
法
社
会
学
は
、
伝
統
的
法
解
釈
学
に
比
べ
る
と

」
大
変
「
若
い
学
問
」
で
あ
る
。

理
論
史
的
に
見
る
と
、
一
世
紀
前
後
の
歴
史
を

持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問

に
様
々
の
理
雷
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
時
間
的
経
過
の
持
っ
て
い
る
姦
は
大

き
い
。
単
純
に
短
い
と
は
言
え
な
い
一
世
紀
で
あ

る
0
 
一
方
、
愚
史
的
に
見
る
と
、
他
の
社
会
科

学
の
諸
分
野
と
同
様
長
い
前
史
を
持
っ
て
い
る
。

法
社
会
学
の
原
形
を
ど
こ
に
求
め
る
か
、
ま
た
、

ど
の
様
な
愚
を
電
要
視
す
る
か
に
つ
ぃ
て
は
考

え
方
の
違
い
も
あ
る
が
、
多
岐
多
様
の
思
祭
法

社
会
学
の
源
流
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
器
腔

無
い
0
 
九
だ
し
、
形
成
過
程
を
ど
の
様
に
分
類
す

る
か
の
視
点
は
人
に
ょ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ぱ
、

川
島
武
宜
編
集
『
法
社
会
詣
座
』
は
、
そ
れ
を

法
律
学
、
社
会
学
、
人
類
学
、
経
済
学
、
政
治

学
、
心
理
学
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
「
法
社
会
学
へ
L

と
整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
は
学
問
領
域
に
着
目
し

た
分
類
方
法
で
あ
る
。

此
の
よ
う
に
様
々
の
分
野
か
ら
形
成
さ
れ
た
法

.

【
社
会
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
を
異
に
す
る
の

^
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
社
会

学
の
本
流
あ
る
い
は
主
流
を
求
め
る
作
業
に
あ
ま

り
孫
は
無
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
諸
潮
流
の
特

色
と
、
あ
る
特
定
の
時
代
的
票
の
も
と
で
、
ど

の
様
な
潮
流
が
影
讐
力
を
持
っ
九
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
別
の
分
類
方
法

「
組
織
的
法
社
会
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。
興
味
深

い
区
分
法
で
あ
る
。
彼
が
挙
げ
て
い
る
多
彩
な
人

物
像
の
概
略
を
見
る
と
、
先
駆
者
に
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
モ
ン
テ
ス

キ
ユ
ー
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
、
ラ
イ
。
フ
ニ
ッ
ツ
、
フ
ィ

も
見
て
お
こ
う
。

社
会
学
者
ジ
,
ル

ジ
ユ
・
ギ
ユ
ル
ヴ
ィ

ツ
チ
は
、
著
書
『
法

社
会
学
』
の
な
か
で
、

法
社
会
学
の
形
成
に

寄
与
し
九
多
く
の
思

想
家
達
を
「
先
駆
者
」

と
「
創
始
者
」
と
に

区
分
し
、
前
者
に
ょ

る
も
の
を
「
自
然
発

生
的
法
社
会
学
L
、

後
者
に
ょ
る
も
の
を

ヒ
テ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
。
フ
ル
ー
ド
ン
、
ギ
ー
ル
ケ

メ
イ
ン
、
ス
ヘ
ン
サ
ー
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
等
が
該

当
す
る
。
伺
様
に
、
創
始
者
を
見
る
と
、
彼
は
、

そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
と
ア
メ
リ
カ
と
に
分
け
て
、

前
者
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
デ
ュ
ギ
ー
、
レ
ヴ
ィ
、

エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
、

、

リ
ユ
ウ
、
ウ
エ
ー
ハ

工

、

ユ

爰
者
に
ホ
ー
ム
ズ
、
カ
ー
ド
ー
、
ソ
ル
ウ
ェ
リ

ン
、
フ
ラ
ン
ク
等
を
考
え
て
い
る
。
彼
は
こ
の
他

に
も
テ
ィ
マ
ー
シ
ニ
フ
や
ジ
ン
ツ
ハ
イ
マ
ー
、
さ

ら
に
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
な
ど
に
も
言
及
し
て
い

る
が
、
こ
れ
以
上
例
尓
す
る
必
要
は
無
い
で
あ
ろ

う
0
 
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
分
析
鰻
も
あ
る
こ

と
を
確
認
す
れ
ぱ
十
分
で
あ
る
。

ギ
ユ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
れ
ら
の
先
駆
者
や
創

始
者
た
ち
の
理
築
、
「
法
社
会
学
は
社
会
学
の

一
部
門
」
と
見
る
彼
自
身
の
立
場
か
ら
分
析
す
る

と
と
も
に
、
彼
な
り
の
評
価
を
加
え
て
ぃ
る
。
そ

れ
ら
の
多
く
は
、
か
な
り
の
説
得
力
を
持
っ
て
ぃ

る
様
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
社
会
学
の
学
問
領
域

を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
で
*
操
あ
い
は
異
な

る
に
し
て
も
、
法
社
会
学
を
社
会
学
の
一
部
門
と

考
え
る
彼
の
立
場
に
は
、
疑
問
も
残
る
。
少
な
く

と
も
、
法
社
会
学
を
社
会
科
学
の
一
分
野
と
し
て

●■W^^
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確
立
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
か
ら
は
納
得
で
き
な
イ
ッ
チ
の
言
う
「
民
族
学
的
研
究
(
法
民
族
学
)
」

い
で
あ
ろ
う
。

と
は
、
「
先
駆
者
」
達
を
構
成
す
る
一
群
の
人
々

ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
立
場
の
評
価
は
別
に
し
て
を
総
称
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て

こ
こ
で
は
、
コ
ン
ト
と
ス
ペ
ン
サ
ー
と
に
つ
い
て
法
の
発
生
の
問
題
を
研
究
し
、
「
進
化
の
法
則
」

の
彼
の
分
析
と
評
価
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
の
発
見
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
重
要

コ
ン
ト
は
先
駆
者
に
も
創
始
者
に
も
名
を
つ
ら
で
あ
る
。

ね
て
い
な
い
。
「
社
会
学
の
祖
」
と
言
わ
れ
る
コ

そ
れ
と
い
う
の
も
十
九
世
紀
中
条
ら
二
十
世

ン
ト
の
此
の
様
な
取
り
扱
い
は
何
処
か
ら
出
て
く
紀
初
頭
ま
で
、
幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
大
き
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ギ
ユ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
詣
力
を
持
っ
た
進
化
論
あ
る
い
は
進
歩
・
発
展

コ
ン
ト
観
に
由
来
す
る
。
彼
は
コ
ン
ト
の
社
会
学
の
思
想
と
有
機
体
論
的
思
考
と
は
、
法
社
会
学
の

〔
社
会
学
的
実
証
主
義
〕
に
つ
い
て
、
「
コ
ン
ト
の
成
立
に
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
六
か
ら
で
あ
る
。

立
場
は
、
か
れ
が
社
会
発
展
の
一
般
法
則
の
研
究
当
時
、
進
化
論
的
思
考
と
有
機
体
論
的
思
考
と

に
専
念
し
、
社
会
学
の
特
殊
部
門
を
除
外
し
た
か
は
、
社
会
科
学
諸
部
門
成
立
の
愚
的
士
壌
を
形

ら
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
、
か
れ
が
全
然
現
成
し
て
い
た
と
盲
っ
て
ょ
い
し
、
し
か
も
今
日
ま

実
的
な
も
の
と
み
と
め
よ
う
と
し
な
か
っ
九
法
に
で
何
ら
か
の
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
傑

対
す
る
敵
意
の
ゆ
え
に
も
、
法
社
会
学
の
可
能
性
で
注
目
す
べ
き
思
墾
あ
る
。

を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
み
な
し
、
法
社
と
こ
ろ
で
、
法
社
会
学
、
法
社
会
学
的
裂

会
学
形
成
者
の
需
か
ら
は
外
し
て
い
る
。
こ
れ
(
理
論
)
、
あ
る
い
は
「
法
と
社
会
」
の
研
究
な
ど

」
に
対
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ぱ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
研
究

「
法
律
の
分
野
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
民
族
学
的
と
暴
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
需
は
異
な
る
。

研
究
に
刺
激
を
あ
た
え
た
の
は
、
生
物
学
的
有
機
し
か
し
、
呼
び
名
は
ど
ぅ
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
研

体
論
で
あ
る
し
と
評
価
し
て
い
る
有
機
舗
の
系
究
と
学
問
的
成
果
と
が
実
際
器
縛
力
を
発
揮
し

代
な
ど
時
代
の
転
換
朔
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
法
社
会
学
は
系
期
の
学
問
、
す
な
わ
ち
極

め
て
実
践
的
要
素
に
満
ち
た
学
問
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。

法
社
会
学
を
社
会
的
激
動
期
の
学
問
で
あ
る
と

見
る
考
え
方
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法

社
会
学
の
成
立
史
を
見
る
場
貪
こ
の
要
素
へ
の

器
は
重
要
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
独
断
的
で
あ
る

が
、
法
社
会
学
の
成
立
過
程
を
、
何
ら
か
の
方
法

で
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ぱ
1
法
社
会
学
は
、
法
哲

学
な
ど
と
同
様
、
本
質
的
に
変
革
期
の
学
問
で
あ

り
、
時
代
の
転
換
期
に
際
し
て
、
常
に
新
し
い
装

い
を
も
っ
て
驫
す
る
創
造
的
学
問
で
あ
る
・
と

見
る
視
点
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
誉
視
点
に
立
っ
て
、
目
下
、
ダ
ー
ウ
ィ

ン
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
ス
ヘ
ン
サ
ー
に
注
目

し
て
法
社
会
学
器
の
形
成
過
程
の
分
析
を
試
み

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
器
史

へ
の
入
口
」
の
ひ
と
つ
は
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。

(
大
学
法
学
部
助
教
授
)
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、
私
の
な
か
に
山
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ギ
ユ
ル
ヴ
九
の
は
、

-129-

.^"^■暫^1舮^^.^.^.^

、ー^1舮.^,"^,^^■Ⅱ^MN.^

^

"^

,コ

る

i

^●^^開^.^.^E舮.^帥^■^^●■..^.舮^



^
私
の
研
究
分
野
は
十
七
世
紀
英
詩
で
あ
る
。
と

」
い
っ
て
も
、
研
究
者
と
し
て
は
ま
だ
駆
け
出
し

で
、
自
分
の
研
究
に
つ
い
て
語
る
な
ど
お
こ
が
ま

し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
い
や
む
し
ろ
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
し

ぱ
し
ば
自
分
自
身
に
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
ー

ど
ぅ
し
て
私
は
十
七
世
紀
英
詩
な
ど
を
読
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

先
日
、
某
雑
誌
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
ら
、
丸

山
真
男
氏
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
私
の
目
に
と
ま

つ
た
。
古
典
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身

を
現
代
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
隔
離
と
い

う
の
は
、
決
し
て
逃
避
で
は
な
く
、
積
極
的
な
努

力
で
あ
る
。
現
代
か
ら
自
分
自
身
を
意
識
的
に
隔

離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
現
代
の
全

体
像
を
距
酢
を
置
い
て
観
察
す
る
目
を
養
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
丸

山
氏
は
言
っ
て
お
ら
れ
九
の
だ
が
、
こ
の
文
章
を

読
ん
だ
時
、
我
が
意
を
得
九
り
、
と
私
は
膝
を
叩

い
た
。
こ
の
「
古
典
」
と
い
う
言
葉
を
「
十
七
世

紀
英
詩
」
と
置
き
換
え
て
み
れ
ぱ
ど
ぅ
で
あ
ろ
う

か
。
自
分
自
身
を
現
代
か
ら
隔
籬
す
る
と
い
う
点

に
関
し
て
は
、
十
七
世
紀
英
詩
を
読
む
と
い
う
行

為
も
ま
ん
ざ
ら
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
、
と
少
し

ば
か
り
胸
を
張
っ
て
言
え
そ
う
な
気
が
し
九
の
で

あ
る
。

事
実
、
十
七
世
紀
英
詩
を
読
ん
で
い
る
と
、
自

分
自
身
を
現
代
か
ら
隔
雛
す
る
と
い
う
作
業
が
積

極
的
な
努
力
を
要
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
痛
感
す
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
ニ
、

三
年
程
前
か
ら
、
私

は
ミ
ル
ト
ン
に
取
り

組
み
始
め
て
い
る

が
、
西
洋
文
化
の
伝

統
を
一
身
に
担
っ
九

こ
の
大
詩
人
を
読
ん

で
い
る
と
、
現
代
日

本
人
と
し
て
の
私
の

生
半
可
な
常
識
な
ど

木
端
微
塵
に
粉
砕
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
カ

ル
チ
ャ
ー
・
シ
"
ツ
ク
で
あ
り
、
同
時
に
、
屈
辱

で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
現
代
日
本
社
会
の

中
で
、
私
が
日
常
生
活
を
送
る
の
に
い
か
な
る
不

備
も
感
じ
る
こ
と
な
く
拠
り
か
か
っ
て
い
た
価
値

体
系
が
、
異
質
な
文
化
に
深
く
根
ざ
し
た
ミ
ル
ト

ン
の
よ
う
な
人
物
を
理
解
す
る
の
に
は
、
邪
魔
に

こ
そ
な
れ
役
に
立
つ
こ
と
な
ど
な
い
が
ら
く
た
同

然
の
代
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
苦
い
事
実
が
露

呈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
嬰
え
て
言
え
ば
、
粋
人

と
語
わ
れ
る
日
本
人
が
、
西
洋
を
訪
れ
て
、
蕎
麦

を
食
う
要
領
で
、
音
を
立
て
て
ス
ー
プ
を
畷
り
、

社
交
界
か
ら
爪
弾
き
に
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
0
 
こ
の
カ
ル
チ
ャ
ー
・
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立
ち
直

る
の
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
努
力
を
要
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
努
力
の
後
で
初
め
て
、
私
は
そ
の
研
究

対
象
の
中
に
何
ら
か
の
発
見
を
し
、
そ
の
発
見
を

足
場
に
、
何
故
私
の
常
襲
そ
の
問
題
に
通
用
し

な
か
っ
た
の
か
、
と
自
分
自
身
に
問
い
直
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
の
属
す
る
価
値
体
系
の
意
味
を

改
め
て
観
察
す
る
視
座
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

例
え
ぱ
、
咋
年
、
ミ
ル
ト
ン
の
作
品
に
現
れ
る

安
息
日
の
概
念
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
調
べ

る
機
会
を
持
っ
九
。
安
息
日
と
い
え
ば
い
わ
ゆ
る

日
曜
日
で
あ
る
。
ピ
ユ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
中
で
革

命
政
府
を
代
表
し
て
論
陣
を
張
っ
た
先
鋭
藷
客

で
も
あ
る
ミ
ル
ト
ン
が
、
ま
さ
に
そ
の
革
命
の
真

^舮一、^r^1,^■1,^暫^,肘^1,^叫舮・^1^^肘^.^,戸一.^^

私の研究

現化からの隔離

月勝博

-138-



つ
最
中
に
、
ど
う
し
て
日
曜
日
な
ど
と
い
う
問
題

,
に
拘
泥
す
る
の
か
、
全
く
不
可
解
だ
っ
た
の
で
あ

こ
の
問
題
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
日
曜
日
と

い
う
概
念
が
極
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
あ

り
、
近
代
西
洋
思
想
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
問

題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
ぃ
っ
た
。
安
息
日
は
旧
約
聖
書
の
モ

ー
セ
の
律
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン

が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
聖
書
に
書
か
れ
た
こ

の
法
が
、
普
遍
翌
理
を
表
す
自
然
法
(
あ
る
い

は
神
意
法
)
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
単
な
る

歴
史
的
笑
定
法
(
立
法
機
関
の
立
法
作
用
等
に
基

づ
い
て
成
立
す
る
人
為
法
)
で
あ
る
の
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
モ
ー
セ
の
律
法

を
実
定
法
と
解
釈
し
、
実
定
法
に
は
本
質
的
に
い

か
な
る
道
徳
的
抱
東
力
も
な
い
、
と
い
う
立
場
を

取
る
。
そ
し
て
、
彼
は
人
閻
の
自
然
状
態
を
あ
ら

」
ゆ
る
法
か
ら
の
解
放
状
態
と
規
定
し
、
実
定
法
を

人
閻
の
自
然
状
態
を
侵
犯
す
る
も
の
と
し
て
、
安

息
日
連
守
の
戒
律
本
上
蹴
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
興
味
深
い
の
は
、
人
閥
の
自
然
状
態
を
盾
に
し

て
現
実
社
会
の
実
定
法
を
批
判
す
る
と
い
う
ミ
ル

ト
ン
の
論
法
が
、
約
一
世
紀
後
、
ロ
マ
ン
派
運
動

に
大
き
な
影
纓
を
与
え
る
ル
ソ
ー
の
器
理
論
、

あ
る
い
は
、
ゴ
ド
ゥ
イ
ン
の
無
政
府
主
義
と
い
う

近
代
西
洋
民
主
主
義
の
形
成
に
甚
大
な
貢
献
を
果

た
す
社
会
思
想
の
バ
ラ
ダ
イ
ム
を
用
意
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
ま
た
、
道
徳
性
と
合
法
性
の
対
立
を

顕
在
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ミ
ル
ト
ン
は
近

代
西
洋
個
人
主
義
の
根
幹
を
成
す
カ
ン
ト
の
道
徳

哲
学
を
も
予
見
し
て
い
る
。

ど
ぅ
し
て
現
代
日
本
人
と
し
て
の
私
の
常
識
が

こ
の
問
題
に
関
し
て
い
か
な
る
洞
察
力
も
与
え
て

く
れ
な
か
っ
九
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
二
つ
考
え

ら
れ
る
。
一
つ
は
私
た
ち
の
西
洋
文
化
の
受
容
の

あ
り
方
に
内
在
す
る
問
題
で
あ
る
。
西
洋
文
化
に

お
け
る
日
曜
日
の
意
味
は
元
来
極
め
て
キ
リ
ス
ト

教
的
な
も
の
な
の
だ
が
、
近
代
産
業
社
会
の
発
展

に
伴
い
、
労
働
時
間
の
規
則
化
と
い
う
全
く
異
な

る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
日
本
文
化

に
お
け
る
日
曜
日
と
い
う
概
念
の
籾
出
例
は
八
五

九
年
に
潮
海
を
経
て
唐
か
ら
移
入
さ
れ
九
宣
明
歴

の
七
曜
と
い
う
歴
法
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は

今
日
の
日
曜
週
休
制
と
は
無
縁
で
あ
る
。
現
行
の

日
曜
週
休
制
が
日
本
社
会
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、

明
治
の
文
明
開
化
の
中
、
西
洋
社
会
に
倣
っ
て
、

一
八
七
四
年
に
日
曜
遡
休
製
官
庁
及
び
学
校
で

採
用
さ
れ
九
の
を
そ
の
噛
矢
と
す
る
。
私
九
ち
は

日
曜
日
を
表
す
フ
ラ
ン
驫
の
島
ヨ
台
今
Φ
の
ラ

テ
ン
張
が
「
主
の
日
」
を
意
味
す
る
と
い
う
事

実
の
背
後
に
あ
る
文
化
的
文
脈
を
看
過
し
た
ま

ま
、
日
曜
日
を
西
洋
産
業
社
会
の
既
成
の
制
度
と

し
て
の
み
受
容
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
私
九
ち

の
西
洋
文
化
の
理
解
は
今
な
お
皮
相
的
な
の
で
あ

る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
安
定
し
た
社
会
に
生
き

る
私
た
ち
の
瓢
の
限
界
で
あ
る
。
私
九
ち
の
常

識
に
従
え
ぱ
、
法
に
適
う
こ
と
こ
そ
憙
的
で
あ

る
こ
と
の
基
盤
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰
も
が
い
つ

も
そ
う
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

指
絞
抑
捺
を
拒
否
す
る
在
日
魏
人
に
と
っ
て

は
、
道
徳
性
と
合
法
性
は
相
反
す
る
概
念
で
あ
ろ

う
。
蒸
は
時
に
他
人
の
良
心
を
傷
つ
け
る
慧

的
暴
力
た
り
得
る
。
十
七
批
紀
壽
研
究
が
私
を

現
代
社
会
か
ら
隔
眺
し
、
常
勢
暴
力
を
検
関
し

得
る
歴
史
的
視
座
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
願
う
所
以
で
あ
る
。

(
大
学
文
学
部
助
手
)



ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
エ
イ
ム
ズ
と
一
言
え
ば
、
ア
メ
リ

力
文
学
史
上
、
最
初
の
偉
大
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

作
家
と
し
て
、
ま
た
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ

や
プ
ル
ー
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
二
十
世
紀
の
偉
大

な
心
理
小
説
延
先
鞭
を
つ
け
た
作
家
と
し
て
、
既

に
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
専
門
家
と
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
若
干

の
英
文
科
生
以
外
に
は
、
あ
ま
り
読
ま
れ
る
こ
と

が
な
い
。
こ
れ
は
不
思
議
で
あ
る
。
当
然
か
も
知

れ
な
い
、
と
頭
の
片
隅
で
思
い
つ
つ
も
、
な
お
か

つ
、
や
は
り
、
断
固
と
し
て
、
不
思
議
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
こ
の
コ
ラ
ム
を
お
借
り
し

て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
喧
伝
に
努
め
た
い
と
思
う
。

以
下
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
に
関
し
て
、
比
較
的
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
事
柄
、
い
わ
ぱ
ジ
エ
イ
ム
ジ
ア
ン
の

常
識
と
い
っ
た
も
の
を
書
き
つ
ら
ね
て
み
ょ
う
。

ヘ
ン
リ
ー
は
、
か
の
有
名
な
哲
学
者
兼
心
理
学

者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
弟
で
あ
る
。
ニ

人
の
著
作
は
良
く
比
較
さ
れ
、
ヘ
ン
リ
ー
の
小
説

は
哲
学
書
の
如
く
難
解
で
、
一
方
ウ
ィ
リ
ア
ム
の

哲
需
文
は
小
説
み
た
い
に
面
白
い
、
な
ど
と
評

さ
れ
る
。
彼
ら
の
父
親
は
、
ま
た
、
ス
エ
ー
デ
ン

ボ
ル
グ
に
心
酔
す
る
神
学
者
と
し
て
高
名
で
、
エ

マ
ー
ソ
ン
等
と
も
一
父
友
が
あ
っ
た
。
 
J
・
 
S
 
.
バ

ツ
ハ
の
家
系
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ジ
エ
イ
ム

ズ
家
は
、
一
種
の
天
才
一
家
で
あ
り
、
そ
の
せ
い

か
、
哀
れ
、
未
娘
ア
リ
ス
は
禦
症
に
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
。

裕
九
見
事
な
構
成
法
が

良
く
知
ら
れ
て
い

瓢
寸1

る
。
し
か
し
、
そ
の

田
よ
う
に
称
揚
さ
れ
る

植
一
方
、
郷
楡
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
の
が
、

ジ
エ
イ
ム
ズ
の
作
品

で
あ
る
。
例
え
ぱ
、

イ
.
フ
り
ン
.
ウ
ォ
ー

は
、
そ
の
作
中
人
物
に
、
「
ジ
ニ
イ
ム
ズ
を
何
冊

も
読
む
必
要
は
あ
ら
し
ま
せ
ん
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

小
説
は
、
全
部
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
ど
す
。
ア

メ
リ
カ
的
無
垢
と
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
的
世
間
ず
れ
ー

あ
れ
ば
っ
か
し
。
」
と
工
四
わ
し
め
、
ま
九
、
 
E

.

ジ
エ
イ
ム
ズ
の
小

説
と
一
言
え
ぱ
、
そ
の

緻
密
な
金
描
写
と

か
、
計
算
し
つ
く
し

M
 
.
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
一
言
わ
せ
る
と
、
ジ
エ
イ
ム

ズ
の
登
場
人
物
の
タ
イ
プ
は
、
ご
く
限
ら
れ
て
い

て
、
し
か
も
彼
ら
に
は
生
活
臭
な
ど
一
切
な
く
、

頭
だ
け
大
き
く
て
、
小
さ
な
足
を
し
た
、
古
代
工

ジ
プ
ト
の
壁
画
を
思
わ
せ
る
の
だ
そ
う
だ
。
は
た

ま
九
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ウ
ェ
ス
ト
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
だ
大
な
著
作
の
中
で
も
随
一
の
響
↓
ミ
山
や

ヘ
ミ
、
冬
ミ
を
評
し
て
、
あ
る
バ
ー
テ
ィ
ー
に
招

か
れ
て
、
や
っ
て
来
た
一
人
の
男
が
、
集
ま
っ
九

他
の
人
た
ち
の
誰
と
誰
が
浮
気
し
て
い
る
と
か
い

な
い
と
か
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
書

く
の
に
賀
し
た
以
上
の
知
力
を
傾
け
て
詮
索
す
る

の
だ
が
、
そ
れ
程
ま
で
に
し
て
詮
索
さ
れ
る
そ
の

人
九
ち
の
関
係
な
ど
、
読
者
に
と
っ
て
は
何
の
興

味
も
わ
か
ぬ
代
物
で
、
電
線
延
止
ま
っ
た
二
羽
の

す
ず
め
の
関
係
を
、
不
倫
だ
、
い
や
潔
口
だ
、
な

ど
と
云
々
す
る
の
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も

の
だ
、
と
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
を
仰
し
ゃ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
『
聖
な
る
泉
』
は
、
あ
る
意
味

で
は
、
最
も
ジ
エ
イ
ム
ズ
的
な
小
説
な
の
で
あ

る
0

ジ
エ
イ
ム
ズ
の
風
采
に
関
し
て
は
、
多
数
の
写

真
が
あ
り
、
ま
た
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
.
バ
ー
ン
"
ジ
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ヨ
ー
ン
ズ
や
T
 
・
 
S
 
・
サ
ー
ジ
ャ
ン
ト
に
よ
る
肖

像
画
な
ど
も
残
っ
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も

多
い
だ
ろ
う
。
鷹
の
よ
う
な
目
を
し
た
、
禿
頭

の
、
恰
幅
の
よ
い
紳
士
と
い
う
の
が
、
私
の
ジ
エ

イ
ム
ズ
像
で
あ
る
。
有
り
体
に
言
え
ぱ
、
こ
わ
そ

う
な
お
じ
さ
ん
と
い
っ
た
所
か
。
(
も
っ
と
も
、
若

い
頃
は
、
な
か
な
か
の
美
男
子
で
あ
っ
九
。
)
こ

れ
と
関
係
が
あ
る
か
ど
ぅ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ

ん
な
工
。
ヒ
ソ
ー
ド
が
あ
る
0
 
あ
る
時
、
ゴ
ル
フ
コ

ー
ス
を
歩
い
て
い
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
偶
々
、
二
人

の
子
供
に
出
会
っ
九
。
心
優
し
い
ジ
エ
イ
ム
ズ

は
、
そ
の
子
ら
に
、
お
菓
子
で
も
買
い
な
さ
い
と

言
っ
て
、
小
銭
を
与
え
九
。
そ
こ
ま
で
は
良
か
っ

た
が
、
ど
ん
な
お
菓
子
を
買
う
べ
き
か
、
何
時
頃

食
べ
る
と
消
化
に
良
い
か
、
な
ど
、
そ
の
子
ら
に

向
か
っ
て
、
お
幾
の
長
広
舌
を
始
め
た
の
で
あ

つ
た
。
す
る
と
、
子
供
た
ち
は
、
突
然
泣
き
だ

し
、
も
ら
っ
た
小
銭
を
投
げ
出
し
て
、
走
っ
て
逃

げ
て
行
っ
九
と
言
う
。
こ
の
子
供
た
ち
が
、
一
体

何
に
お
び
え
て
逃
げ
だ
し
た
の
か
、
そ
れ
は
謎
に

つ
つ
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
い
、
つ
東
を
書
き
だ
す
と
全
く
切
り
が
な

い
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
人
と
作
品
に
関
す
る
資
料
は
、

だ
大
至
極
で
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
研
究
家
は
、
普
通
こ

れ
を
、
だ
大
地
獄
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
と
一
言
え
ば
、
何
と
い

つ
て
も
、
数
多
く
の
。
ハ
ロ
デ
ィ
ー
を
生
み
だ
し

た
、
あ
の
独
特
の
文
体
を
想
い
起
こ
さ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
一
祭
者
の
接
近
を
拒
み
、
は
た
ま

九
、
数
知
れ
ぬ
ジ
エ
イ
ム
ジ
ア
ン
の
命
を
奪
っ
て

き
た
、
あ
の
悪
名
高
い
後
期
の
文
体
で
あ
る
。
主

語
と
鴛
の
間
K
横
た
わ
る
、
笈
九
る
挿
入
句

の
雪
原
に
迷
い
込
ん
だ
ジ
エ
イ
ム
ジ
ア
ン
は
、
述

語
を
求
め
て
枋
律
し
、
や
が
て
は
力
尽
き
、
疲
労

凍
死
す
る
の
で
あ
っ
九
。
文
竜
だ
け
な
ら
ま
だ
し

も
、
挑
く
な
か
れ
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
、
話
す
時

つ
げ
ん

も
、
あ
の
文
体
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
迂
言
に
満

ち
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
会
話
編
き
こ
ま
れ
九
哀
れ

な
人
々
は
、
や
は
り
、
立
っ
九
ま
ま
疲
労
凍
死
し

た
と
い
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
 
E
 
・
ウ
ォ
ー
ル

ト
ン
の
伝
え
る
工
。
ヒ
ソ
ー
ド
が
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。
あ
る
時
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
、
通
り
す
が
り

の
人
に
道
を
尋
ね
た
の
だ
が
、
例
の
話
し
方
で
聞

く
も
の
だ
か
ら
、
一
向
に
埒
が
あ
か
な
い
。
,
昔

仂
ず
0
2
、
、
と
一
言
っ
て
は
、
新
た
に
長
々
と
不
必
要
な

フ
レ
ー
ズ
を
織
り
こ
ん
で
、
ま
だ
る
っ
こ
し
い
聞

,
1
ι
一
.
ι
=
ー
=
.
ー
=
1
冨
一
1
=
1
掌
ー
ユ
ー
ー
=
一
1
一
1
ー
=
!
一
1
一
1
=
ー
=
ー
=
ー
ー
●
〒
1
=
一
1
 
1
一
=
ー
=
ー
=
1
一
=
ー
=
ー
=
1
一
1
 
曳

き
方
を
続
け
た
も
の
だ
か
ら
、
聞
か
れ
九
方
は
、

た
ま
ら
ず
、
そ
の
場
で
人
事
不
省
に
陥
り
、
ウ
ォ

ー
ル
ト
ン
の
助
け
舟
で
、
よ
う
や
く
献
生
し
九
と

い
う
。
「
黒
い
犬
」
と
一
言
え
ぱ
す
む
所
を
、
*
m
0
ヨ
ゆ
・

子
一
品
ず
一
山
0
オ
,
m
0
ヨ
ゆ
一
三
=
偽
δ
m
己
弗
、
、
と
一
昌
っ
た

と
か
、
似
た
よ
う
な
逸
話
が
い
く
つ
も
あ
り
、
こ

れ
で
は
、
フ
ァ
ン
の
私
と
し
て
も
弁
滂
し
よ
う

が
な
い
。

,
、
一
三
m
ず
一
0
 
ル
一
n
亘
ゆ
印
{
ゆ
冬
{
曾
具
 
N
出
ル

{
山
ミ
を
0
ミ
m
1
、
、
こ
れ
が
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の

最
後
の
畢
だ
と
勇
れ
て
い
る
。
彼
は
、
臨
終

の
床
に
お
い
て
も
、
頭
韻
を
踏
む
こ
と
を
忘
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
未
曾
有
の
ス
タ
イ
リ
ス

ト
は
、
一
九
一
六
年
、
二
月
二
十
八
日
、
チ

ル

工

シ
ー
に
お
い
て
、
逝
去
し
九
。
享
年
七
十
二
歳
。

生
涯
、
独
身
で
あ
っ
九
。

(
女
子
大
学
研
究
助
手
)
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