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―

マ
ル
ク
ー
ゼ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
論
争
を
手
掛
か
り
に

橋
本

武
志

序
論

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理

と
資
本
主
義
の<

精
神>

』
を
書
き
上
げ
た
六
年
後
の
一
九
一
一
年
、

、

、

即
ち
明
治
四
四
年

日
本
で
は
技
術
の
引
き
起
こ
す
問
題
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「

、

要
す
る
に
た
だ
今
申
し
上
げ
た
二
つ
の
入
り
乱
れ
た
る
経
路

即
ち
出
来
る
だ
け
労
力
を
節
約
し
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
出
て

く
る
種
々
の
発
明
と
か
器
械
力
と
か
い
う
方
面
と
、
出
来
る
だ

け
気
儘
に
勢
力
を
費
し
た
い
と
い
う
娯
楽
の
方
面
、
こ
れ
が
経

と
な
り
緯
と
な
り
千
変
万
化
錯
綜
し
て
現
今
の
よ
う
に
混
乱
し

た
開
化
と
い
う
不
可
思
議
な
現
象
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
そ
う
い
う
も
の
を
開
化
と
す
る
と
、
こ
こ
に
一
種
妙
な

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
ち
ょ
っ
と
聞
く
と

可
笑
し
い
が
、
実
は
誰
し
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
象
が

起
こ
り
ま
す
。･

･
･

（
中
略
）･

･
･

古
来
何
千
年
の
労
力
と
歳

月
を
挙
げ
て
漸
く
の
事
現
代
の
位
置
ま
で
進
ん
で
き
た
の
で
あ

る
か
ら
し
て
、
い
や
し
く
も
こ
の
二
種
類
の
活
力
が
上
代
か
ら

今
に
至
る
長
い
時
間
に
工
夫
し
得
た
結
果
と
し
て
昔
よ
り
も
生

活
が
楽
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
実
際
は
ど
う
か
？
打
明
け
て
申
せ
ば
御
互
の
生
活
は

甚
だ
苦
し
い
。
昔
の
人
に
対
し
て
一
歩
も
譲
ら
ざ
る
苦
痛
の
下
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に
生
活
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
が
御
互
に
あ
る
。
否
開
化

が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
競
争
が
益
々
劇
し
く
な
っ
て
生
活
は
い
よ

い
よ
困
難
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る

」
。

（
一
）

長
々
と
引
用
し
た
が
、
こ
れ
は
当
時
四
四
歳
の
夏
目
漱
石
が
、
和

歌
山
で
行
っ
た
講
演
『
現
代
日
本
の
開
化
』
の
一
節
で
あ
る
。
人
力

、

、

車
か
ら
自
動
車
へ

郵
便
か
ら
電
話
へ
と
新
た
な
技
術
が
開
発
さ
れ

生
活
が
楽
に
な
っ
た
か
と
思
い
き
や
、
今
度
は
そ
う
し
た
技
術
の
普

及
に
と
も
な
う
社
会
変
動
に
人
間
の
側
が
急
速
に
適
応
す
る
必
要
が

生
じ
、
ス
ピ
ー
ド
化
・
競
争
激
化
に
何
と
か
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
、

即
ち
生
活
す
る
こ
と
と
同
義
と
な
る
と
い
う
皮
肉
な
事
態
、
こ
れ
を

漱
石
は
「
妙
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
逆
説

は
、
こ
の
講
演
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
、
は
や
一
世
紀
が
経
過
し
よ

う
と
い
う
の
に
、
食
い
止
め
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
激
し
さ
と
速
度
を

増
し
て
い
ま
な
お
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
使
用
者
の
意
図
と
は
も
は
や

無
関
係
と
も
思
え
る
ほ
ど
に
高
機
能
化
し
続
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術

や
、
倫
理
問
題
の
惹
起
を
歯
牙
に
も
か
け
ぬ
か
の
よ
う
に
進
ん
で
ゆ

く
生
殖
技
術
・
細
胞
研
究
な
ど
、
そ
の
事
例
に
は
事
欠
か
な
い
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
価
値
合
理
性
が
目
的
合
理
性

に
そ
の
立
脚
地
を
浸
食
さ
れ
、
ま
た
目
的
合
理
性
、
あ
る
い
は
そ
の

通
俗
的
形
態
と
し
て
の
「
効
率
性
・
利
便
性
」
を
錦
の
御
旗
と
し
て

浸
透
し
て
き
た
広
い
意
味
で
の
技
術
に
よ
っ
て
、
日
常
の
労
苦
が
大

幅
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皮
肉
に
も
か
え
っ
て
新

た
な
る
別
種
の
労
苦
が
産
み
出
さ
れ
る
と
い
う
構
造
は
、
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
、
は
や
く
も
百
年
前
か
ら
目
立
っ
た
現
象
と
な
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

し
か
も
現
代
で
は
、
新
技
術
の
開
発
の
ス
ピ
ー
ド
は
加
速
度
的
に

増
し
て
お
り
、
驚
い
て
い
る
ひ
ま
も
な
く
、
そ
れ
が
一
般
化
す
る
速

度
も
速
い
。
い
や
、
一
般
に
普
及
す
る
前
に
、
新
た
な
モ
デ
ル
が
市

場
に
出
回
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
ま
れ
で
は
な
い
。

そ
の
う
え
、
こ
う
し
て
次
々
に
登
場
す
る
新
技
術
の
存
在
が
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
に
前
提
さ
れ
た
う
え
で
、
各
人
の
仕
事
の
速
度
や
質
が

算
定
さ
れ
、
変
化
に
対
応
し
て
人
間
側
の
「
ス
キ
ル
」
を
一
生
涯
磨

き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
か
ま
び
す
し
く
喧
伝
さ

れ
て
い
る
。
適
応
不
全
が
す
な
わ
ち
生
存
競
争
か
ら
の
脱
落
を
意
味

、

。

す
る
と
い
う
排
除
の
構
造
す
ら

で
き
あ
が
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る

技
術
革
新
に
単
に
「
追
い
着
く
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
時
間
的
・

精
神
的
に
相
当
な
労
力
を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば

「
追
い
越

、
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す
」
な
ど
と
い
う
目
標
を
掲
げ
る
企
業
の
開
発
競
争
は
、
消
耗
戦
を

強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
要
不
要
を
問
わ
ず
矢
継
早

に
開
発
さ
れ
た
新
技
術
が
、
今
度
は
使
用
者
側
を
消
耗
さ
せ
る
と
い

う
悪
循
環
も
形
成
さ
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
慨
嘆
を
、
一
種
の
「
技
術
恐
怖
症

、
な
い
し
は

「
反
近
代
主
義
」
と
嘲
笑
す
る
向

(tech
n
oph

obia)

」

、

き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
周
囲
と
合
わ
さ
ず
に
「
敢
え
て
つ
い
て
ゆ
か

な
い
」
と
い
う
選
択
肢
を
選
び
取
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
労
働
環

境
か
ら
の
排
除
や
、
ひ
い
て
は
生
存
競
争
か
ら
の
脱
落
さ
え
も
帰
結

し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
現
実
に
は
選
択
不
可
能
で
あ

る
。
現
代
人
が
、
科
学
技
術
の
恩
恵
を
か
く
も
多
大
に
受
け
な
が
ら

も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
圧
迫
な
い
し
は
不
自
由
を
覚
え
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
科
学
技
術
の
有
す
る
こ
う
し
た
不、

可
逆
に
発
展
す
る
全
面
的
・
自
律
的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
で
あ
ろ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

う
。こ

の
よ
う
な
問
題
は
、
一
九
三
○
年
頃
か
ら
盛
ん
に
指
摘
さ
れ
は

じ
め
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
エ
リ
ュ
ー
ル
や
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
よ
っ
て
西
洋
の
一
種
の
宿
命
と
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
九
六

○
年
代
に
は
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

ー
バ
ー
批
判
の
形
で
技
術
文
明
批
判
を
行
い
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
こ

れ
に
応
酬
す
る
、
と
い
う
事
態
が
現
出
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
科
学
技
術
の
全
面
的
支
配
力
な
い
し
は
自

律
性
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
と
い
う
仕
方
で
考
察
し
た
マ
ル
ク
ー

ゼ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
一
九
六
○
年
～
七
○
年
に
か
け
て
の
技
術
論

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
両
者
は
、
科
学
技
術
を
支
配
の
「
正
統
化
の

問
題
」
と
し
て
、
社
会
哲
学
・
政
治
哲
学
的
側
面
か
ら
把
握
す
る
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
技
術
の
哲
学
的
考
察
に
新
局
面
を
開

い
た
。
こ
の
潮
流
は
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
を
は
じ
め

と
す
る
現
代
の
技
術
哲
学
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
石
と
な
っ
て
い

（
二
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
か
ら
更
に
四
○
年
が
経
過
し
、
社
会
状
況
そ

の
も
の
も
、
両
者
の
議
論
も
、
と
も
に
さ
ら
な
る
変
化
・
発
展
を
遂

げ
て
高
度
に
複
雑
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ま
一
度
、
原
点
に

立
ち
返
っ
て
、
こ
う
し
た
議
論
を
整
理
し
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
科
学
技
術

が
自
律
的
発
展
や
全
面
的
支
配
の
刻
印
を
帯
び
る
の
は
な
ぜ
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第
一
章

マ
ル
ク
ー
ゼ
の
技
術
批
判

一
‐
一

マ
ル
ク
ー
ゼ
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
批
判

産
業
技
術
社
会
に
お
い
て
働
い
て
い
る
、
近
代
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
関
す
る
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
主
張
を
、
端
的
に
表
わ
す
叙
述
を
一
九
六

四
年
の
『
一
次
元
的
人
間
』
の
な
か
に
見
て
み
よ
う
。

「
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
と
関
係
か
ら
な
る
技
術
的
全
体

人

―

間
の
技
術
的
利
用
を
も
含
ん
だ
全
体

が
成
長
す
る
な
か

―

で
社
会
は
再
生
産
さ
れ
た
。
言
い
方
を
か
え
れ
ば
、
生
存
競
争

お
よ
び
人
間
と
自
然
の
搾
取
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
科
学
的
で
合

理
的
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る

「
合
理
化
」
の
も
つ
二
重

。

の
意
味

は
、
こ

(dou
ble

m
ean

in
g
of
"ration

alization
")

う
し
た
文
脈
の
な
か
で
、
重
要
な
も
の
と
な
る
。
科
学
的
労
働

管
理
と
科
学
的
労
働
分
業
は
、
経
済
事
業
、
政
治
事
業
、
文
化

事
業
の
生
産
性
を
大
幅
に
拡
張
し
た
。
そ
の
結
果
、
生
活
水
準

は
よ
り
高
く
な
っ
た
。
同
時
に
、
こ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
り
、

こ
う
し
た
合
理
的
事
業
は
、
事
業
そ
の
も
の
が
有
す
る

も
破

壊
的
で
圧
迫
的
な
特
性
で
さ
え
も
正
当
化
し
、
免
罪
す
る
よ
う

な
精
神
と
行
動
の
あ
る
パ
タ
ー
ン
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
・
技
術
的
な
合
理
性
と
操
作
性
は
と
も
に
あ
い
ま
っ

て
、
社
会
支
配
の
新
し
い
形
態
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
る

」
。

（
三
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
合
理
化
の
も
つ
二
重
の
意
味
」
と
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
用
語
を
用
い
て
言
い
換
え
れ
ば
、
目
的
合
理
性
が
価

値
合
理
性
を
駆
逐
し
、
伝
統
的
社
会
が
衰
退
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
の

な
か
で
、
目
的
合
理
性
に
も
と
づ
く
技
術
的
管
理
に
よ
っ
て
生
産
性

が
向
上
す
る
反
面
、
同
じ
目
的
合
理
性
の
追
求
が
人
間
性
を
抑
圧
す

る
役
割
を
果
た
し
、
結
果
的
に
科
学
技
術
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

支
配
権
を
ふ
る
う
と
い
う
二
面
性
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
六
四
年
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
生
誕
一
〇
〇
年
を
記
念
し
た
第
一
五

回
ド
イ
ツ
社
会
学
会
で
発
表
さ
れ
、
物
議
を
醸
し
た
論
文
『
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
に
お
け
る
産
業
化
と
資
本
主
義
』
は
、
こ

(form
ale

の
二
面
性
を
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
形
式
的
合
理
性

」
と
「
実
質
的
合
理
性

」

R
ation

alität)
(m
ateriale

R
ation

alität)
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
辛
辣
に
批

判
し
て
い
る
。

（
四
）

周
知
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
社
会
に
於
け
る
合
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理
化

は
、
技
術
的
に
卓
越
し
た
官
僚
的
支

(R
ation

alisieru
n
g)

配
に
収
束
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
分
析
の
際
、
ヴ
ェ
ー
バ

ー
は
「
価
値
自
由

」
の
理
念
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら

(W
ertfreih

eit)

ぬ
こ
と
を
明
言
し
、
価
値
的
な
歪
曲
を
と
も
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
条
件
を
課
し
た
。

、

「

、

と
こ
ろ
が

マ
ル
ク
ー
ゼ
は

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
資
本
主
義
分
析
は

形
式
的
合
理
性
の
「
純
粋
な
」
諸
定
義
の
な
か
に
、
資
本
主
義
に
特

有
の
価
値
設
定
を
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
価

値
か
ら
十
分
に
自
由
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と
述
べ
て
い

（
五
）

る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
合
理
性
の
な
か
に
、
資
本
主
義
に
特
有
の

「
実
質
的
な
」
価
値
観
が
侵
入
し
て
お
り
、
形
式
性
が
充
分
に
保
障

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か

高
度
産
業
社
会
に
お
い
て

合
理
性
は
実
証
的
・

、

、

計
算
的
な
「
技
術
的
理
性

」
と
い
う
形
(tech

n
isch

e
V
ern

u
n
ft)

態
を
と
る
が
、
す
で
に
こ
の
理
性
自
体
が
「
隷
属
を
再
生
産
す
る
」

（
六
）

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
理
性
そ
の
も
の
が
、
あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
働
い
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
し
か
も
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

、

、

は

中
立
性
の
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
に
そ
の
真
の
姿
を
見
せ
ず

ゆ
え
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
も
た
ら
さ
ぬ
ま
ま
に
、
あ

る
種
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
成
り
果
て
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
言

う
の
で
あ
る
。

「
技
術
的
理
性
と
い
う
概
念
は
お
そ
ら
く
そ
れ
自
体
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。
技
術
的
理
性
の
適
用
で
は
な
く
、
す
で

（

）

、

、

に
技
術
が

自
然
と
人
間
に
対
す
る

支
配
で
あ
り

方
法
的

科
学
的
、
算
定
的
、
打
算
的
な
支
配
な
の
で
あ
る

」
。

（
七
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
こ
の
考
え
方
は
、
も
ち
ろ

ん
、
初
期
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
全
体
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は

「
道
具
的
理
性
」
を
更
に
進
め
て
「
技
術
的

、

理
性
」
と
呼
び
か
え
、
技
術
の
な
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
入
り
込

ん
で
い
る
こ
と
を
、
再
三
再
四
力
説
す
る
。

ま
た
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
合
理
性
の
な
か
に
見
て

取
っ
た
非
合
理
的
側
面
を
強
調
し
、
こ
れ
を
と
り
わ
け
て
技
術
の
な

か
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「

、

、

こ
の
社
会
に
あ
っ
て
は

非
合
理
的
な
も
の
よ
り
も
む
し
ろ

合
理
的
な
も
の
が
神
秘
化
作
用

の

も
有

(m
ystification

)

効
な
用
具
と
な
っ
て
い
る

」
。

（
八
）
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こ
の
「
神
秘
化
作
用
」
な
る
も
の
を
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
次
の
よ
う

な
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
描
写
で
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。

「

、

、

、

今
日

神
秘
化
的
諸
要
素
は
統
御
さ
れ
て

生
産
的
な
広
告

宣
伝
、
政
策
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
呪
術
、
魔
法
、
エ
ク
ス
タ

シ
ー
的
帰
依
な
ど
は
、
家
庭
や
店
や
事
務
所
の
日
常
的
ル
ー
テ

ィ
ン
の
な
か
で
実
行
さ
れ
、
合
理
的
な
機
能
が
全
体
の
非
合
理

性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
。

例
え
ば
、
相
互
殺
戮
と
い
う
心
痛
む
問
題
へ
の
科
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ

殺
害
度
の
計
算
、
放
射
性
降
下
物
の
広
が
り
の

―

測
定
、
異
常
な
状
況
の
持
続
性
の
実
験

は
、
そ
れ
が
こ

―

の
狂
気
を
受
け
入
れ
る
行
動
を
促
進
（
さ
ら
に
は
要
求
さ
え
）

す
る
程
度
に
ま
で
神
秘
化
的
に
作
用
す
る

」
。

（
九
）

「

」

、

脱
魔
術
化

さ
れ
た
は
ず
の
近
代
社
会
に

(E
n
tzau

beru
n
g)

科
学
的
産
業
化
に
よ
っ
て
大
規
模
に
、
ふ
た
た
び
合
理
的
再
魔
術
化

が
施
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
な
に
ゆ
え
に
と
り
わ
け
て
「
科
学
技
術
」
が
、
こ
う
し
た

再
魔
術
化
を
ほ
ど
こ
す
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
？

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
人
間
の
不
自
由

(th
e
great

ration
alization

of
th
e

の
大
き
な
合
理
化

、

、

u
n
freedom

of
m
an
)

を
も
準
備
し

自
律
的
で
あ
る
こ
と

自
分
の
生
活
を
自
己
決
定
す
る
こ
と
の
「
技
術
的
」
不
可
能
性

を
証
明
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
不
自
由
は
、
非
合
理
的
な

も
の
と
し
て
も
政
治
的
な
も
の
と
し
て
も
現
わ
れ
ず
、
む
し
ろ

暮
し
易
さ
を
増
や
し
、
労
働
生
産
性
を
高
め
る
技
術
的
機
構
に

服
従
す
る
こ
と
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
合
理
性
は
、
支
配
の
正
統
性

を
消
し
去
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
保
護
す
る
こ
と

(legitim
acy)

に
な
る

」
。

（
一
〇
）

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
生
活
水
準
や
快
適
さ
は

全
般
に
向
上
し
て
い
る
の
で
、
大
き
な
不
満
が
顕
在
化
す
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
労
働
生
産
力
の
管
理
主
義
的
効
率
化
と
い
う

大
目
的
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
個
々
人
の
自
己
決
定
と
い
う

意
味
で
の
自
由
は
縮
小
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
被
抑
圧
的
不
自
由

感
を
抱
え
つ
つ
も
、
ぬ
る
ま
湯
に
浸
っ
た
よ
う
な
快
適
さ
を
追
認
せ
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ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
構
造
が
で
き
あ
が
り
、
こ
の
構
造
が
自
動
的

に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
支
配
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
組

織
的
な
「
不
自
由
の
合
理
化
」
が
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
亡
命
先
の
ア
メ

リ
カ
で
見
た

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
こ
の
ち
ょ
う
ど

―

六
〇
年
前
に
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
で
見
た
は
ず
の
風
景
か
ら
さ
ら
に

進
行
し
た

産
業
社
会
の
姿
で
あ
る
。

―一
‐
二

マ
ル
ク
ー
ゼ
理
論
の
弱
点

こ
こ
で
我
々
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
技
術
文
明
批
判
が
、
あ
る
種
の

矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は

「
技
術
的
理
性
」
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
で
あ
る
。

、

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
一
方
で
、
技
術
的
理
性
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
断
罪
し
、
技
術
そ
の
も
の
が
支
配
で
あ
る
、
と
ま
で
言
い
切
り
な

(
der

が
ら
も
、
他
方
で
「
技
術
的
理
性
の
完
成

V
ollendung

、
、

tech
n
isch

en
V
ern

u
n
ft)

(
der

は
、
人
間
の
解
放

B
efreiung

、
、

の
道
具
と
な
り
得
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

M
en
sch

en
)

（
一
一
）

む
ろ
ん

こ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い

例
え
ば

宗

、

。

、「

教
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
宗
教
内
部
に
、
な

ん
ら
か
の
人
間
解
放
の
道
具
立
て
の
根
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
内

部
矛
盾
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
は
、
技
術
的

理
性
の
「
完
成
」
と
い
う
事
柄
の
内
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
が
問
題
の
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
批
判
の
末
尾
に

置
か
れ
て
い
る
。

「
技
術
的
理
性
は
そ
の
つ
ど
支
配
的
な
社
会
的
理
性
で
あ
る
。

技
術
的
理
性
は
、
そ
の
構
造
自
体
の
う
ち
に
お
い
て
変
化
し
得

る
。
技
術
的
理
性
は
技
術
的
理
性
と
し
て
、
解
放
の
技
術
と
な

り
得
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
技
術
自
体
の
う
ち
に。

」

内
在
す
る
こ
う
し
た
可
能
性
を
認
識
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

一
二
）

こ
こ
で
は
も
は
や
、
技
術
的
理
性
の
完
成
ど
こ
ろ
か
、
技
術
そ
の

も
の
の
内
部
に
、
解
放
の
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

技
術
的
理
性
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
技
術
は
人
間
へ
の
支
配
で

あ
る
。
と
同
時
に
、
技
術
的
理
性
は
社
会
的
理
性
で
も
あ
り
変
容
し

、
、
、
、
、

得
る
ゆ
え
、
技
術
的
理
性
、
い
や
技
術
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
解
放

へ
の
可
能
性
が
内
在
し
て
い
る･

･
･

。
こ
の
や
や
混
乱
し
た
議
論
は
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(der
R
etten

de)
あ
た
か
も
、
技
術
の
本
質
の
う
ち
に
救
う
も
の

の
生
い
立
ち
の
萌
芽
を
見
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
、
資
本
主
義
社
会
の
完

成
の
果
て
に
、
救
済
の
可
能
性
を
見
る
マ
ル
ク
ス
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム

の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
印
象
批
評
は
さ
て
措
き
、
好
意
的
に

解
釈
す
れ
ば
、
技
術
は
社
会
的
・
政
治
的
な
ひ
と
つ
の
「
企
投

」
で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
技

(project)

術
は
そ
の
つ
ど
の
社
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
非
中
立
的
だ
が
、
道
具
的
で

あ
る
こ
と
ま
で
は
否
定
さ
れ
ず
、
別
の
社
会
的
文
脈
の
な
か
で
は
抑

圧
か
ら
の
解
放
の
道
具
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
解
釈
し
て
も
、
次
の
疑
問
は
残
る
。
そ
の
場
合
、

解
放
の
道
具
と
な
る
よ
う
な
技
術
と
は
、
既
存
社
会
を
構
成
し
て
い

る
技
術
と
同
じ
も
の
な
の
か
？
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
技
術
そ
の
も
の

が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
、
矛
盾
を
き
た
さ
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
？

「
産
業
社
会
の

も
進
ん
だ
領
域
は
、
終
始
次
の
二
つ
の
特
徴

を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
合
理
性

の
完
成
へ
と
向
か
う
傾
向
、
お

(tech
n
ological

ration
ality)

よ
び
、
こ
の
傾
向
を
既
成
制
度
の
枠
内
に
収
め
よ
う
と
す
る
強

度
の
諸
努
力

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の

(in
ten
sive

efforts)

文
明
の
内
的
な
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
合
理
性
に
お
け
る
非

合
理
的
要
素
が
あ
る

」
。

（
一
三
）

マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
合
理
性
の
「
完
成
」
を
既
成
制
度
の
枠
内
に
収

、

。

め
よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に

非
合
理
性
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る

こ
れ
は
、
制
度
の
枠
内
に
あ
る
技
術
は
「
未
完
成
」
で
あ
る
が
、
制

度
を
打
ち
破
る
よ
う
な
技
術
は
「
完
成
」
し
た
技
術
で
あ
り
、
こ
れ

が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
合
理
性
の
完
成
だ
と
述
べ
て
い
る
に
等
し

い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
刃
は
、

マ
ル
ク
ー
ゼ
自
身
を
両
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
マ
ル
ク
ー
ゼ

も
ま
た
、
合
理
性
の
概
念
の
う
ち
に

「
既
成
制
度
批
判
的
で
あ
る

、

」

、

。

べ
し

と
い
う
実
質
的
価
値
判
断
を

読
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る

む
ろ
ん
「
批
判
理
論
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
既
成
制
度
批
判
的
で
あ
る
こ
と
が
、

な
に
ゆ
え
に
一
つ
の
価
値
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
肝
心
の
根

、

。

、

、

拠
は

述
べ
ら
れ
て
い
な
い

こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
一
つ
の
主
張
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ひ
と
つ
の
断
言
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(th
e
ration

ality
さ
ら
に
マ
ル
ク
ー
ゼ
は

芸
術
の
も
つ
合
理
性

「

」
や
「
エ
ロ
ス
的
解
放
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
標
傍
し
は
す

of
art) （

一
四
）

（
一
五
）

る
も
の
の
、
技
術
的
理
性
の
完
成
が
如
何
に
し
て
芸
術
の
も
つ
合
理

性
に
転
化
す
る
の
か
、
そ
の
論
理
を
、
全
く
語
っ
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。

（
一
六
）

マ
ル
ク
ー
ゼ
に
お
い
て
不
明
瞭
で
あ
っ
た
こ
の
点
を
、
よ
り
詳
細

。

に
考
察
し
た
の
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
で
あ
っ
た

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
受
容
と

第
二
章

そ
の
批
判

二
‐
一

二
つ
の
合
理
化
概
念

マ
ル
ク
ー
ゼ
の
古
希
記
念
論
文
集
に
寄
せ
ら
れ
た
論
文
「

イ
デ

〈

オ
ロ
ギ
ー
〉
と
し
て
の
技
術
と
科
学
」
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

は
、
我
々
が
第
一
章
冒
頭
で
引
用
し
た
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
問
題
提
起
に

対
す
る
、
い
わ
ば
返
歌
を
送
っ
て
い
る
。

「
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
合
理
化
の
二
つ
の
概
念
が
区
別
さ
れ
ね

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
し
た
背
景
に
基
づ
い
て
明

ら
か
と
な
る
。
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
水
準
で

は
、
科
学
・
技
術
的
な
進
歩
は
社
会
制
度
と
そ
の
部
分
領
域
の

再
組
織
化
を
す
で
に
強
制
し
、
そ
れ
ら
を
い
よ
い
よ
大
き
な
度

合
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
。
だ
が
、
生
産
諸
力
の

発
展
の
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
、
解
放
の
一
つ
の
潜
在
力
に
な

り
得
る
の
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
も
う
一
つ
の
別
の
水
準
の
合

理
化
を
代
替
し
な
い
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
。
制
度
的
枠
組
み

、
、
、
、
、
、

の
水
準
で
の
合
理
化
は
、
言
語
的
に
媒
介
さ
れ
た
相
互
行
為
自

、
、
、
、
、
、
、
、

体
と
い
う
媒
体
に
於
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

、
、
、
、
、
、
、

ョ
ン
の
制
限
解
除
を
通
じ
て
の
み
、
成
し
遂
げ
ら
れ
得
る

」
。

、
、
、
、
、
、
、

（
一
七
）

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
が
共
有
し
て

い
た
、
そ
し
て
「
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
」
合
理
化

の
「
二
義
性

」
を
、
そ
し
て
「
合
理
化
の
二

(Z
w
eideu

tigkeit

）（
一
八
）

重
の
意
味
」
と
い
う
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
概
念
を
受
容
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
合
理
化
の
「
二
重
の
意
味
」
と
し
て
で
は
な

く
、
二
つ
の
別
々
の
水
準
の
合
理
化
と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
「
技
術
的
に
設
計
さ

れ
規
則
づ
け
ら
れ
た
諸
シ
ス
テ
ム
と
産
業
社
会
の
シ
ス
テ
ム
と
の
一

種
の
融
合
を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
社
会
は
大
規
模
な

技
術
的
装
置
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
マ

（
一
九
）

ル
ク
ー
ゼ
は
、
合
理
化
の
二
つ
の
側
面
を
見
て
取
り
な
が
ら
も
、
結

局
は
、
現
に
あ
る
技
術
文
明
全
体
を
、
敢
え
て｢

一
次
元
的｣

に
分
析

す
る
と
い
う
失
敗
を
犯
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
い
ま

現
に
存
在
す
る
よ
う
な
技
術
と
は
別
の
選
択
肢
が
存
在
す
る
こ
と
を

暗
示
し
、
技
術
が
別
様
に
発
展
し
う
る
経
路
が
在
り
得
る
こ
と
を
強

調
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
別
の
合
理
性
に
期
待
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
解
決
を
模
索
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
は
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人
間
学
を
援
用
し
つ
つ
、
科
学
技
術
の
発
展
の

経
路
そ
の
も
の
は
、
人
間
が
自
然
に
有
し
て
い
る
感
覚
的
・
身
体
的

機
能
を
次
第
に
代
替
し
て
ゆ
く
段
階
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
別
の
発
展
の
仕
方
は
存
在
し
得
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
技
術
そ
の
も
の
は
、
い
わ
ば
人
間
に
と
っ
て
必
然
的
な
進
展

形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
必
然
的
で
自
然
な
発
展
を
な
す
技
術
は
、
な

に
ゆ
え
に
人
間
の
抑
圧
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
得
る
の
か
。
ハ

ー

バ

ー

マ

ス

は

「

目

的

合

理

的

行

為

の

サ

ブ

シ

ス

テ

ム

」
と
「
制
度
的
枠

(S
u
b-S

ystem
zw
eckration

alen
H
an
deln

s)

組
み

」
と
い
う
、
二
つ
の
水
準

(der
in
stitu

tion
elle

R
ah
m
en
)

で
の
合
理
化
を
明
確
に
区
別
し
、
こ
の
区
別
を
基
盤
に
し
て
、
よ
り

精
密
な
分
析
を
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
手
短
に
、
そ
の
分
析
を
叙
述
し
て
み
よ
う
。

「
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
主
に
「
社
会
的

労
働

」
に
代
表
さ
れ
る
、
技
術
的
・
戦
略
的
行
為
の
領
域

(A
rbeit)

で
あ
り
、
効
率
性
や
生
産
性
の
向
上
を
目
的
と
し
た
目
的
合
理
性
が

支
配
す
る
領
域
で
あ
る
。
他
方
「
制
度
的
枠
組
み
」
は

「
ま
ず
第

、

一
に
、
衝
動
の
充
足
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
強
制
し
う
る
力

の
組
織
化
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
第
二
に
、
我
々
の
大
量

(G
ew
alt)

の
欲
求
を
細
分
化
し
欲
求
充
足
へ
の
要
求
を
予
料
す
る
文
化
的
伝
承

の
体
系
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

こ
れ
は
か
つ
て
は

神
話
・

」
。

、

（
二
〇
）

宗
教
・
形
而
上
学
な
ど
の
伝
統
的
文
化
が
引
き
受
け
て
い
た
役
割
で

あ
る
。
人
間
の
や
み
く
も
な
衝
動
的
欲
求
を
禁
じ
る
と
同
時
に
、
そ

う
し
た
欲
求
を
予
測
し
、
こ
れ
を
容
認
さ
れ
る
形
で
昇
華
し
た
り
、

充
足
さ
せ
た
り
す
る
ル
ー
ル
の
体
系
と
言
っ
て
も
よ
い
。
一
例
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
許
さ
れ
ざ
る
欲
求
を
、
ひ
た
す
ら
に
聞
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き
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
求
の
暴
発
を
防
止
す
る
（
第
四
ラ
テ
ラ

ノ
公
会
議
以
降
の)

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
告
解
な
ど
も
、
現
代
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
同
じ
く
、
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
一
翼
を
担
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
規
範
の
体
系
は
、
む
ろ
ん
抑
圧
的
機
能
と
解
放
的
機
能

の
両
面
を
も
つ
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
こ
で
は
、
言
語
や
記
号
を
媒
介

に
し
た
「
相
互
行
為

」
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

(In
teraktion

)

と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
の
成
立
に
よ
っ
て
、
目
的
合
理
性
が
伝
統

的
枠
組
み
を
脅
や
か
し
、
目
的
合
理
的
技
術
が
「
制
度
化
」
す
る
と

い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
こ
で
、
制
度
的
枠
組
み
の
正
統
化
が
、
社

会
的
労
働
シ
ス
テ
ム
と
結
び
つ
い
て
、
経
済
的
正
統
化
と
い
う
あ
ら

た
な
正
統
化
の
仕
組
み
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の

批
判
し
た
「
産
業
化

が
成
立
す
る
。
と

(In
du
stlialisieru

n
g)

」

す
る
と
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
労
働
作
業
の
効
率
化
を
図
る
「
下

か
ら
の
合
理
化

」

の
圧
力

(R
ation

alisieru
n
g

von
u
n
ten
)

と
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
分
析
し
た
、
宗
教
の
世
俗
化
に
よ
る

(D
ru
ck)

エ
ー
ト
ス
が
資
本
主
義
を
稼
働
さ
せ
て
い
く
「
上
か
ら
の
合
理
化
」

の
強
制
力

の
両
力
が
働
く
。

(Z
w
an
g)

こ
れ
以
降
、
独
断
性
を
排
斥
し
て
科
学
性
を
要
求
す
る
と
い
う
、

実
証
主
義
的
な
要
求
に
こ
た
え
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
正
統
化
の

機
能
を
保
持
し
、
体
制
批
判
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
諸
制

度
が
案
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
業
績
・
効
率
至
上
主
義
か
ら
産
ま

れ
て
く
る
歪
み
を
、
い
わ
ば
ガ
ス
抜
き
す
る
た
め
に
、
保
険
や
保
障

と
い
っ
た
補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
産
み
出
さ
れ
、
こ
れ
が
先
に
挙
げ
た

伝
統
的
社
会
に
お
け
る
告
解
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
、
制
度
的
枠

組
み
そ
の
も
の
が
批
判
か
ら
免
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

か
く
し
て
、
現
代
の
社
会
で
は
、
本
来
は
明
確
で
あ
っ
た
は
ず
の

「
労
働
と
相
互
行
為
」
と
い
う
二
重
性
の
意
識
が
退
化
し
、
科
学
・

技
術
の
進
歩
に
す
べ
て
が
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
、
こ
う

し
た
技
術
社
会
に
「
適
応
す
る
」
こ
と
が
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
で

あ
る
か
の
よ
う
な
仮
象
が
発
生
す
る
。

そ
の
結
果
、
科
学
と
技
術
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
姿
を
と
る

こ
と
な
く

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
隠
蔽
す
る
と

、

い
う
仕
方
で
」
正
統
化
さ
れ
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
そ
れ
を
支
配
す

る
。
こ
こ
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
が
完
成
す
る
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
の
言
う
「

も
破
壊
的
で
圧
迫
的
な
特
性
で
さ
え
も

、

」

、

正
当
化
し

免
罪
す
る
よ
う
な
精
神
と
行
動
の
あ
る
パ
タ
ー
ン

を

、「

」

、

合
理
化
が
産
み
出
し

不
自
由
の
合
理
化

が
成
立
す
る
理
由
を
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
労
働
に
特
有
の
目
的
合
理
性

が
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
不
当
に
拡
張
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

制
度
的
枠
組
の
有
す
る
規
範
的
機
能
ま
で
も
が
解
体
し
て
ゆ
く
と
い

う
こ
と
に
合
理
化
の
弊
害
を
看
取
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
媒
体
と
す
る
相
互
行
為
の
領
域
を
確
保

し
、
こ
れ
を
押
し
広
げ
て
活
性
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
放

を
成
し
遂
げ
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(B
efreiu

n
g)二

‐
二

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
マ
ル
ク
ー
ゼ
批
判
を
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め

直
し
て
お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
第
一
に
、
技
術
社
会
全
体
を
一
種
の
巨
大
な
技
術
装
置
の
ご

と
く
捉
え
、
こ
れ
を
一
切
合
切
批
判
す
る
と
い
う
一
元
的
分
析
・
全

面
的
批
判
に
陥
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
必
然
的
に
「
別
の
」
技
術
や
合
理

性
と
い
う
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
ア
ル
タ
ナ
テ
ィ
ー
フ
を
、
解
決
策
と

し
て
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
三
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
に
は
、
社
会
の
制
度
的
枠
組
み
に
存
す
る

規
範
的
機
能
へ
の
考
察
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
、
産
業
社
会
全
体
を

批
判
し
変
革
す
る
と
い
う
方
向
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
ず
、
舌
鋒
鋭

く
技
術
社
会
を
批
判
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
制
度
的
枠
組
み
の
規
範
的

機
能
を
技
術
問
題
へ
と
縮
小
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
と
同
じ
土
俵
の

上
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
次
の
叙
述
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。

「
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
シ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
、
技
術
化
さ
れ
た
社
会
と

い
う
こ
の
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
批
判
し
よ

う
と
し
て
い
る
当
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
盤
の
上
に
立
脚
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
る

」
。

（
二
一
）

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
技
術
の
進
歩
そ
れ
自
体
は
、
目
的
合

理
性
追
及
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
必
然
で
あ

り
、
道
具
と
し
て
の
科
学
技
術
そ
の
も
の
に
害
悪
が
ま
と
わ
り
つ
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
「
技
術
的
理
性
」
概
念
が

二
義
性
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
技
術
的
理
性
と
い
う
タ

ー
ム
自
体
が
既
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
概
念
を

も
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す
る
こ
と
自
体
に
矛
盾
が
あ
っ
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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さ
て
、
我
々
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て

「
で
は
、
技
術
の
全
面
的
強

、

制
力
は
な
に
ゆ
え
に
可
能
と
な
り
得
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
、
さ

ら
に
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
単
に
一
部
の
人
間
が
テ
ク

ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
専
門
知
識
や
技
術
を
占
有
し
、
も
っ
て
一
般
の

人
間
を
管
理
す
る
と
い
う
貧
困
な
図
式
だ
け
で
は
、
技
術
社
会
を
充

分
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
或
る
領
域
で
は
管
理
す
る

側
の
者
が
別
の
領
域
で
は
管
理
さ
れ
る
側
に
回
る
と
い
う
相
互
性
も

看
過
し
得
な
い
事
実
と
し
て
現
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ

の
こ
と
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
も
気
づ
い
て
い
る
。

「
わ
た
し
に
と
っ
て
よ
り
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
テ

ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
が
背
景
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
脱
政
治
化
さ

れ
た
大
衆
の
意
識
の
な
か
に
も
入
り
込
み
、
正
統
化
の
力
を
行

使
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

」
。

（
二
二
）

全
員
が
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
い
わ
ば
共
犯
者
と
な
っ
て
、
技
術
支

配
と
い
う
支
配
形
態
の
正
統
性
を
保
障
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浸
透
し
て
ゆ
く
意
識
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
テ
ク

ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識

」
と

(das
tech

n
ocratisch

e
B
ew
u
ßtsein

) （
二
三
）

い
う
タ
ー
ム
で
特
徴
づ
け
て
い
る
。

で
は

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識

は

何
故
に
問
題
な
の
か
？

、「

」

、

そ
れ
は
、
テ
ク
ニ
カ
ル
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
実
践
的
問
い

を
も
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
水
準
へ
と
切
り
下
げ
る
傾
向
を
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
に
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識
の
前
で
は
、
我
々
の
歴
史
を
実
践

的
に
統
治
で
き
る
よ
う
に
な
れ
と
要
求
し
て
く
る
問
題
は
す
べ

、

。
」

て

よ
り
適
切
な
技
術
を
も
と
め
る
問
い
へ
と
縮
小
さ
れ
る（

二
四
）

こ
の
よ
う
な
エ
ー
ト
ス
が
、
一
部
の
政
策
官
僚
だ
け
で
は
な
く
、

一
般
の
市
民
の
う
ち
に
も
浸
透
し
て
く
る
こ
と
こ
そ
を
脅
威
の
な
か

、

。

、

の
脅
威
と
し
て

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
危
惧
し
て
い
る

な
ぜ
な
ら
ば

こ
の
意
識
に
よ
っ
て
、
も
は
や
批
判
力
を
奪
わ
れ
た
と
気
付
か
な
い

う
ち
に
奪
わ
れ
た
状
態
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
、
エ
ン

(falsch
es

ゲ

ル

ス

に

よ

っ

て

用

い

ら

れ

た

「

虚

偽

意

識

」
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
虚
偽
意
識
で
さ
え
も
、
そ

B
ew
u
ßtsein

)

れ
を
自
覚
し
て
反
省
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
テ
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ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識
は
、
意
識
と
し
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
い

ま
ま
、
一
般
大
衆
全
体
に
も
あ
ま
ね
く
浸
透
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
か
も

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
は
そ
こ
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い

―

が

テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識
は
、
自
覚
な
き
意
識
で
あ
る
が

―
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
ひ
と

」
の
よ
う
に
、

(das
M
an
)

主
体
な
ら
ざ
る
主
体
と
し
て
ど
こ
で
も
声
な
き
声
を
上
げ
る
。
ま
た

「
効
率
、
速
度
、
利
便
」
な
ど
の
価
値
観
が
尊
重
さ
れ
る
か
の
よ
う

な
実
例
が
発
生
し
た
場
合
、
実
際
に
は
さ
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
、
マ

ー
ト
ン
の
言
う
「
自
己
成
就
的
予
言
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
し
た
が
っ

て
、
こ
う
し
た
意
識
が
実
在
そ
の
も
の
を
規
定
し
、
い
よ
い
よ
こ
う

し
た
価
値
観
が
至
上
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
事
実
と
し
て
実

現
し
て
し
ま
う
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
こ
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
な
志
向
は
、
兆
候

と
し
て
さ
え
も
ど
こ
に
も
実
現
さ
れ
て
い
な
い
」
と
一
九
六
八
年
段

（
二
五
）

階
で
は
述
べ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
が
、
こ
う
し

た
意
識
に
満
た
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
診
断
を
下
し
て
も
、
あ
な
が

ち
間
違
い
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
敷
衍
し
て
説
明
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

何
ら
か
の
不
平
等
や
不
自
由
と
い
っ
た
社
会
的
問
題
が
発
生
し
た

と
き
、
こ
れ
は
「
制
度
上
の
不
備
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
単
な
る

テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
」
と
し
て
、
政
治
や
討
議
の
場
か
ら
締
め
出
さ

れ
、
全
員
が
そ
れ
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
承
認
を
与
え
る
雰
囲

気
が
醸
し
出
さ
れ
易
い
。
そ
れ
が
本
当
に
技
術
上
の
問
題
で
あ
る
の

、

、

か

あ
る
い
は
技
術
で
解
決
で
き
な
い
た
ぐ
い
の
問
題
で
あ
る
の
か

。

、

実
際
の
と
こ
ろ
は
正
確
に
判
断
出
来
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う

だ
が

行
政
を
司
る
側
か
ら
す
る
と
、
解
決
が
待
た
れ
て
い
る
問
題
に
対
し

て
は
早
期
に
解
決
を
も
た
ら
す
べ
し
と
い
う
有
形
無
形
の
圧
力
が
か

か
り
、
ま
た
、
一
般
市
民
も
ま
た
、
早
急
に
解
決
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
期
待
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
の
次
元

に
問
題
水
準
を
切
り
下
げ
る
こ
と
は
、
効
率
と
ス
ピ
ー
ド
を
求
め
る

―

―

双
方
に
と
っ
て

望
ま
し
い
こ
と
か
ど
う
か
は
と
も
か
く

少
な
く
と
も

「
望
ま
れ
て
」
は
い
る
わ
け
で
あ
る
。

、

と
す
る
と
、
行
政
は
大
衆
に
媚
び
、
大
衆
は
行
政
と
妥
協
し
て
い

る
よ
う
な
印
象
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
事
実

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
で
支
配
し
て
い

る
の
は
、
も
は
や
官
僚
で
も
大
衆
で
も
政
治
家
で
も
な
い
。
す
べ
て

は
技
術
論
の
次
元
で
解
決
可
能
だ
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
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拠
し
、
甘
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
双
方
と
も
に
何
か
を
成
し
遂
げ
た

か
の
よ
う
な
満
足
感
が
得
ら
れ
る
だ
け
に
、
か
か
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
す
が
り
つ
く
の
は
、
心
理
的
に
極
め
て
楽
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
次
第
で
、
技
術
支
配
の
正
統
化
は
、
何
ら
の
障
害
に
も

遭
遇
す
る
こ
と
な
く
完
遂
さ
れ
る
。
速
度
・
合
理
性
の
見
か
け
・
心

理
的
満
足
感
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
問
題
な
く
解
決
し
て
く
れ
る
よ

う
に
見
え
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
傾
向
に
は
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
構

造
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
具
体
的
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
現
代
日
本
の
教
育
問
題

が
こ
れ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

児
童
の
勉
学
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
習
熟
度
の
上
昇
が
、
単
に

教
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
予
算
の
配
分
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
革
と

い
っ
た
制
度
的
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
得
る
の
か
ど
う
か
は
、
実
の

と
こ
ろ
誰
に
も
皆
目
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず

「
と
り
あ
え
ず
授
業
時
間
を
増
加
す
べ
し
」
等
々
と
い
っ
た
声

、
は
、
漠
と
し
た
不
安
に
駆
ら
れ
た
大
衆
全
体
か
ら
澎
湃
と
し
て
沸
き

上
が
り
、
や
む
こ
と
が
な
い
。
テ
ク
ニ
カ
ル
な
問
題
解
決
は
、
ど
こ

か
ら
と
も
な
く
、
と
り
あ
え
ず
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

世
論
の
圧
迫
に
対
し
て
行
政
側
も
と
り
あ
え
ず
は
小
手
先
の
技
術
論

で
答
え
て
い
る
の
が
現
在
の
状
況
で
あ
ろ
う

「
子
供
に
限
ら
ず
、

。

大
人
も
含
め
た
社
会
全
体
か
ら
、
知
識
や
教
養
を
重
視
す
る
エ
ー
ト

ス
が
喪
失
さ
れ
て
い
る
と
い
う
大
状
況
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
、
決

し
て
解
決
し
得
な
い
問
題
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
視
点
は
、
テ
ク

ノ
ク
ラ
ー
ト
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
国
民
全
体
か
ら
す
っ
ぽ
り
と
抜

け
落
ち
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
不
可
逆
か
つ
自
律
的
技
術

支
配
が
、
大
衆
意
識
の
な
か
に
も
（
科
学
に
対
す
る
崇
拝
を
基
盤
と

し
て
）
入
り
込
み
、
構
造
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
人
間
を
駆
り
立

て
て
ゆ
く
の
は
、
主
に
こ
う
し
た
論
理
・
心
理
に
よ
る
。

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
現
行
の
科
学
技
術
の

有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
断
罪
す
る
と
同
時
に

「
将
来
の
別
の

、

合
理
性
」
に
期
待
す
る
と
い
う
解
決
の
方
途
を
探
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
発
展
の
経
過
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の

自
然
本
性
に
則
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
「
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識
」
を
挺
子
に
し
て
、
生
活

の
全
領
域
を
覆
い
つ
く
し
て
ゆ
く
点
に
、
問
題
を
見
て
い
る
の
で
あ

る
。
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第
三
章

マ
ル
ク
ー
ゼ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
論
争
と

現
代
技
術
哲
学
の
展
望

三
‐
一

個
々
の
技
術
軽
視
と
い
う
批
判
へ
の
反
論

我
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
章
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の

技
術
論
を
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
論
争
に
即
し
て
追
跡

し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
技
術
は
、
主
に
技
術
を
統
制
す
る
技

術
、
す
な
わ
ち
「
技
術
の
技
術
」
と
し
て
、
さ
ら
に
は
「
規
則
」
と

、

、

、

、

し
て
捉
え
ら
れ
る
側
面
が
大
き
く

例
え
ば

発
電
所

電
化
製
品

パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話
と
い
っ
た
個
々
の
技
術
装
置
の
姿
が
、
か
え

っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
う
ら
み
が
あ
る
の
も
、
ま
た

事
実
で
あ
る
。
技
術
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
に
お
い
て
は
、
こ
う
し

た
抽
象
性
が
批
判
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
ず
、
こ

の
批
判
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
我
々
が
、
使
用
者
側
の
努
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
難
い

構
造
的
不
自
由
を
感
じ
る
の
は
、
例
え
ば
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
の
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
技
術
に
接
す
る
と
き

で
あ
る
。
こ
う
し
た
技
術
は
、
そ
の
規
模
の
広
範
さ
ゆ
え
に
、
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
る
人
間
を
う
み
だ
す
。

(credit)

ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
市
場
は
、
信
用

を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
者
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
市
場
に
は
参
入
で
き

な
い
仕
組
み
を
そ
の
本
質
と
す
る
。

（
二
六
）

第
二
に

日
常
行
為
の
代
替
と
し
て
の
技
術
で
さ
え

も
は
や

一

、

、

「

つ
の
技
術
」
で
は
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
商
品
を
注

文
す
る
と
い
う
行
為
を
例
に
と
ろ
う
。
注
文
し
た
翌
日
に
は
、
そ
う

急
い
で
い
な
く
と
も
、
宅
配
便
で
商
品
が
手
元
に
届
く
。
こ
れ
だ
け

の
単
純
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
流
通
現
場
の
過
剰

な
ス
ピ
ー
ド
競
争
、
価
格
の
比
較
購
入
に
よ
る
価
格
下
落
、
既
存
の

店
舗
の
駆
逐
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
技
術
と
そ
の
帰
結
が
、
因
果

関
係
も
判
然
と
せ
ぬ
ほ
ど
、
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
ら
ず
、
こ
ん
に
ち
の
技
術
製
品
は
、
そ

の
組
成
か
ら
し
て
も
多
様
な
技
術
の
集
積
体
で
あ
る
。

（
二
七
）

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
技
術
相
互
の
網
状
組
織

を
支
え
る
「
社
会
構
造
」
と
い
う
変
数
を
抜
き
に
し
て
、
単
一
の
技

術
そ
の
も
の
を
取
り
出
し
て
語
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
に
異

論
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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三
―
二

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
技
術
哲
学
へ
の
反
論

さ
て
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
門
下
生
と
し
て
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
技
術
理

性
批
判
を
基
盤
に
技
術
哲
学
を
構
築
し
て
い
る
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
フ

ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
批
判
し
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
を
擁

護
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
は
、
一
方
で
技
術
的

理
性
そ
の
も
の
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
技
術

的
理
性
の
う
ち
に
解
放
の
可
能
性
を
見
る
と
い
う
折
衷
的
立
場
に
立

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
義
的
な
立
場
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
を
理
論
的

基
礎
に
据
え
る
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い

る
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
二
義
性
を
積
極
的
に
活
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
が
全
面
的
に
技
術
を
決
定
す
る
と
い
う
単
純

な
図
式
を
乗
り
越
え
て
、
技
術
が
社
会
の
再
構
築
に
積
極
的
に
関
与

す
る
可
能
性
を
切
り
開
こ
う
と
試
み
て
い
る
。

以
下
で
は
、
多
岐
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
理
論
を
、
網
羅

的
に
考
察
す
る
こ
と
は
断
念
し
て
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
れ
ま
で
の

本
稿
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
彼
の
援
用
す
る
社
会
構
成
主
義
の
難

点
に
し
ぼ
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば

「
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
、
進
歩

、

へ
の
信
仰
は
、
二
つ
の
広
く
支
持
さ
れ
た
信
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
き
た
。
つ
ま
り
、
技
術
的
必
要
性
が
発
展
の
道
を
開
く
の
だ
と
い

う
信
念
と
、
効
率
の
追
及
が
こ
の
道
を
確
認
す
る
た
め
の
基
盤
を
提

供
す
る
の
だ
、
と
い
う
信
念
で
あ
る
」
が
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
、

（
二
八
）

こ
れ
ら
は
と
も
に
虚
偽
で
あ
る
と
す
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
よ
う
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

そ
の
も
の
を
中
立
的
な
も
の
と
み
な
し
、
外
的
環
境
と
は
独
立
に
技

術
が
自
律
的
・
リ
ニ
ア
ル
に
進
歩
す
る
と
い
う
思
想
に
も
と
づ
く
と

い

う

。

こ

れ

を

、

フ

ィ

ー

ン

バ

ー

グ

は

「

技

術

決

定

論

」
と
呼
び
、
こ
れ
は
テ
ク
ノ
ク
ラ

(tech
n
ological

determ
in
ism

)

シ
ー
を
帰
結
す
る
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
決
定
論
は
、
合
理
性
や
効
率
に
よ
っ
て
技
術
全
体
の
構

造
が
抗
う
術
も
な
く
決
定
さ
れ
る
と
い
う
悲
観
的
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア

論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
絡
み
つ
き
を
回
避
す
る
た
め
に
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
は
「
技

術
は
決
定
論
的
で
も
中
立
で
も
な
い
」
こ
と
を
主
張
し

「
テ
ク
ノ

、

ロ
ジ
カ
ル
な
行
為
が
人
間
的
で
自
然
的
な
文
脈
に
対
し
て
有
す
る
責

任
に
基
づ
い
た
全
く
別
の
合
理
化
の
観
念
」
の
呈
示
を
目
指
す
。
す

（
二
九
）
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な
わ
ち
、
技
術
の
根
本
的
変
化
の
必
要
性
を
説
く
「
民
主
化
的
合
理

化

」

を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

(su
bversive

ration
alization

) （
三
〇
）

そ
し
て
「
技
術
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ
た
「
技
術

の
デ
ザ
イ
ン
批
判
」
を
行
い
、
デ
ザ
イ
ン
に
内
在
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
性
を
排
除
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
技
術
の
改
変
の
可
能
性
を
探
る
、

と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
呈
示
し
て
い
る
。

だ
が
、
今
ま
で
叙
述
し
て
き
た
マ
ル
ク
ー
ゼ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
よ
う
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
に
抵
抗
す
る

選
択
肢
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
効
率
性
の
劣
っ
た
デ
ザ
イ
ン
を
選

択
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
か
ね
な

い
。こ

の
難
題
を
切
り
抜
け
る
た
め
に
、
彼
が
依
拠
す
る
の
は
、
技
術

の
「
社
会
構
成
主
義

」
で
あ
る
。

(con
stru

ctivism
)

社
会
構
成
主
義
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
技
術
は
単
線
的
に
進
歩
す

る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
効
率
性
の
み
を
優
先
し
て
進
歩
す
る
の
で

も
な
い
。
同
程
度
に
可
能
な
多
様
な
選
択
肢
が
そ
の
時
点
で
は
存
在

し
た
の
だ
が
、
あ
る
種
の
勢
力
の
利
害
関
心
や
政
治
的
関
係
に
よ
っ

て
選
択
肢
が
解
釈
さ
れ
、
ど
れ
か
が
選
ば
れ
る
。
後
か
ら
振
り
返
る

と
、
駆
逐
さ
れ
た
選
択
肢
は
あ
た
か
も
、
よ
り
劣
っ
た
、
よ
り
効
率

の
悪
い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
自
然
に
淘
汰
さ
れ
た
か
の
ご
と

き
外
観
が
生
じ
、
こ
こ
に
決
定
論
的
な
仮
象
が
発
生
す
る
。

こ
れ
を
補
強
す
る
過
去
の
実
例
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
が
さ

か
ん
に
用
い
る
の
は
、
社
会
学
者
の
ピ
ン
チ
と
バ
イ
カ
ー
に
よ
る
自

転
車
の
例
で
あ
る
。
自
転
車
は
か
つ
て
前
輪
が
大
き
い
ス
ポ
ー
ツ
向

（
三
一
）

け
の
速
度
重
視
の
デ
ザ
イ
ン
と
、
現
在
流
通
し
て
い
る
、
前
輪
後
輪

が
同
じ
大
き
さ
の
、
よ
り
安
全
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
の
と
が
、
長
期
併

存
し
て
い
た
と
い
う
。
結
局
は
、
後
者
に
デ
ザ
イ
ン
が
落
ち
着
い
た

わ
け
で
あ
る
。
後
か
ら
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
前
者
は
効
率
の
悪
さ

や
格
好
の
悪
さ
ゆ
え
に
淘
汰
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
社
会
構
成
主
義
者
に
言
わ
せ
る
と
、
両
者
は
全
く
異
な
る

利
害
関
心
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
男
性
に
、
後
者

は
女
性
に
好
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
風
の
女

性
道
徳
な
ど
の
様
々
な
社
会
的
要
因
と
技
術
的
要
因
の
相
互
関
係
に

。

、

よ
っ
て
異
な
る
デ
ザ
イ
ン
が
並
立
し
て
い
た
の
で
あ
る

と
こ
ろ
が

時
間
が
経
っ
て
今
の
形
に
落
ち
着
く
と
「
後
か
ら
振
り
返
れ
ば
」
効

率
が
悪
い
デ
ザ
イ
ン
、
危
険
な
デ
ザ
イ
ン
が
駆
逐
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
決
定
論
と
同
じ
く
、
振
り
さ
け
見
れ
ば
デ
ザ

イ
ン
は
現
在
の
形
に
向
け
て
必
然
的
経
過
を
た
ど
っ
た
か
の
よ
う
に
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、

、

、

見
え
る
が

そ
れ
は
単
に

可
能
で
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
と

そ
の
多
様
な
解
釈
の
存
在
を
忘
却
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

、

、

な
る
ほ
ど
こ
の
例
は

フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
自
身
も
述
べ
る
と
お
り

極
め
て
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
と
も
す
れ
ば
抽
象
的
思
弁
的
に
な
り

が
ち
な
技
術
決
定
論
や
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
論
へ
の
解
毒
剤
と
な
り
う

る
魅
力
的
な
説
明
で
は
あ
る
。
技
術
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
り

、

、

な
が
ら
も

同
時
に
多
様
な
解
釈
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

充
分
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
よ
く
考
え
て
見
れ
ば
、
ま
さ
し
く
こ
の
同
じ
例
が
、
解
釈

の
多
様
性
の
実
例
と
し
て
の
み
な
ら
ず

「
効
率
性
」
が
す
べ
て
を

、

決
定
し
駆
逐
す
る
と
い
う
議
論
の
補
助
と
し
て
も
援
用
可
能
と
も
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
二
）

如
何
に
ス
ピ
ー
ド
が
出
よ
う
と
も
、
み
す
み
す
転
倒
の
危
険
の
高

い
デ
ザ
イ
ン
の
自
転
車
に
乗
ろ
う
と
思
う
者
は
い
ま
い
。
怪
我
で
も

す
れ
ば
、
大
き
な
損
失
を
こ
う
む
る
。
安
全
と
速
度
を
天
秤
に
か
け

れ
ば
、
転
倒
の
危
険
が
少
な
い
も
の
を
選
ん
だ
ほ
う
が
長
期
的
に
は

「
効
率
」
が
よ
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ど
ち
ら
の
デ
ザ
イ
ン
が
主
流
に
な
る
か
と
い
う
使
用
者
側

の
心
理
的
動
向
も
、
現
代
の
消
費
社
会
で
は
無
視
で
き
な
い
。

電
化
製
品
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
は
、
規
格
の
統
一
へ
の
圧
力
の

ゆ
え
に
、
使
い
勝
手
の
よ
い
デ
ザ
イ
ン
よ
り
も
、
そ
の
と
き
の
シ
ェ

ア
の
大
き
い
デ
ザ
イ
ン
が
、

終
的
に
勝
ち
残
る
と
い
う
事
態
が
し

ば
し
ば
生
ず
る
。
具
体
的
事
例
と
し
て
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
の
録
画
方
式
で
Ｖ

。

、

Ｈ
Ｓ
方
式
が
勝
ち
残
っ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る

そ
の
場
合

必
ず
し
も
使
い
勝
手
の
よ
い
デ
ザ
イ
ン
が
残
っ
た
の
で
は
な
い
。
特

定
の
規
格
の
優
位
を
決
定
す
る
際
、
購
買
者
や
使
用
者
側
の
「
一
方

が
優
勢
に
な
り
そ
う
だ
」
と
い
う
予
測
が
相
当
に
強
く
働
い
て
い
る

、
、

は
ず
で
あ
る
。
敗
北
し
消
え
去
っ
て
ゆ
く
可
能
性
の
高
い
側
の
規
格

の
商
品
を
購
買
す
れ
ば
、
互
換
性
が
効
か
な
く
な
り
、
結
局
は
損
失

を
被
る
と
い
う
心
理
が
当
然
働
く
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に

支
配
的
な
の
は
、
や
は
り
経
済
的
効
率
性
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
他
人
も
同
様
に
規
格
の
敗
北
を
お
そ
れ
、
よ
い
デ
ザ
イ
ン
を

求
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
全
員
が
共
用
で
き
る
デ
ザ
イ
ン
に
早
く
統

一
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
欲
求
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
せ
ざ

。

、

る
を
得
な
い

全
員
が
効
率
性
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
信
念
は

い
や
ま
し
に
強
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
、
消
費
社
会
特
有
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の
新
た
な｢

一
次
元
性｣

が
発
生
す
る
。

前
章
で
も
言
及
し
た
通
り
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
に
基
づ
く
、
効
率

や
速
度
な
ど
の
諸
価
値
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
言
う
「
テ
ク
ノ
ク
ラ

シ
ー
の
意
識
」
を
背
景
に
し
て
、
い
か
に
こ
れ
に
抵
抗
し
よ
う
と
し

て
も
、
抵
抗
し
難
い
エ
ー
ト
ス
を
作
り
上
げ
、
生
活
世
界
や
制
度
的

枠
組
み
ま
で
を
も
覆
い
尽
く
す
勢
い
を
も
つ
。
個
々
人
が
そ
の
よ
う

な
意
識
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
先
の
規
格
競
争
の
例
の
よ

う
に
、
社
会
全
体
が
効
率
性
を
至
上
価
値
と
す
る
趨
勢
に
動
い
て
い

る
と
い
う
お
お
か
た
の
予
測
が
、
単
な
る
予
測
を
実
際
に
実
現
さ
せ

、
、

て
し
ま
う
と
い
う
循
環
を
産
み
出
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。言

い
換
え
れ
ば
、
効
率
性
そ
の
も
の
よ
り
も
、
全
員
が
効
率
を
欲

求
し
て
い
る
と
い
う
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
に
支
配
さ
れ
た
予
測
が
、
加

速
度
的
な
自
律
的
強
制
力
を
技
術
に
付
与
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
制
度
的
枠
組
み
に
つ
い

て
述
べ
た
命
題
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。

「
制
度
的
枠
組
み
は
、
ま
ず
第
一
に
、
衝
動
の
充
足
を
抑
圧
す

る
こ
と
を
強
制
し
う
る
力

の
組
織
化
に
よ
っ
て
、

(G
ew
alt)

そ
し
て
第
二
に
、
我
々
の
大
量
の
欲
求
を
細
分
化
し
欲
求
充
足

へ
の
要
求
を
予
料
す
る
文
化
的
伝
承
の
体
系
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る

」
。

と
す
る
な
ら
ば
、
制
度
的
枠
組
み
が
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
の
意
識

に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
た
場
合

「
欲
求
充
足
の
予
料
」
が
枠
組
み
を

、

、

、

、

越
え
て
途
方
も
な
く
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て

効
率

速
度

業
績･

･
･

な
ど
の
目
的
合
理
的
諸
価
値
は
、
い
わ
ば
そ
れ
自
体
と
し

て
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
れ
を
予
測
し
、
先
ん
じ
て
こ
れ
ら
を
価
値
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

見
な
す
と
い
う
一
種
の
「
構
え
・
エ
ー
ト
ス
」
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

科
学
信
奉
以
上
に
強
固
な
背
景
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
得
る

の
で
は
な
い
か
。

我
々
は
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
唱
え
る
「
技
術
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
な
る
目
論
見
に
よ
っ
て
、
果
た
し
て
、
こ
の
「
テ
ク
ノ

」

。

ク
ラ
シ
ー
の
意
識

を
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か

結
語
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
全
体
の
議
論

も
、
一
九
七
○
年
代
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
潮
流
と
の
対
話
を
経

て
、
複
雑
に
発
展
し
て
い
る
。

終
章
で
若
干
言
及
し
た
フ
ィ
ー
ン

バ
ー
グ
な
ど
の
技
術
哲
学
や
技
術
社
会
学
も
、
も
は
や
ず
い
ぶ
ん
と

議
論
を
蓄
積
し
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
、
産
業
社
会
の
時
代
を
越
え

て
、
消
費
社
会
と
い
う
新
た
な
段
階
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
も
、
極
め
て
基
礎
的
な

ト
ル
ソ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
漱
石
の
、
い
ま
だ
克
服
さ
れ

ざ
る
問
題
提
起
を
受
け
止
め
つ
つ
、
技
術
宿
命
論
、
技
術
決
定
論
や

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
論
の
素
朴
さ
を
超
克
す
る
た
め
に
は
、
技
術
支
配
を

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
捉
え
る
見
方
は
、
相
応
の
有
効
性
を
有
す
る

と
思
わ
れ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
そ
の
後
の
理
論
展
開
や
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
理

論
の
詳
細
な
検
討
は
、
次
の
稿
に
改
め
て
論
じ
た
い
。

〈
了
〉

註
（
一

『
漱
石
文
明
論
集
』
三
好
行
雄
編
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
二
一
ペ

）

ー
ジ
以
下
。

漱
石
は
さ
ら
に
続
け
て
現
代
で
は
「
死
ぬ
か
生
き
る
か
と
い
う
問
題
」
か
ら

「
生
き
る
か
生
き
る
か
と
い
う
問
題
」
へ
の
シ
フ
ト
が
生
じ
て
い
る
と
も
語
っ

て
い
る
。

ま
た
「
今
ま
で
は
敷
島
か
何
か
吹
か
し
て
我
慢
し
て
お
っ
た
の
に
、
隣
の
男

が
旨
そ
う
に
エ
ジ
プ
ト
煙
草
を
喫
ん
で
い
る
と
や
っ
ぱ
り
そ
ち
ら
が
喫
み
た
く

な
る
。
ま
た
喫
ん
で
見
れ
ば
そ
の
方
が
旨
い
に
違
な
い
。
し
ま
い
に
は
敷
島
な

ど
を
吹
か
す
も
の
は
人
間
の
数
へ
入
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
、
ど
う
し
て
も

」

、

エ
ジ
プ
ト
へ
喫
み
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
競
争
が
起
こ
っ
て
来
る

と

い
わ
ば
「
道
楽
を
め
ぐ
っ
て
の
生
存
競
争
」
と
で
も
言
う
べ
き
人
間
生
来
の
相

矛
盾
し
た
、
し
か
し
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
根
源
的
欲
求
に
訴
え
て
、
い
わ
ば
モ
ラ

リ
ス
ト
的
立
場
か
ら

「
開
化
」
と
い
う
事
態
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

、

（
二
）
カ
ー
ル
・
ミ
ッ
チ
ャ
ム
は
、
一
九
七
二
年
に
編
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
技
術

哲
学
の
基
礎
と
な
っ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
哲
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
』
の
序
文
の

中
で
、
そ
れ
ま
で
の
技
術
哲
学
の
方
法
を
、
認
識
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
人
間
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
三
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
上
の
三
分
類
に
加
え
、
基
盤
と
す
る
理
論

現
象
学
、
フ

―

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
な
ど

に
よ
っ

―

て
、
さ
ま
ざ
ま
の
立
場
の
論
者
が
多
様
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
技
術
哲
学
に
目
配
り
を
し
て
議
論
を
行
う
場

合
、
み
ず
か
ら
の
立
論
の
根
拠
だ
け
で
な
く
、
な
に
ゆ
え
に
、
そ
し
て
何
の
た

め
に
、
当
該
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
動
機
の
説
明
が
必
要
と
な
っ

て
こ
よ
う
。
本
稿
で
は
、
序
論
で
こ
の
課
題
を
遂
行
し
た
。P

hilosophy
and

V
gl.

C
arl

M
itch

am
an
d
R
obert

M
ackey:

,
M
acm

illan
,
1983,

p.2ff.
T
echnology
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O
ne-D

im
ensional

M
an.

Studies
in

the
（
三
）H

erbert
M
arcu

se:

,
B
oston

,
1964,

p.146.
Ideology

of
A
dvanced

Industrial
Society

（

一
次
元
的
人
間
』
生
松
敬
三
／
三
沢
謙
一
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四

『
年
）な

お
、
こ
の
書
物
か
ら
の
引
用
は
、
大
枠
は
こ
な
れ
た
本
邦
訳
に
依
拠
し
た

が
、
細
部
の
訳
語
や
言
い
回
し
は
、
適
宜
筆
者
な
り
に
改
変
し
た
。

（
四
）
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
は
、
異
論
が
数
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。

「

近
の
ネ
オ
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
的
ヴ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

「
形
式
的
合
理
性
」
と
「
実
質
的
合
理
性

」
と
を

(m
ateriale

R
ation

alität)

一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
資
本
主
義
の
「
実
質
的
合
理
性
」
を
隠
蔽

し
よ
う
と
し
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
彼
は
「
形
式

的
合
理
性
」
と
「
実
質
的
合
理
性
」
と
を
区
別
し
た
上
、
前
者
が
そ
の
極
致
に

向
か
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
と
き
、
か
ら
な
ず
や
後
者
に
お
け
る
非
合
理
性
が
し
の

び
こ
ん
で
く
る
、
と
幾
た
び
か
語
っ
た
。
両
者
は
し
ば
し
ば
食
い
違
う
と
い
う

事
実
か
ら
彼
は
出
発
し
た
の
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の

実

。

、

「

質
的
」
＝
価
値
的
立
場
は

「
形
式
的
」
合
理
性
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
っ
た
」

、

（

「

」『

』

、

中
村
貞
二

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
現
代

現
代
思
想

一
九
七
五
年

二
月
号
、
一
七
五
ペ
ー
ジ

。）

ま
た
、
有
名
な
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
で
あ
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ベ
ン
デ
ィ
ク

ス
は
「
一
次
元
的
人
間
で
な
い
と
す
れ
ば
、
多
次
元
的
人
間
で
も
目
指
す
よ
う

な
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
の
時
代
の
理
想
に
で
も
逆
戻
り
す
る
つ
も
り
な
の
か
」
と
、
分

業
を
忌
避
す
る
反
近
代
主
義
者
と
し
て
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い

Scholarship
and

る
。V

gl.
R
ein
h
ardt

B
en
dix

an
d
G
u
en
th
er
R
oth
:

（

学
問
と
党

P
artisanship

E
ssays

on
M
ax
W
eber,

B
erkeley,

1971.

『

派
性
』
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ベ
ン
デ
ィ
ッ
ク
ス
／
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ロ
ー
ト
著
、
柳

父
圀
近
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
五
年
）

H
erbert

M
arcu

se:
R
ation

alität
u
n
d
In
du
strisieru

n
g
des

（
五
）

H
erbert

M
arucuse

K
apitalism

u
s
in

W
erk

M
ax

W
ebers,

in

B
d.7,

S
u
h
rkam

p,
S
.97.

ShriftenIbid.
S
.96.

（
六
）Ibid.
S
.97.

（
七
）

O
ne-D

im
ensional

M
an.

Studies
in

the

（
八
）H

erbert
M
arcu

se:

,
B
oston

,
1964,

p.189.
Ideology

of
A
dvanced

Industrial
Society

Ibid.
p.190.

（
九
）

Ibid.
p.158.

（
一
○
）H

erbert
M
arcu

se:
R
ation

alität
u
n
d
In
du
strisieru

n
g
des

（
一
一
）

H
erbert

M
arucuse

K
apitalism

u
s
in

W
erk

M
ax

W
ebers,

in

B
d.7,

S
u
h
rkam

p,
S
.99.

Shriften
Ibid.

S
.99.

（
一
二
）

O
ne-D

im
ensional

M
an.

Studies
in
the

（
一
三
）H

erbert
M
arcu

se:

,
B
oston

,
1964,

p.17.
Ideology

of
A
dvanced

Industrial
Society

Ibid.
p.239.

（
一
四
）

E
ros

and
C
ivilization.

A
P
hilo-

（
一
五
）V

gl.
H
erbert

M
arcu

se:

（

エ
ロ
ス
と
文
明
』
南

sophical
Inquiery

into
F
reud,

B
oston

,
1955.

『

博
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
五
八
年
）

（
一
六
）
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
技
術
的
理
性
概
念
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
物
を
も
参

照

『
社
会
哲
学
の
復
権
』
徳
永
恂
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
特
に

。
六
三
ペ
ー
ジ
以
降
。
こ
の
書
物
で
は
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
批
判
を
行
っ

た
当
の
学
会
の
模
様
も
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
は
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
が
、
自
然
は
社
会

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
社
会
構
成
主
義
的
な
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、
相

対
主
義
を
お
そ
れ
る
が
あ
ま
り

「
自
然
そ
れ
自
体

」
を
想

、

(n
atu

re-in
-itself)

定
す
る
と
い
う
超
越
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
ヴ
ォ

ー
ゲ
ル
は

「
自
然
の
支
配
と
し
て
の
技
術
」
と
い
う
観
点
か
ら
マ
ル
ク
ー
ゼ
と

、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
論
争
を
見
直
し
て
お
り
、
本
稿
と
は
や
や
着
眼
点
が
異
な
る

V
gl.

S
teven

V
ogel:

N
ew

scien
ce,

N
ew

の
で
特
に
は
言
及
し
な
い
。
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T
echnology

N
atu

re.
T
h
e
H
aberm

as-M
arcu

se
D
ebate

R
evised,

in

In
dian

a
U
n
iversity

P
ress,

1995,
and

the
P
olitics

of
K
now

ledge,
p.37ff.

Jü
rgen

H
aberm

as:
T
ech

n
ik
u
n
d
W
issen

sch
aft

als
>
Ideo-

（
一
七
）

logie<
,
in

,
S
u
h
rkam

p,
T
echnik

und
W
issenschaft

als
>Ideologie<

1968,
S
.98.

Ibid.
S
.72.

（
一
八
）Jü

rgen
H
aberm

as:
P
raktisch

e
F
olgen

des
W
issen

sch
aft-

（
一
九
）

lich
-tech

n
isch

en
F
ortsch

ritts,
in

,
vierten

T
heorie

und
P
raxis

A
u
flage,

S
u
h
rkam

p,
1978,

S
.349.

Ibid.
S
.353.

（
二
〇
）Ibid.

S
.349.

（
二
一
）Jü

rgen
H
aberm

as:
T
ech

n
ik
u
n
d
W
issen

sch
aft

als
>Ideo-

（
二
二
）

logie<
,
in

,
S
u
h
rkam

p,
T
echnik

und
W
issenschaft

als
>Ideologie<

1968,
.S
.81.

Ibid.
S
.84,

91,
96.

（
二
三
）Jü

rgen
H
aberm

as:
P
raktisch

e
F
olgen

des
W
issen

sch
aft-

（
二
四
）

lich
-tech

n
isch

en
F
ortsch

ritts,
in

,
vierten

T
heorie

und
P
raxis

A
u
flage,

S
u
h
rkam

p,
1978,

S
.349.

Jü
rgen

H
aberm

as:
T
ech

n
ik
u
n
d
W
issen

sch
aft

als
>
Ideo-

（
二
五
）

logie<
,
in

,
S
u
h
rkam

p,
T
echnik

und
W
issenschaft

als
>Ideologie<

1968,
S
.83.

（
二
六

「
信
用
」
が
、
金
銭
的
能
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ど

）

と
い
う
の
は
、
ご
く
短
期
的
な
常
識
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
諸
教
派
が
、
ひ
と
つ
の
「
信
用
組
合
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で

機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
一
九
〇
四
年
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
の
成

果
で
あ
る
論
文
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
派
と
資
本
主
義
の
精
神
』
に
よ
っ
て

知
ら
れ
て
い
る
。
人
柄
や
生
い
立
ち
な
ど
を
も
考
慮
に
入
れ
た
厳
格
な
審
査
に

よ
る
こ
の
仕
組
み
は
、
も
ち
ろ
ん

「
紳
士
淑
女
」
と
い
う
サ
ロ
ン
的
身
分
を
固

、

定
化
す
る
度
し
難
い
排
除
の
機
能
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ

で
大
問
題
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
が
「
金
銭
的
余
裕
や
支
払
能
力
」
に
還
元
さ

V
gl.

M
ax
W
eber:

れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
銘
記
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

P
rotestan

tisch
e

S
ek
ten

u
n
d

G
eist

d
es

K
ap
italism

u
s,

in

.
M
oh
r,
1920.

G
esam

m
elte

A
ufsätze

zur
R
eligionssoziologie

（
二
七
）
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
村
田
純
一
「
技
術

哲
学
の
展
望

『
思
想

、
二
○
○
一
年
七
月
号
、
特
集
〈
技
術
の
哲
学

、
岩
波

」

』

〉

書
店
。
村
田
純
一
「
技
術
論
の
帰
趨

『
科
学
技
術
の
ゆ
く
え
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

」

房
、
一
九
九
九
年
。

A
n
drew

F
een

berg:
S
u
bversive

R
ation

alization
,
in

（
二
八
）

,
In
dian

a
U
n
iversity

T
echnology

and
the

P
olitics

of
K
now

ledge

（
直
江
清
隆
訳
「
民
主
的
な
合
理
化

『
思
想
』
二
○
○
一

P
ress,

1995,
p.18.

」

年
七
月
号
、
特
集
〈
技
術
の
哲
学

、
岩
波
書
店
）

〉

C
ritical

theory
of

な
お
、
以
下
の
文
献
も
参
照
。A

n
drew

F
een

berg:

（

技
術

ク
リ
テ
ィ
カ

T
echnoligy,

O
xford

U
n
iversity

P
ress,

1991.

『

A
n
drew

ル
・
セ
オ
リ
ー

藤
本
正
文
訳

法
政
大
学
出
版
局

一
九
九
五
年

』

、

、

）
。

（

技
術
へ
の
問

F
een

berg:
,
R
ou
tledge,

1999.
Q
uestioning

T
echnology

『

い
』
直
江
清
隆
訳
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
四
年

。）

Ibid.
p.20.

（
二
九
）

（
三
○
）
こ
の
語
は
邦
訳
で
は
、
訳
者
の
直
江
清
隆
氏
に
よ
っ
て
「
民
主
的
な

合
理
化
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
自
身
の
定
義
は
「
私
は
、

こ
れ
（
＝
合
理
化
の
全
く
別
の
観
念
）
が
、
支
配
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
抵
抗
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
得
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
発
展
を
要
求
す

"su
bversive

ration
alization

"
I
call

th
is

る
ゆ
え
、
こ
れ
を

と
呼
ぶ
（

"su
bversive

ration
alization

"
becau

se
it

requ
ires

tech
n
ological

advan
ces

th
at
can

be
m
ade

on
ly
in
opposition

to
th
e
dom

in
an
t

」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら

「
民
主
的
な
合
理

h
egem

on
y.)

(ibid.)

、
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化
」
で
は
、
や
や
原
義
を
損
な
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
「
制
度
転
覆
的

合
理
化
」
な
ど
と
穏
や
か
な
ら
ぬ
直
訳
を
し
て
も
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
、
こ

こ
で
は
仮
に
「
民
主
化
的
合
理
化
」
と
訳
出
し
て
お
い
た
。

（
三
一
）

ま
た
、
ピ
ン
チ
と
バ
イ
カ
ー
の
自
転
車
の
例
に
関
し
て

Ibid.
p.6f.

は
、
フ
ィ
ー
ン
バ
ー
グ
の
他
に
、
註
二
七
で
挙
げ
た
文
献
も
参
照
し
た
。

（
三
二
）
社
会
構
成
主
義
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
村
田
純
一
「
技
術
論

の
帰
趨

（

科
学
技
術
の
ゆ
く
え
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
）
の
一

」
『

五
八
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
ラ
ン
グ
ド
ン
・
ウ
ィ
ナ
ー
に
よ
る
社

会
構
成
主
義
批
判
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。



( 2 )

Philosophie der Technik als Ideologiekritik
― ―Anhand von Marcuse-Habermas Debatte

Takeshi HASHIMOTO

Die Technik in unserer Zeit scheint unabhägig von Interesse von Menschen
autonom fortzuschreiten. Sie hat überdies die Zwang, alle Menschen so effektiv und
so schnell als möglich handeln zu lassen. Die moderne Technik fungiert folglich, so
scheint uns, als das leistungsfähig administrierende System.

Neben solchem Tatbestand wird das sehr ironische Phänomen noch bekannt.
Wenn die neue Technik auftritt, die unsere Leben erleichtern sollte, müssen wir uns
jedesmal die große Mühe geben, um uns derjenige gesellschaftlichen Veränderung
anzupassen, welche eben dieselbe Technik hervorgeruft hat.

Dieser Aufsatz versucht, durch die revidierende Überlegung von Marcuse-
Habermas Debatte in sechziger Jahren, über diesen totalen administorierenden
Zwang der modernen Technik zu erörtern.

Herbert Marcuse behauptet, daß die technische Vernunft Lebensstandard erhebt
und bequemere Lebensweise realisiert, doch zugleich die Menschlichkeit unterdürckt
hat. Er nannte diesen merkwürdigen Sachverhalt "double meaning of rationalization".

Er sagt, daß die technische Vernunft selbst zwar ideologische Funktion hat,
aber doch in derselben Vernunft die Möglichkeit der Befreiung der Menschen liegt.

Habermas kritisiert diese Marcusesche Auffassung solcher Funktion der
technischen Vernunft und behauptet, daß Marcuse die technisch geregelten Systemen
mit dem industrie-gesellschaftlichen System im ganzen identifiziert und Gesellschaft
als so etwas wie einen technischen Apparat interpretiert hat. Indem Marcuse, so
kritisiert Habermas, diesen Begriff von technisierten Gesellschaft und technische
Vernunft adoptiert, hat er sich aber auf den Boden der technokratischen Ideologie
gestellt. Anstatt den Begriff von "technological rationality" oder technische Vernunft
zu adoptieren, analysiert Habermas den Mechanismus der autonom fortschreitenden
Technik und ihrer administrierend-legitimierenden Herrschaft durch den Begriff vom
technokratischen Bewußtsein.

Andrew Feenberg, der die Amerikanische Frankfurter Schule insbesondere im
Bereich der Philosophie der Technik vertritt, schätzt die Marcusesche Auffassung
der Technik und der technischen Vernunft hoch. Er hat aber auf dieselbe
Schwierigkeiten gostoßen, auf die Habermas durch seine Kritik an Marcuse
hingewiesen hat.


