
 

 

〈
公
と
私
〉
を
め
ぐ
る
単
層
的
な
決
定
の
帰
結 

―

里
見
脩
『
言
論
統
制
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
』―

 

松
尾
理
也 

  

は
じ
め
に 

 

表
題
の
「
単
層
的
な
決
定
」
と
は
、
吉
本
隆
明
『
重
層
的
な

非
決
定
へ
』（
大
和
書
房
、
一
九
八
五
年
）
か
ら
来
て
い
る
。
吉

本
は
「
重
層
的
な
非
決
定
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
、「
平
た

く
い
え
ば
「
現
在
」
の
多
層
的
に
重
な
っ
た
文
化
と
観
念
の
様

態
に
た
い
し
て
、
ど
こ
か
に
重
心
を
置
く
こ
と
を
否
定
し
て
、

層
ご
と
に
お
な
じ
重
量
で
、
非
決
定
的
に
対
応
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。 

「
多
層
的
に
重
な
っ
た
文
化
と
観
念
の
様
態
」
を
単
層
と
し

て
と
ら
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
世
界
の
諸
層
を
単
層
で
あ
る
か

の
よ
う
に
短
絡
」
さ
せ
れ
ば
、「
見
か
け
上
は
擬
似
的
な
倫
理
を

産
出
」
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
の
が
吉
本
の
主
張

だ
。
た
と
え
ば
、〈
前
線
で
生
命
が
け
で
た
た
か
っ
て
い
る
兵
士

の
こ
と
も
か
ん
が
え
ず
に
、
遊
ん
で
い
る
の
は
何
事
か
〉
と
い

っ
た
よ
う
に
。
そ
れ
は
ま
や
か
し
、
あ
る
い
は
恫
喝
の
手
段
に

過
ぎ
な
い
、
と
吉
本
は
い
う
（
一
）
。 

戦
時
下
の
言
論
統
制
を
め
ぐ
る
新
聞
人
や
メ
デ
ィ
ア
側
の

人
々
、
政
治
家
、
経
営
者
、
そ
し
て
大
衆
の
思
惑
の
か
ら
み
あ

い
を
あ
た
か
も
一
編
の
戦
国
絵
巻
の
よ
う
に
描
き
出
し
た
本
書

を
読
み
終
え
て
、
評
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
吉
本
の
こ

ん
な
指
摘
だ
っ
た
。 

本
書
は
、『
新
聞
統
合―

戦
時
期
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
と
国
家
』

（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
で
、
現
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
が
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か
か
え
る
矛
盾
や
不
自
然
さ
の
原
点
と
も
い
え
る
戦
時
下
の
新

聞
統
合
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
里
見
脩
の
近
刊
で
あ
る
。
新
聞

統
合
と
い
う
具
体
的
な
事
象
に
焦
点
を
絞
っ
た
『
新
聞
統
合
』

に
対
し
て
、
本
書
は
映
画
、
ラ
ジ
オ
等
新
聞
以
外
の
メ
デ
ィ
ア

に
も
目
を
向
け
、
広
く
戦
時
下
の
言
論
統
制
に
つ
い
て
再
考
を

試
み
て
い
る
。 

浮
か
び
上
が
る
の
は
、
往
々
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
、
戦

時
下
の
暗
黒
の
世
相
、
弾
圧
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
国
民
と

い
う
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
自
ら
熱
狂
し
、
ま
た
儲
け

に
向
か
っ
て
突
っ
走
る
メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
国
民
の
姿
で
あ
る
。

里
見
は
そ
れ
を
、
朝
日
新
聞
主
筆
、
そ
し
て
情
報
局
総
裁
を
務

め
た
緒
方
竹
虎
の
言
葉
を
借
り
て〈
新
聞
資
本
主
義
〉と
呼
ぶ
。 

本
書
の
特
徴
は
言
論
統
制
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
枢
要
な

役
割
を
果
た
し
た
機
関
と
し
て
通
信
社
に
着
目
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
事
通
信
社
の
記
者
出
身
と
い
う
経
歴
を

持
つ
里
見
な
ら
で
は
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。「
言
論
統
制
」
と

ひ
と
く
く
り
に
す
る
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
歴
史
の
襞
に
分

け
入
る
た
め
に
こ
そ
、
通
信
社
と
い
う
存
在
に
着
目
し
て
い
る

の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
通
信
社
こ
そ
、
日
本
の
情
報
を
海
外
に

発
信
し
、
国
威
発
揚
を
め
ざ
す
「
公
」
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、

広
告
と
い
う
営
利
事
業
に
基
盤
を
置
き
、「
私
」
の
利
益
を
追
求

す
る
と
い
う
、
相
反
す
る
側
面
を
持
っ
た
存
在
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。 

で
あ
る
な
ら
ば
、
通
信
社
へ
の
里
見
の
着
眼
は
、
戦
前
の
言

論
統
制
を
、「
公
」
と
「
私
」
と
い
う
異
な
っ
た
層
を
短
絡
さ
せ

る
こ
と
で
擬
似
的
な
ま
や
か
し
の
論
理
を
生
み
出
し
た
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
と
ら
え
直
す
も
の
で
は
な
い
か
。
本
書
の
構
成
を
簡

単
に
振
り
返
り
つ
つ
、
戦
時
下
の
言
論
統
制
を
見
つ
め
直
す
こ

と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
日
本
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
問
題

点
と
は
な
に
か
、
考
え
て
み
た
い
。 

 

国
益
と
私
益
と
の
間
で―

通
信
社
の
誕
生 

 

わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
な
意
味
で
の
新
聞
は
明
治
期
に
始

ま
る
が
、そ
の
姿
は
現
在
と
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
る
。里
見
は
、

①
多
数
の
新
聞
が
存
在
し
た
②
新
聞
が
政
党
と
深
い
関
係
を
有
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し
て
い
た―

と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
挙
げ
る
。
現
在
の
三
大
全

国
紙
（
朝
日
、
毎
日
、
読
売
）
体
制
や
、「
ま
る
で×

×

党
の

機
関
紙
だ
」
と
い
う
指
摘
が
新
聞
に
対
す
る
非
難
や
軽
蔑
で
あ

る
現
代
の
常
識
と
は
ま
る
で
違
う
世
界
が
、
そ
こ
に
は
広
が
っ

て
い
た
。 

そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
界
の
特
性
が
生
み
出
し
た
の
が
、
通
信

社
で
あ
る
。
明
治
期
に
は
政
治
主
張
を
系
列
の
地
方
紙
へ
頒
布

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
通
信
社
が
多
く
誕
生
し
、
新
聞
が
大

衆
社
会
に
向
け
て
拡
大
を
始
め
た
大
正
期
に
は
一
般
ニ
ュ
ー
ス

を
頒
布
す
る
通
信
社
が
力
を
付
け
た
。
二
強
と
し
て
存
在
感
を

示
し
た
の
が
「
帝
国
通
信
社
（
帝
通
）」
と
「
日
本
電
報
通
信
社

（
電
通
）」
だ
っ
た
。
帝
通
は
立
憲
改
進
党
の
基
幹
通
信
社
と
し

て
設
立
さ
れ
、
改
進
党
（
後
の
民
政
党
）
系
の
地
方
紙
を
基
盤

と
し
た
。
現
在
は
広
告
代
理
店
と
し
て
知
ら
れ
る
電
通
は
、
政

友
会
系
の
地
方
紙
を
顧
客
と
し
た
が
、
広
告
代
理
店
業
も
あ
わ

せ
て
業
務
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
地
方
紙
は
中

央
ニ
ュ
ー
ス
も
ほ
し
い
が
、中
央
か
ら
の
広
告
出
稿
も
ほ
し
い
。

そ
こ
で
電
通
は
、地
方
紙
に
ニ
ュ
ー
ス
を
配
信
す
る
と
同
時
に
、

広
告
代
理
店
と
し
て
広
告
の
掲
載
も
取
り
仕
切
っ
た
。
ニ
ュ
ー

ス
の
代
金
は
広
告
料
金
で
相
殺
す
る
と
い
う
画
期
的
な
仕
組
み

だ
っ
た
。 

そ
の
後
国
際
関
係
ニ
ュ
ー
ス
を
専
門
と
す
る
国
際
通
信
社

（
国
際
）
が
一
九
一
四
年
に
登
場
し
、
帝
通
は
放
漫
経
営
か
ら

姿
を
消
す
。
国
際
は
外
務
省
に
接
近
し
、
海
外
へ
の
情
報
発
信

を
旗
印
と
す
る
聯
合
通
信
社
（
聯
合
）
に
発
展
、
こ
こ
に
「
電

聯
二
大
通
信
社
」
時
代
が
昭
和
初
期
に
現
出
す
る
。
こ
う
し
た

複
雑
か
つ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
通
信
社
の
歩
み
を
手
際
よ

く
描
き
出
す
里
見
の
筆
は
、
通
信
社
が
担
う
「
公
と
私
」
の
二

律
背
反
を
も
あ
ぶ
り
出
す
。 

「
電
通
は
一
九
三
二
年
に
は
銀
座
に
地
上
八
階
、
地
下
二
階

二
〇
〇
〇
余
坪
の
社
屋
を
落
成
さ
せ
る
な
ど
安
定
し
た
収
益
を

上
げ
て
い
た
。（
中
略
）
通
信
社
の
部
門
は
総
収
入
の
四
割
程
度

だ
が
、
総
支
出
で
は
八
割
を
占
め
る
と
い
う
よ
う
に
、「
広
告
で

稼
ぎ
、通
信
を
賄
う
」方
式
で
堅
調
な
経
営
を
維
持
し
て
い
た
」。

電
通
は
当
時
か
ら
営
利
企
業
と
し
て
優
等
生
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
翻
せ
ば
、「
私
」
の
重
視
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
、
聯
合
は
国
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際
時
代
か
ら
絶
え
ず
経
営
に
苦
労
し
、
資
金
を
賄
う
た
め
に
外

務
省
に
接
近
し
た
。
な
ぜ
そ
う
し
て
ま
で
通
信
社
を
続
け
よ
う

と
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
海
外
へ
の
情
報
発
信
や
国
内
で

の
世
論
形
成
の
た
め
で
あ
り
、ひ
い
て
は
国
威
発
揚
と
い
う「
公
」

の
た
め
で
あ
っ
た
。 

「
公
」
と
い
う
か
ん
が
え
か
た
に
政
府
は
反
応
し
た
。
大
正

期
に
陸
軍
省
新
聞
班
、
外
務
省
情
報
部
、
海
軍
省
軍
事
普
及
委

員
会
が
設
置
さ
れ
る
が
、里
見
は「
外
務
省
は
国
際
世
論
形
成
、

陸
海
軍
は
国
内
世
論
形
成
に
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
す
る
こ
と
を
意

図
」
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
電
通
は
、
聯
合
が
外
務
省
か
ら

補
助
金
を
受
領
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陸
軍
に
接
近
し
対
抗
し

た
。「
公
」
の
重
視
は
、
一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
勃
発
に
よ
っ

て
手
が
付
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
ま
で
大
き
く
な
っ
て
い
く
。 

 

言
論
統
制
の
ポ
イ
ン
ト
・
オ
ブ
・
ノ
ー
リ
タ
ー
ン 

―

満
州
事
変 

 

満
州
事
変
勃
発
は
電
通
の
満
州
支
局
が
ス
ク
ー
プ
し
た
。
こ

の
事
実
は
、
電
通
と
陸
軍
と
の
関
係
を
鑑
み
れ
ば
示
唆
的
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
華
々
し
い
ス
ク
ー
プ
は
、
そ
の
後
の
大
新
聞

の
変
節
の
序
章
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。「
朝
日
、
毎
日
の
全
国
二
紙

は
、
大
勢
の
従
軍
記
者
を
現
地
派
遣
し
、
戦
地
で
撮
影
し
た
写

真
、
映
画
の
上
映
会
、
従
軍
記
者
や
軍
人
の
講
演
会
、
記
念
品

展
覧
会
、
慰
問
金
の
募
集
、
軍
歌
の
献
納
な
ど
多
種
多
様
な
企

画
を
実
施
し
、
記
事
ば
か
り
で
な
く
戦
争
に
協
力
す
る
事
業
も

展
開
し
た
」。 

こ
う
し
た
新
聞
の
姿
を
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
ど
こ
か
し
ら
、
そ
れ
は
政
府
に
よ
る
弾
圧
の

結
果
、
い
や
い
や
な
が
ら
強
い
ら
れ
た
結
果
だ
っ
た
と
解
釈
し

て
は
い
ま
い
か
。
里
見
は
そ
う
し
た
先
入
観
を
検
証
し
、
覆
し

て
い
く
。
リ
ベ
ラ
ル
と
目
さ
れ
た
高
石
真
五
郎
（
当
時
の
大
阪

毎
日
主
筆
）
に
つ
い
て
、「
外
国
生
活
が
長
く
て
リ
ベ
ラ
ル
な
考

え
を
持
っ
て
い
た
人
だ
が
、
満
州
事
変
に
関
し
て
は
、
非
常
な

強
硬
論
で
し
た
」
と
の
証
言
を
挙
げ
て
い
る
の
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
。 

「
公
」
へ
の
傾
倒
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
の
利
益
増
と
い
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う
「
私
」
と
一
体
で
あ
っ
た
。「
新
聞
は
非
常
時
に
よ
っ
て
飛
躍

す
る
。
朝
日
の
満
州
事
変
以
来
の
発
展
ぶ
り
は
あ
え
て
異
と
す

べ
き
で
な
い
が
、内
外
に
わ
た
る
ビ
ッ
グ
・
ニ
ュ
ー
ス
の
頻
出
、

国
際
情
勢
の
緊
迫
化
は
、
編
集
面
に
も
経
理
面
に
も
著
し
い
結

果
と
な
っ
て
顕
れ
た
」。朝
日
は
戦
後
に
な
っ
て
編
纂
し
た
社
史

に
お
い
て
な
お
、
そ
う
書
い
て
い
る
と
里
見
は
指
摘
す
る
。 

こ
う
し
た
状
況
を
、
里
見
は
朝
日
の
緒
方
竹
虎
の
戦
後
に
お

け
る
発
言
か
ら
引
用
す
る
か
た
ち
で
「
新
聞
資
本
主
義
」
と
指

摘
し
、
そ
の
意
識
が
言
論
統
制
の
根
本
に
存
在
し
た
と
み
る
。

『
言
論
統
制
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
』
と
い
う
書
名
は
こ
こ
に
由
来

す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、「
公
」
と
「
私
」
の
野
合
で
あ
っ
た

と
も
い
え
よ
う
。 

「
公
」
が
言
論
を
統
制
す
る
こ
と
の
理
由
や
タ
テ
マ
エ
を
供

給
し
、
そ
の
裏
側
で
「
私
」
が
実
利
や
見
返
り
を
受
け
と
る
。

こ
の
構
造
を
最
大
に
謳
歌
し
た
存
在
の
ひ
と
つ
が
、「
今
次
事
変

に
於
い
て
（
中
略
）
最
も
熱
烈
な
る
日
本
主
義
の
鼓
吹
者
と
な

っ
た
」（『
日
本
新
聞
年
鑑
』
一
九
三
八
年
版
）
朝
日
新
聞
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
実
で
は

あ
る
が
、
繰
り
返
し
、
ま
た
継
続
的
な
検
証
と
と
も
に
語
り
継

が
れ
る
べ
き
歴
史
で
あ
ろ
う
。 

 

国
策
と
い
う
御
旗―

同
盟
通
信
社 

 

通
信
社
の
興
亡
か
ら
映
し
出
さ
れ
る
戦
前
の
言
論
統
制
の
流

れ
の
頂
点
に
位
置
す
る
の
が
一
九
三
六
年
一
月
、「
電
聯
」
が
合

併
し
た
新
通
信
社
「
同
盟
通
信
社
」
の
発
足
で
あ
る
。 

戦
時
体
制
が
強
ま
る
に
つ
れ
、「
公
」
と
「
私
」
の
相
克
は
、

さ
ら
に
深
刻
な
様
相
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
局
面

の
主
役
と
し
て
、
里
見
が
描
き
出
す
の
は
、
同
盟
の
二
代
目
社

長
で
あ
る
古
野
伊
之
助
で
あ
る
。 

国
威
発
揚
、世
論
形
成
の
先
兵
で
あ
る
同
盟
の
代
表
と
し
て
、

古
野
は
当
然
「
公
」
を
体
現
す
る
人
物
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
古
野
が
公
明
正
大
で
清
廉
潔
白
だ
っ
た
こ
と
と
直
結
す
る

わ
け
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
。
古
野
は
同
時
に
、「
策
士
」
で

あ
り
、
軍
部
に
迎
合
す
る
言
論
統
制
の
主
導
者
で
も
あ
っ
た
。

里
見
は
つ
と
め
て
古
野
に
関
す
る
善
悪
の
判
断
を
避
け
て
い
る
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が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
と
い
う
べ
き
か
、
古
野
の
、
さ
ら
に
い
え

ば
「
公
」
の
持
つ
複
雑
な
陰
影
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。 

本
書
が
描
き
出
す
戦
前
の
メ
デ
ィ
ア
界
戦
国
絵
巻
に
お
い
て
、

古
野
の
対
極
と
し
て
「
私
」
に
執
着
す
る
人
物
と
し
て
配
置
さ

れ
る
の
が
、
読
売
を
率
い
る
正
力
松
太
郎
で
あ
る
。
初
代
同
盟

社
長
の
岩
永
裕
吉
が
一
九
三
九
年
に
急
逝
し
、
同
盟
の
次
期
社

長
の
人
事
問
題
が
浮
上
し
た
際
、
正
力
は
古
野
の
就
任
に
強
く

反
対
す
る
動
き
を
示
し
た
と
い
う
。 

古
野
が
絶
え
ず
「
公
」
を
考
え
続
け
た
人
物
で
あ
り
、
正
力

が
同
じ
く
「
私
」
を
考
え
続
け
た
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
古

野
を
評
価
し
正
力
を
う
さ
ん
臭
く
描
く
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。 

だ
が
、
里
見
は
そ
う
し
た
わ
か
り
や
す
い
図
式
を
採
用
す
る

こ
と
な
く
、淡
々
と
経
緯
を
た
ど
り
事
実
を
積
み
重
ね
て
い
く
。 

 

曲
折
経
た
総
仕
上
げ―

新
聞
統
合 

 

戦
時
下
に
お
け
る
言
論
統
制
の
集
大
成
と
し
て
描
か
れ
る
の

が
、
一
九
三
八
年
か
ら
は
じ
ま
り
一
九
四
二
年
末
に
完
成
す
る

新
聞
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。 

言
論
統
制
が
掲
げ
る
「
公
」
の
看
板
の
下
に
は
、
実
に
多
彩

な
人
物
が
結
集
し
た
も
の
だ
と
た
め
息
を
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

「
単
な
る
軍
事
専
門
家
の
枠
を
越
え
た
行
政
的
能
力
を
有
す
る

軍
部
官
僚
」
と
し
て
「
政
経
将
校
」
と
呼
ば
れ
た
軍
人
た
ち
。

「
世
界
史
的
な
危
機
状
況
の
認
識
に
立
っ
て
、
自
由
主
義
と
個

人
主
義
の
行
き
詰
ま
り
の
意
識
か
ら
新
し
い
世
界
観
に
基
づ
く

国
家
改
造
を
目
指
し
た
」
革
新
官
僚
の
面
々
。
新
聞
社
の
権
力

闘
争
か
ら
弾
か
れ
た
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
胸
に
軍
部
に
接
近
す
る

元
新
聞
記
者
た
ち
。
全
国
紙
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
言
論
統

制
と
い
う
「
公
」
に
争
っ
て
我
が
身
を
差
し
出
そ
う
と
す
る
地

方
紙
経
営
者
。
結
果
と
し
て
競
争
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る

安
逸
を
む
さ
ぼ
る
新
聞
販
売
店
。 

そ
の
な
か
で
、
敢
然
と
「
私
益
」
を
追
求
す
る
正
力
は
む
し

ろ
、
清
々
し
い
存
在
に
み
え
る
。
正
力
は
単
な
る
直
情
漢
で
は

な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
自
在
に
構
築
で
き
る
戦
略
家
で
も
あ
っ

た
。
当
時
の
新
聞
用
紙
不
足
か
ら
、
割
当
の
基
準
と
な
る
「
一
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ヶ
年
間
の
有
代
発
行
部
数
」の
調
査
・
発
表
を
求
め
ら
れ
た
際
、

発
行
部
数
を
秘
中
の
秘
と
し
て
押
し
黙
る
各
社
の
な
か
で
唯
一
、

正
力
だ
け
が
公
開
を
主
張
し
た
。
部
数
の
公
開
は
、「
公
」
へ
の

貢
献
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
建
前
で
あ
っ
て
、
正
力
が

公
表
を
主
張
し
た
本
心
は
そ
こ
に
は
な
い
。「「
読
売
は
、
東
京

の
有
代
発
行
部
数
が
最
多
で
あ
る
」
と
い
う
自
信
と
、
そ
れ
が

実
数
で
裏
付
け
ら
れ
れ
ば
、
読
売
の
存
在
は
確
固
た
る
も
の
に

な
る
と
い
う
思
惑
が
働
い
た
た
め
」
で
あ
っ
た
。 

本
書
は
、
現
在
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
で
あ
り
続
け
て
い

る
記
者
ク
ラ
ブ
問
題
の
源
流
に
も
触
れ
て
い
る
。「
戦
時
下
に
形

成
さ
れ
た
記
者
倶
楽
部
の
形
態
は
、
現
在
の
『
記
者
ク
ラ
ブ
』

と
し
て
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
て
い
る
」。原
寿
雄
は
一
九
七
九
年

に
、
洪
水
の
よ
う
な
発
表
に
よ
る
情
報
操
作
を
危
惧
し
て
「
発

表
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
（
二
）

が
、
本
書

の
以
下
の
記
述
を
み
れ
ば
、
そ
の
源
流
は
戦
時
下
に
あ
り
、
ま

た
そ
の
危
険
性
も
き
わ
め
て
早
い
時
期
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

記
者
倶
楽
部
が
完
全
に
当
局
の
管
理
下
に
組
み
い
れ
ら

れ
た
こ
と
の
弊
害
を
、
伊
藤
正
徳
は
「
自
由
取
材
は
記
者
を

記
者
た
ら
し
め
る
根
本
の
要
素
で
あ
る
。（
し
か
し
、
記
者

倶
楽
部
に
よ
っ
て
）
記
者
は
自
ら
動
く
必
要
も
な
く
、
ま
た

動
い
て
も
意
味
を
成
さ
な
く
な
っ
た
。『
記
者
は
足
で
書
く

の
だ
』
と
教
え
ら
れ
た
大
正
時
代
の
記
者
訓
な
ど
は
、
出
鱈

目
の
言
葉
と
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
記
者

は
た
だ
『
発
表
』
を
待
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
戦
時
期
に
醸
成
さ
れ
た
「
た
だ
発
表
を
待
つ
」
な

ど
と
い
う
記
者
の
意
識
も
現
在
に
繋
が
っ
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
。 

 

お
わ
り
に―

「
公
」
と
「
私
」
の
相
克 

 

里
見
に
よ
る
と
、「
古
野
の
国
家
に
対
す
る
意
識
は
、
同
盟
が

公
益
法
人
の
「
国
策
通
信
社
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
国
家

と
の
間
に
「
距
離
感
」
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
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「
公
」
の
名
の
下
に
踊
っ
た
人
び
と
の
中
で
、
古
野
が
別
格
で

あ
る
理
由
も
わ
か
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
物
は
、「
公
」
の
タ
テ
マ

エ
の
中
に
ど
れ
だ
け
「
私
」
の
ホ
ン
ネ
を
紛
れ
込
ま
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
を
競
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
私
」
の
少
な
い
古
野
が

そ
れ
だ
け
信
頼
と
尊
敬
を
集
め
た
の
は
当
然
で
あ
る
。 

古
野
の
片
腕
と
し
て
日
本
新
聞
会
理
事
を
務
め
た
岡
村
二
一

は
「
新
聞
の
本
質
的
矛
盾
は
、
公
益
性
を
有
す
る
国
家
国
民
の

公
器
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
経
営
形
態
が
資
本
中
心
の
営
利

企
業
で
あ
る
点
に
あ
る
」
と
し
、「
営
利
第
一
主
義
を
封
じ
、
資

本
中
心
か
ら
国
家
中
心
へ
、
売
れ
る
新
聞
か
ら
良
き
新
聞
、
役

立
つ
新
聞
へ
と
集
中
発
揚
せ
し
め
る
」
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
古

野
の
統
制
に
対
す
る
基
本
的
考
え
も
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、

と
里
見
は
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
古
野
の
業
績
が
疑
問
の
余

地
な
く
顕
彰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。 

通
常
、「
公
」は
清
潔
で
高
尚
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、

印
象
に
残
る
の
は
む
し
ろ
「
私
」
の
持
つ
清
廉
さ
で
あ
る
。「
良

き
新
聞
」「
役
に
立
つ
新
聞
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
現
代
に
お

い
て
は
ど
こ
か
禍
々
し
い
。 

〈
古
野
＝
公
／
正
力
＝
私
〉の
構
図
を
描
く
の
は
た
や
す
い
。

し
か
し
、
そ
の
構
図
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
、
ま
た
ど
の
よ
う

な
教
訓
を
引
き
出
す
べ
き
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。

「
私
」
は
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
ど
ん
な
ふ
う
に
「
公
」

の
た
め
に
作
動
す
べ
き
も
の
な
の
か
。「
公
の
た
め
」
と
い
っ
た

途
端
に
つ
き
ま
と
う
居
丈
高
さ
へ
の
解
毒
剤
と
し
て
の
「
私
」

の
効
用
は
あ
ろ
う
が
、
と
い
っ
て
野
放
図
な
「
私
」
の
放
置
が

問
題
で
あ
る
こ
と
は
昨
今
の
ネ
ッ
ト
状
況
を
見
て
も
あ
き
ら
か

で
あ
る
。 

戦
後
、
戦
犯
と
し
て
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
に
共
に
入
獄
し
た
古
野

と
正
力
は
、
獄
で
同
じ
房
に
あ
っ
た
。
釈
放
後
、
正
力
は
衆
院

選
に
出
馬
し
当
選
す
る
が
、
古
野
は
政
治
の
表
舞
台
に
立
つ
こ

と
は
な
か
っ
た
。
佐
藤
栄
作
が
古
野
に
、
日
本
電
信
電
話
公
社

の
経
営
委
員
長
を
無
報
酬
で
打
診
し
た
と
き
に
は
、「
利
益
を
目

的
と
し
な
い
公
社
で
あ
る
こ
と
や
無
報
酬
が
気
に
入
っ
た
」
と

し
て
受
け
た
と
い
う
。 

古
野
の
通
夜
に
は
、
正
力
が
列
席
し
た
。
戦
前
に
新
聞
社
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社
長
を
務
め
た
中
で
通
夜
に
列
席
し
た
の
は
正
力
だ
け
で
、

犬
猿
の
仲
と
思
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、「
霊
前
に
焼
香
、
し

ば
し
瞑
目
す
る
正
力
の
姿
は
集
ま
っ
た
人
び
と
の
心
を
強

く
打
っ
た
」
と
い
う
。 

対
照
的
な
二
人
は
、
実
は
お
互
い
を
よ
く
理
解
し
合
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
「
公
」
と
「
私
」
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
、
よ
く

わ
き
ま
え
て
い
た
。
そ
う
思
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。 

冒
頭
で
触
れ
た
吉
本
に
戻
れ
ば
、〈
世
界
の
諸
層
を
短
絡
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
や
か
し
の
倫
理
を
産
み
出
す
〉
手
法
は
特

に
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
政
治
家
の
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら

反
社
会
勢
力
の
い
ち
ゃ
も
ん
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
が
今
も
日
常
的

に
直
面
し
て
い
る
ま
か
や
し
の
基
本
的
生
産
手
法
に
す
ぎ
な
い
。

む
し
ろ
考
え
る
べ
き
は
、
人
び
と
が
そ
う
し
た
ま
や
か
し
を
ま

も
な
く
「
声
を
あ
げ
て
指
弾
す
る
叡
智
を
獲
得
と
す
る
で
し
ょ

う
」
と
し
た
吉
本
の
予
想
（
三
）

が
一
向
に
実
現
す
る
気
配
の
な

い
こ
と
だ
ろ
う
。 

そ
う
考
え
れ
ば
、「
公
」
の
硬
直
よ
り
も
「
私
」
の
堕
落
よ
り

も
さ
ら
に
懸
念
す
べ
き
な
の
は
、「
公
」
と
「
私
」
を
短
絡
さ
せ
、

見
か
け
上
の
擬
似
的
な
倫
理
を
産
み
出
す
手
法
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
、「
公
」
を
「
私
」
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
で
遂
行
さ
れ

た
戦
時
言
論
統
制
の
顛
末
は
、
今
も
学
び
取
る
べ
き
教
訓
に
満

ち
て
い
る
。
同
時
に
、
そ
の
重
層
性
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
単
純
化

さ
れ
て
描
か
れ
論
じ
ら
れ
が
ち
な
戦
前
の
言
論
統
制
史
に
つ
い

て
の
、
本
書
は
格
好
の
水
先
案
内
に
な
っ
て
い
る
。 

 

（
一
） 

吉
本
隆
明
『
重
層
的
な
非
決
定
へ
』
大
和
書
房
、
七
二
頁
。 

（
二
） 

原
寿
雄
「
発
表
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
時
代
へ
の
抵
抗
」『
新
聞
研
究
』
一
九
七
九

年
一
二
月
号
、
一
六―

二
三
頁
。 

（
三
） 

吉
本
、
前
掲
書
、
七
三
頁
。 
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