
事
実
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基
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い
て
い
る

0
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0

0

0

0

0

0

。
つ
ま
り
、
国
境
を

問
わ
ず
世
界
の
ひ
と
び
と
を
つ
な
げ
て
い
る
構
造

的
な
社
会
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う

事
実
に
基
づ
い
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
論
じ
て
い
る
［Young 

2007: 159. 
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