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序章　真実を語れ、そのまったき複雑性において

序
　
章
　
真
実
を
語
れ
、
そ
の
ま
っ
た
き
複
雑
性
に
お
い
て

１
．「
浮
遊
す
る
記シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

号
表
現
」
と
し
て
の
人
種

一
九
六
〇
年
代
前
半
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
も
と
で
学
び
な
が
ら
『
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
を
愛

読
し
て
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
活
動
家
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
そ
の
編
集
長
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
が
ジ
ャ
マ
イ

カ
生
ま
れ
の
黒
人
で
あ
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
と
い
う1

▼

。
自
分
よ
り
も
一
回
り
年
上
の
ホ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
人
間
か
に
つ
い
て
は
、
関
心
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
、
人
種
や
民
族
と
誰
か
の

「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
結
び
つ
き
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
か
さ
え
「
学
ん
で
い
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
と
述

懐
し
て
い
る
。
確
か
に
、
編
集
長
の
任
に
あ
っ
た
期
間
、『
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
上
で
ホ
ー
ル
が
、
後
に
す

る
よ
う
に
「
植
民
地
少
年
」
と
し
て
の
自
ら
の
自
伝
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
、
人
種
差
別
や
人
種
に
つ
い
て
は
っ

き
り
と
書
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
述
懐
を
無
知
と
し
て
非
難
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
告
白
は
、
極
め
て
徴
候
的
な
出
来
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
一
九
六
〇
年

カルチュラル・スタディーズの理論家、スチュアート・ホール（1932–2014年）。
ジャマイカのキングストンで生まれ、1951年にイギリスに渡り、オクスフォー
ド大学で近代英米文学を学ぶ。バーミンガム大学現代文化研究センターを拠点に
メディアや現代文化の批判的研究に貢献した。批評家としては 1980年代に「サ
ッチャリズム」という用語を作り出し、イギリスにおけるサッチャー保守党政権
のネオリベラリズムや「権威主義的ポピュリズム」に対する批判の論陣を張り、
反人種差別をめぐる社会運動や黒人アーティストの表現活動にも多大な影響を与
えた。若い頃は『ニュー・レフト・レヴュー』の編集長を務め、中学校の教員を
しながら生活。のちに大学やオープン・ユニヴァーシティで教えるようになって
からも、アカデミズムの外へ積極的に出て、テレビやラジオ出演などを通じ幅広
い読者・聴衆に向けて発言をおこなった。
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代
に
イ
ギ
リ
ス
を
舞
台
に
英
語
で
批
判
的
な
政
治
論
評
を
書
き
続
け
る
知
識
人
は
、
お
そ
ら
く
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
白
人
だ

ろ
う
と
い
う
仮
説
、
思
い
込
み
、
常
識
化
さ
れ
た
知
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
同
時
に
、
か
つ
て
の
大
英
帝
国
を
は
じ

め
、
世
界
の
植
民
地
が
次
々
と
独
立
し
て
い
く
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、

ケ
ニ
ア
な
ど
で
激
し
い
反
植
民
地
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
言
論
界
に
は
ア
フ
リ
カ
系
、

カ
リ
ブ
系
、
イ
ン
ド
系
、
中
国
系
な
ど
の
非
白
人
の
知
識
人
の
場
所
が
あ
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
で
イ
ギ
リ
ス
の
言
論
界
を
見
て
い
た
の
は
、
な
に
も
デ
イ
ヴ
ィ
ス
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
ホ
ー
ル
が
「
良
き
植
民
地
の
臣
民
」
と
し
て
ロ
ー
ズ
奨
学
金
を
獲
得
し
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
た
ど
り
着

く
二
〇
年
も
前
に
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
生
ま
れ
の
C
・
L
・
R
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
小

さ
な
町
ネ
ル
ソ
ン
で
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
目
に
し
た
ホ
ー
ル
の
言
葉
遣
い
や
筆
致
が
、
あ
ま
り
に
も
「
イ
ギ
リ
ス
的
」
だ
っ
た
と
い
う
言

い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
学
校
で
読
ん
だ
デ
ィ
ケ
ン
ズ
や
サ
ッ
カ
レ
ー
の
描
き
出
す
ロ
ン
ド
ン
や

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
風
景
を
、
ま
る
で
自
分
の
国
で
あ
る
か
の
よ
う
に
疑
似
記
憶
し
て
い
た
ホ
ー
ル
少
年
ほ
ど
、
被
植
民
者
に

よ
る
植
民
者
の
「
擬
態
」
を
見
事
に
表
し
て
い
る
事
例
は
な
い
。
ホ
ー
ル
は
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
自
分
は
イ
ギ

リ
ス
に
来
て
か
ら
「
西
イ
ン
ド
人
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
」
の
だ
と2

▼

。
ホ
ー
ル
の
置
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
立
場
性
に
お

い
て
、
人
種
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
構
成
す
る
一
属
性
と
し
て
の
「
変
数
」
的
要
素
を
超
え
て
、
彼
の
言
論
人
と
し

て
の
、「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
」
と
し
て
の
、
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

白
人
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
当
時
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
す
ら
な
か
っ
た
ホ
ー
ル
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
階
級
政
治
や
冷
戦
下
に
お
け

る
社
会
主
義
に
つ
い
て
、「
私
た
ち
」
と
い
う
主
語
を
用
い
て
読
者
に
語
り
か
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
な
の

だ
が
、
ホ
ー
ル
は
そ
れ
を
わ
ざ
と
や
っ
て
い
た
。
当
然
、「
私
た
ち
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
雑
誌
の
読
者
、
集
会
や
勉
強
会

の
参
加
者
、
ラ
ジ
オ
の
リ
ス
ナ
ー
は
、
そ
う
呼
び
か
け
る
人
間
が
「
イ
ギ
リ
ス
人
」
で
あ
り
、「
社
会
主
義
者
」
で
あ
り
、

「
左
翼
」
で
あ
り
、
な
に
よ
り
「
白
人
」
で
あ
る
「
私
た
ち
」
と
同
じ
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と

「
誤
解
」
し
た
だ
ろ
う
。
ホ
ー
ル
自
身
が
人
種
を
語
る
と
き
に
頻
繁
に
用
い
て
い
た
表
現
を
借
り
る
な
ら
、「
浮
遊
す
る
記
号

表
現
」
と
し
て
の
人
種
を
、
ま
さ
に
ホ
ー
ル
自
身
が
体
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
こ
と
が
白
人
性
に

完
全
に
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
状
況
を
逆
手
に
取
っ
て
、
肌
の
色
、
植
民
地
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
主
客
関
係
、

国
民
と
し
て
の
資
格
付
け
の
間
に
は
必
然
的
照
応
関
係
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
リ
ア
ル
に
演
じ
て
い
た
の
で

あ
る
。

と
す
れ
ば
、
ホ
ー
ル
が
白
人
イ
ギ
リ
ス
人
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
人
々
は
、
見
事
に
騙
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
騙
さ
れ
た

と
同
時
に
、
人
種
は
ま
さ
に
「
浮
遊
す
る
記
号
表
現
」
と
し
て
、
様
々
な
歴
史
的
状
況
の
も
と
で
、
様
々
な
他
の
人
間
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
分
類
し
機
能
す
る
「
様
態
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

黒
人
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ん
の
保
証
も
な
い
し
、
同
時
に
白
人
で
あ
る
こ
と
に
も
な
ん
の
保
証
も
な
い
。
黒
人
で
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
奴
隷
制
の
記
憶
を
す
べ
て
引
き
受
け
て
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
同
情
さ
れ
、
共
感
さ

れ
、
支
援
さ
れ
る
べ
き
か
弱
き
存
在
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
多
く
の
物
理
的
精
神
的
犠
牲
を

払
い
な
が
ら
、「
黒
い
こ
と
は
美
し
い
（black is beautiful

）」
し
、「
黒
人
で
あ
る
こ
と
に
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
」
こ
と
さ
え
、

可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
で
は
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
と
い
う
ア
フ
リ
カ
系
大
統
領
の
誕
生
を
見
た
。
そ
れ
は
、

白
人
と
黒
人
の
人
種
関
係
か
ら
見
れ
ば
「
い
い
こ
と
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
視
点
を
変
え
て
日
米
関
係
の
文
脈
で
、
ア

メ
リ
カ
人
と
非
白
人
と
し
て
の
日
本
、
さ
ら
に
は
日
本
の
内
部
で
の
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
と
ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
と
の
人
種
的
民
族
的

関
係
の
文
脈
で
彼
が
し
た
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
沖
縄
へ
の
基
地
負
担
を
強
化
し
た
と
い
う
負
の
功
績
が
目
立
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
保
証
の
な
さ
」
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
て
も
言
え
る
こ
と
だ
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
ず
っ
と
目
指
し
て
き
た
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「
男
性
と
対
等
に
」
と
い
う
目
標
は
、
世
界
に
続
々
と
女
性
リ
ー
ダ
ー
が
誕
生
し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
表
面
的

に
は
実
現
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、「
多
文
化
主
義
は
失
敗
だ
っ
た
」
と
明
言
し
て
移
民
へ
の
排
外
主
義
を

再
活
性
化
さ
せ
る
余
地
を
作
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
女
性
政
治
家
の
代
表
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
首
相
だ

っ
た
。

他
に
も
い
く
つ
も
の
事
例
が
あ
る
中
で
、
一
つ
確
実
に
言
え
る
の
は
、
黒
人
が
大
統
領
に
な
り
、
女
性
が
リ
ー
ダ
ー
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
世
界
が
多
様
性
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
平
等
性
が
必
ず
し
も
相
対
的
比
重
を
増
し
て
い

く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
だ
。
ホ
ー
ル
が
亡
く
な
っ
た
二
〇
一
四
年
以
降
、
日
本
を
含
め
て
権
威
主
義
的
で
国
家
主

義
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
勢
い
で
力
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。
人
種
の
言
説
は

そ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
心
に
、
再
び
姿
を
現
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
種
を
「
浮
遊
す
る
記
号
表
現
」
と
し
て
考
え
、

そ
の
重
要
性
と
と
も
に
、
そ
の
「
保
証
の
な
さ
」
も
視
野
に
入
れ
た
ホ
ー
ル
の
思
考
を
こ
こ
で
再
び
読
み
直
し
、
現
代
と
い

う
重
層
的
情
況
の
中
で
解
釈
し
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

２
．「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
人
種
差
別

人
種
差
別
は
「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
根
幹
を
な
す
原
理
だ
っ
た
。「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
は
、

移
民
労
働
者
の
居
場
所
を
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
「
内
な
る
敵
」
と
い
う
立
場
に
最
適
化
す
る
こ
と
で
白
人
労
働
者
階
級
や
相

対
的
貧
困
層
に
訴
え
、
一
二
年
に
わ
た
る
長
期
政
権
を
敷
い
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
ど
の
よ
う
に
支
持
を
動
員

で
き
た
の
か
を
説
明
す
る
際
に
ホ
ー
ル
が
用
い
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。
前
述
の
メ
ル
ケ
ル
や
、
現
イ
ギ
リ
ス
首
相
の
テ
レ
ー

ザ
・
メ
イ
ら
の
先
駆
者
と
も
言
え
る
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
政
策
哲
学
を
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
と
名
付
け
た
ホ
ー
ル
は
、
そ
れ
が

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
急
に
現
れ
て
力
を
獲
得
し
た
、
保
守
政
治
の
突
然
変
異
だ
と
は
決
し
て
考
え
な
か
っ
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー

の
台
頭
に
道
を
開
き
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
人
気
を
準
備
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
労
働

党
政
権
下
に
お
け
る
「
左
翼
の
失
敗
」
だ
っ
た
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
党
の
政
治
家
、
公
式
・
非
公
式
の

ブ
レ
ー
ン
の
知
識
人
、
草
の
根
の
活
動
家
た
ち
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
の
政
治
的
重
要
性
を
訴
え
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
た

と
い
う
指
摘
だ
っ
た
。
こ
の
「
失
敗
」
は
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
と
彼
女
の
ブ
レ
ー
ン
た
ち
が
、
伝
統
的
な
保
守
党
基
盤
で
あ
る
貴

族
や
大
地
主
、
巨
大
資
本
家
に
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
て
も
そ
れ
に
屈
せ
ず
、
積
極
的
な
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
起
業
家
に
チ
ャ
ン

ス
を
与
え
な
が
ら
、
組
合
の
解
体
や
労
働
者
階
級
の
内
部
分
裂
を
謀
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
的
社
会
関
係
を
変
え
て
し

ま
お
う
と
し
た
一
方
で
、
労
働
党
は
旧
態
依
然
と
し
た
階
級
政
治
や
、
組
合
を
ベ
ー
ス
に
し
た
利
益
団
体
政
治
を
政
治
過
程

の
中
枢
に
置
く
思
考
を
変
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
以
前
の
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
さ
ら
に

重
要
な
「
失
敗
」
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
戦
後
政
治
が
世
界
的
な
新
自
由
主
義
の
波
に
波
長
を
合
わ
せ
る
契
機
を
準
備
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
九
七
八
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
最

も
批
判
的
で
重
厚
な
研
究
と
し
て
評
価
さ
れ
続
け
て
い
る
共
同
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
、『
危
機
を
取
り
締
ま
る

―
路
上

強
盗
、
国
家
、
法
と
秩
序
（Policing the C

risis: M
ugging, the State, and the Law

 and O
rder

）』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
英
語
で
は
一
般
的
に
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
路
上
強
盗
（m

ugging

）」
と
い
う
言
葉
を
、
移
民
や
黒

人
が
関
わ
っ
た
犯
罪
を
報
道
し
た
り
検
証
し
た
り
す
る
際
に
多
用
し
、
移
民
や
黒
人
を
「
ラ
ベ
リ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
「
犯
罪

者
化
」
し
て
都
市
に
お
け
る
人
種
差
別
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
く
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
戦
略
に
呼
応
す
る
か
の
よ

う
に
、
一
九
七
〇
年
代
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
治
安
当
局
と
そ
の
方
向
性
を
後
押
し
し
た
労
働
党
政
権
は
、「
法
と
秩
序
」
の
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回
復
ば
か
り
を
判
で
押
し
た
よ
う
に
唱
え
続
け
た
。「
内
な
る
敵
」
は
、
す
で
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
登
場
以
前
に
用
意
さ
れ
て
い

た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
そ
の
存
在
に
「
内
な
る
敵
」
と
命
名
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
危
機
を
取
り
締
ま
る
』
は
、

こ
の
い
わ
ば
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
前
史
を
同
時
代
的
に
実
証
し
、
か
つ
批
判
し
た
緊
張
感
に
満
ち
た
書
物
で
あ
る
。

サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
誕
生
前
後
や
、
大
方
の
予
想
に
反
し
て
彼
女
が
再
選
さ
れ
る
一
九
八
四
年
の
総
選
挙
前
後
に
ホ
ー
ル
が

旺
盛
に
書
き
発
表
し
た
論
考
は
、「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
暫
定
的
勝
者
と
し
て
定
位
す
る
も
の
だ

っ
た
。
市
場
原
理
で
社
会
を
再
編
成
す
る
こ
と
を
国
策
と
す
る
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
に
お
い
て
は
、
社
会
変
動
の
波
に
乗

れ
な
い
社
会
の
構
成
員
は
自
助
努
力
の
で
き
な
い
落
伍
者
扱
い
さ
れ
、
格
差
は
拡
大
さ
れ
る
。
そ
れ
と
知
っ
て
い
な
が
ら
、

な
ぜ
「
本
来
」
は
支
持
す
る
こ
と
な
ど
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
労
働
者
階
級
の
多
く
が
サ
ッ
チ
ャ
ー
と
保
守
党
に
票

を
投
じ
た
の
か
。
ホ
ー
ル
は
、
ま
ず
労
働
者
階
級
が
労
働
党
や
左
派
勢
力
を
支
持
す
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
、
保
証

な
き
政
治
を
見
誤
り
続
け
て
き
た
落
と
し
穴
だ
と
看
破
し
た
。
階
級
意
識
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
共
同
体
と
し
て
の
労
働
者
階

級
と
は
一
体
誰
だ
っ
た
の
か
。
も
し
そ
の
共
同
性
が
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
階
級
闘
争
を
な
ん
と
か
成
り
立
た
せ

て
き
た
の
だ
と
し
て
も
、「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
は
「
社
会
な
ど
な
い
、
あ
る
の
は
個
人
と
家
族
の
み
」
と
い
う
言
説
に
よ

っ
て
、
共
同
性
＝
社
会
そ
の
も
の
を
無
意
味
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。「
狂
信
的
左
翼
」
と
い
う
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
好
ん
で
多

用
し
た
フ
レ
ー
ズ
は
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
く
、
硬
直
化
し
た
左
翼
の
政
治
的
思
考
を
反
面
で
言
い
当
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
階
級
の
切
り
崩
し
工
作
は
、
移
民
を
標
的
と
し
た
人
種
政
治
を
活
性
化
さ
せ
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
戦
後

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
復
興
を
支
え
て
き
た
カ
リ
ブ
、
イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
、
中
国
か
ら
の
移
民
労
働
者
二
世
や
三
世
に
対
し
て
、

「
そ
し
て
あ
な
た
た
ち
は
、
ど
こ
に
帰
る
ん
で
す
か
？
」
と
脅
迫
的
に
問
い
続
け
た
。
ま
さ
に
人
種
は
「
階
級
が
作
動
す
る

様
態
」
と
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
各
都
市
は
人
種
的
緊
張
と
不
安
定
さ
が
彷
徨
す
る
「
ゴ
ー
ス
ト
・
タ
ウ
ン3

▼

」
と
化
し
た
。

階
級
政
治
が
人
種
差
別
へ
と
転
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
級
横
断
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ふ
つ
ふ
つ
と
形
成
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
左
右
の
政
治
は
も
と
も
と
不
均
衡
で
非
対
称
な
も
の
だ
。
そ
れ
は
生
産
手
段
が
共
有
も
分
有
も
さ
れ
な
い
状
態

で
築
か
れ
る
生
産
関
係
に
似
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
こ
の
非
対
称
性
の
解
消
こ
そ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー

政
治
の
目
的
だ
と
定
め
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
左
翼
は
非
対
称
性
自
体
に
鈍
感
だ
っ
た
。
物
理
的
客
観
的
に
労
働
者
階
級
で
あ

る
こ
と
が
、
な
ぜ
政
治
的
指
向
性
に
お
い
て
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
し
ま
う
の
か
を
感
知
す
る
「
知
的
感
受
性4

▼

」

に
乏
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

そ
の
隙
間
に
入
り
込
ん
だ
の
が
「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
だ
っ
た
と
ホ
ー
ル
は

説
く
の
だ
が
、
こ
の
入
り
込
ん
だ
過
程
、
経
過
、
仕
組
み
を
説
明
す
る
際
に
、
ホ
ー
ル
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
言
葉
遣
い
、
語
彙
、

レ
ト
リ
ッ
ク
の
総
体
、
つ
ま
り
言
説
と
、
そ
の
言
説
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
解
釈
可
能
に
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
調
し

た
。
政
治
経
済
学
者
の
ボ
ブ
・
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
は
、
こ
の
よ
う
な
ホ
ー
ル
の
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
解
釈
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

主
義
」
と
し
て
批
判
し
た5

▼

。
簡
単
に
言
う
な
ら
ば
、
言
葉
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
が
表
象
す
る
客
観

的
真
実
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
張
だ
。
な
ぜ
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
こ
こ
ま
で
支
持
さ
れ
、
反
対
勢
力
は
支
持
さ
れ

な
い
の
か
。
そ
れ
に
は
客
観
的
な
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
真
実
な
の
だ
。
だ
か
ら
…
…
、
と
い
う
論
理

で
あ
る
。
言
葉
は
あ
く
ま
で
真
実
を
表
象
す
る
だ
け
で
、
代
理
物
で
あ
る
と
い
う
発
想
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
所
詮
言
葉

だ
、
言
葉
で
人
の
意
識
は
変
え
ら
れ
な
い
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
を
支
持
す
る
存
在
そ
の
も
の
を
突
き
止
め
て
、
そ
の
存
在
を
変
革

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
う
い
う
存
在
は
こ
う
い
う
意
識
を
持
ち
、
こ
う
い
う
行
為
に
出
る
と
い
う
、
機
械
的
因

果
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
思
考
で
あ
る
。
し
か
し
ホ
ー
ル
は
違
っ
た
。
存
在
と
意
識
は
時
に
矛
盾
す
る
。
そ
こ
に
絶
対
的
に
保

証
さ
れ
た
照
応
性
は
な
い
。
労
働
者
階
級
「
だ
か
ら
」、
左
翼
「
だ
か
ら
」、
で
は
な
く
、
労
働
者
階
級
「
に
も
か
か
わ
ら

ず
」、
左
翼
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
ね
じ
れ
こ
そ
が
キ
ー
で
あ
り
、
そ
の
ね
じ
れ
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
に
は
、
言

葉
を
根
源
的
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
と
も
、
言
語
論
的
転
回
と
も
、
も
っ
と
大
雑
把
に
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ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
も
言
わ
れ
た
思
潮
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
高
等
教
育
の
研
究
機
関
と
し
て
は
ど
こ
よ
り
も
早
く
注
目
し
、
そ
れ

ら
を
方
法
論
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
現
代
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の
活
動
を
経
た
ホ
ー
ル
が
、

伝
統
的
な
労
働
党
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
知
識
人
た
ち
に
返
し
た
応
答
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

３
．
言
葉
と
知
的
感
受
性

言
葉
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
言
葉
遣
い
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
れ
が
記
号
と
言
わ
れ
よ
う
と
言
説
と
言
わ
れ
よ
う

と
、
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
そ
こ
に
は
言
葉
へ
の
強
い
批
判
的
感
受
性
か
ら
生
ま
れ
る
、
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
・
ホ
ー
ル
に
し
か
で
き
な
い
政
治
へ
の
介
入
の
仕
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
論
文
や
エ
ッ
セ
イ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
数
多

く
の
講
演
、
集
会
で
の
演
説
、
テ
レ
ビ
の
ト
ー
ク
番
組
へ
の
出
演
、
日
本
の
放
送
大
学
も
モ
デ
ル
に
し
た
オ
ー
プ
ン
・
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
で
の
テ
レ
ビ
画
面
を
通
し
て
の
講
義
。
ホ
ー
ル
が
話
す
と
き
、
彼
は
書
く
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
機
械
的
因

果
論
で
言
葉
を
紡
が
な
い
。
も
う
そ
れ
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
、
以
前
に
話
し
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
事
柄
で

も
、
議
論
し
た
い
こ
と
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
必
要
だ
と
判
断
す
れ
ば
、
何
度
で
も
多
用
し
て
、
再
確
認
し
な
が
ら
話
を
進

め
た
。
ホ
ー
ル
が
特
定
の
テ
ー
マ
で
話
を
す
る
な
ら
ば
当
然
も
う
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
語
彙
や
概
念
で
も
、

一
つ
一
つ
確
認
し
な
が
ら
、
そ
し
て
時
に
聴
く
も
の
を
惑
わ
せ
な
が
ら
、
的
確
に
言
葉
を
紡
い
で
い
っ
た
。
そ
う
し
た
姿
勢

そ
の
も
の
が
、
ホ
ー
ル
が
「
理
論
化
」
と
呼
ん
で
き
た
作
業
に
も
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
ニ
ュ
ー
・
レ
フ

ト
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
の
前
身
で
あ
る
『
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
ア
ン
ド
・
レ
フ
ト
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
時
代
は
、
イ
ギ
リ
ス
共
産
党

の
若
き
秀
才
だ
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
や
、
後
に
社
会
史
の
大
家
と
な
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ト
ム
ス
ン
に
「
マ
ル
ク

ス
主
義
解
釈
の
厳
格
さ
の
欠
如
」
を
批
判
さ
れ
、「
権
威
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
ソ

ッ
プ
ら
か
ら
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
主
義
を
批
判
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
積
極
的
に
黒
人
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
論
を
展
開

し
た
際
に
「
黒
人
文
化
の
「
黒
」
と
は
そ
も
そ
も
な
ん
の
こ
と
だ
？
」
と
疑
問
を
呈
し
た
途
端
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

ア
フ
リ
カ
系
知
識
人
か
ら
、
か
つ
て
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ

た
。論

争
的
で
あ
る
こ
と
を
避
け
ず
、
む
し
ろ
論
争
の
場
所
を
拓
く
よ
う
な
そ
の
知
性
の
身
振
り
は
、
文
芸
批
評
家
テ
リ
ー
・

イ
ー
グ
ル
ト
ン
か
ら
「
ヒ
ッ
プ
ス
タ
ー
」
と
揶
揄
さ
れ
も
し
た
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
左
翼
の
身
内
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
て

き
た
批
判
や
非
難
に
つ
い
て
、
な
ん
で
い
つ
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
ホ
ー
ル
自
身
が
そ
の
理
由
を
は
っ
き
り
自
覚
的
に
説
明

し
て
い
る
。

私
は
、
私
た
ち
の
世
代
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
向
き
合
っ
た
と
き
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
内
に
抱
え

込
め
る
全
体
性
と
し
て
の
確
実
さ
を
求
め
る
も
の
と
し
て
、
理
論
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
で
は
な
く
、
す
で
に
私
た
ち
が
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
過
程
や
説
明
に
お
け
る
偶
発
性
の
力
と

い
う
も
の
を
認
め
る
必
要
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
決
ま
っ
た
場
所
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の

力
学
が
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
を
規
定
し
て
い
る
と
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る6

▼

。

こ
の
よ
う
な
「
知
的
感
受
性
」
を
も
っ
て
、
ホ
ー
ル
は
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
を
は
じ
め
、
彼
が
批
判
す
る
対
象
に
対
峙
し

た
。
知
識
人
、
言
論
人
と
し
て
活
動
を
始
め
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
の
学
生
時
代
か
ら
「
ヒ
ッ
プ
」
で
あ
る
こ
と
に
半
ば
自

覚
的
だ
っ
た
「
植
民
地
少
年
」
の
言
葉
へ
の
感
受
性
と
想
像
力
は
、
ず
っ
と
後
年
に
な
っ
て
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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そ
の
態
度
が
最
も
鮮
明
に
現
れ
た
の
は
、「
制
度
的
」
人
種
差
別
を
処
方
箋
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ

と
の
不
備
を
的
確
に
指
摘
し
た
一
九
九
九
年
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
、「
ス
カ
ー
マ
ン
か
ら
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ロ
ー
レ
ン

ス
へ7

▼

」
に
お
け
る
ホ
ー
ル
の
警
句
で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
一
九
九
三
年
に
一
人
の
カ
リ
ブ
系
の
少
年
が
五
人
の
白
人

の
若
者
に
よ
っ
て
命
を
絶
た
れ
た
出
来
事
の
、
公
的
な
落
と
し
前
に
対
す
る
鋭
い
批
判
的
回
答
だ
っ
た
。「
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
事
件
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
出
来
事
は
、
被
害
者
が
一
〇
代
の
黒
人
少
年
で
あ
り
、
加
害
者
が
複
数
で
、

確
実
に
人
種
差
別
的
動
機
に
よ
る
凶
行
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
の
捜
査
、
加
害
者
の
起
訴
、
結
審
に
い
た
る
ま

で
一
五
年
以
上
の
歳
月
を
要
し
た
。
そ
の
過
程
を
検
証
す
る
た
め
に
政
府
の
委
託
を
受
け
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ

ン
判
事
を
主
幹
と
し
た
報
告
書
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
警
察
の
初
動
の
遅
れ
と
捜
査
の
杜
撰
さ
が
「
制
度
的
で
組

織
的
」
な
人
種
差
別
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
報
告
に
対
し
て
、
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
首

都
警
察
長
官
ポ
ー
ル
・
コ
ン
ド
ン
卿
は
、
組
織
内
で
「
無
自
覚
の
、
無
意
識
の
、
意
図
せ
ざ
る
」
人
種
差
別
が
あ
っ
た
こ
と

を
認
め
た
。
ホ
ー
ル
が
目
を
光
ら
せ
た
の
は
、
こ
こ
で
あ
る
。

問
題
は
始
め
か
ら
、「
自
覚
的
で
、
意
識
的
で
、
意
図
的
な
」、
い
わ
ば
顕
在
的
な
人
種
差
別
で
は
な
か
っ
た
。
侮
蔑
的
な

言
葉
を
吐
き
な
が
ら
暴
力
を
振
る
っ
た
り
、
明
ら
か
に
差
別
的
な
行
為
を
平
然
と
行
う
こ
と
と
、「
制
度
的
で
組
織
的
」
人

種
差
別
が
大
き
く
異
な
る
の
は
、
後
者
が
日
常
生
活
に
お
け
る
ル
ー
テ
ィ
ン
や
職
務
（
こ
こ
で
は
警
察
官
の
）
を
遂
行
す
る
こ

と
と
全
く
矛
盾
せ
ず
、
慣
習
行
為
や
世
界
と
の
「
常
識
的
な
」
つ
な
が
り
の
中
で
日
々
実
践
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
指
摘
す

る
こ
と
自
体
が
難
し
い
条
件
や
環
境
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
警
察
の
職
務
で
言
う
な
ら
ば
、
特
定
の
人
種
に
は
特
定
の

扱
い
方
で
対
応
す
る
と
い
う
ル
ー
テ
ィ
ン
が
、
組
織
内
で
、
上
司
か
ら
部
下
へ
、
先
輩
か
ら
後
輩
へ
、「
常
識
」
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
南
部
ブ
リ
ク
ス
ト
ン
で
起
き
た
「
暴
動
」
は
、
ア
フ
リ

カ
系
、
カ
リ
ブ
系
の
住
民
の
間
で
警
察
に
よ
る
執
拗
な
令
状
な
き
捜
査
へ
の
不
満
が
鬱
積
し
て
い
た
中
で
、
ナ
イ
フ
傷
を
負

っ
た
黒
人
青
年
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
イ
リ
ー
が
助
け
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ど
う
せ
黒
人
の
チ
ン
ピ
ラ
同
士
の
喧
嘩
だ

ろ
う
」
と
い
う
「
偏
見
」
に
支
配
さ
れ
た
ブ
リ
ク
ス
ト
ン
署
の
警
官
が
放
っ
て
お
い
て
、
彼
を
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
が
き

っ
か
け
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
起
き
る
の
だ
。
ホ
ー
ル
曰
く
、「
家
に
帰
れ
ば
レ
ゲ
エ
を
愛
聴
し
、

毎
週
土
曜
日
に
は
カ
レ
ー
を
食
べ
、
友
人
の
な
か
に
は
黒
人
も
何
人
か
い
て
、「
良
い
警
察
官
」
に
な
る
た
め
に
頑
張
っ
て

い
る
若
者
が
、
夜
間
に
大
き
な
紙
袋
を
持
っ
て
一
人
バ
ス
停
に
立
っ
て
い
る
黒
人
を
見
た
と
き
、
十
中
八
九
、
泥
棒
だ
ろ
う

と
い
う
予
見
」
に
基
づ
い
て
「
き
ち
ん
と
し
た
取
締
り8

▼

」
を
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
「
文
化
」
が
「
制
度
的
で
組
織

的
」
人
種
差
別
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
警
察
の
職
務
に
対
し
て
は
「
自
覚
的
」
で
、
意
識
も
高
く
意
図
的
な
態
度
で
あ
り
、

行
動
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、「
無
自
覚
で
、
無
意
識
で
、
意
図
せ
ざ
る
」
人
種
差
別
に
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ホ

ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
人
種
差
別
は
個
人
の
心
理
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
個
人
が
置
か
れ
た
社
会
過
程
か
ら
生
起
す
る
と

い
う
当
た
り
前
の
事
実
で
あ
る
。

二
〇
一
四
年
二
月
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、「
多
文
化
主
義
の
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
」
と
い
う
見
出
し
を
掲
げ
、
メ
ル
ケ

ル
首
相
や
イ
ギ
リ
ス
首
相
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
（
当
時
）
に
よ
る
「
多
文
化
主
義
の
失
敗
」
と
い
う
公
言
を
受
け

て
、
い
く
ら
か
は
皮
肉
め
い
た
ト
ー
ン
で
ホ
ー
ル
の
死
を
報
じ
た
。
E 

U
諸
国
へ
の
移
民
受
け
入
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
警
察
や

そ
の
他
の
公
的
機
関
に
お
け
る
多
様
な
出
自
の
職
員
の
雇
用
を
促
進
し
た
り
、
教
育
や
啓
発
活
動
に
よ
っ
て
「
人
権
」
や

「
寛
容
」
を
説
く
こ
と
を
、
ホ
ー
ル
は
否
定
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
「
多
文
化
主
義
」
の
政
策
的
汎
用
（「
コ
ス
メ

テ
ィ
ッ
ク
多
文
化
主
義
」
？
）
が
、
個
人
の
良
心
や
理
性
、
知
識
の
有
無
、
倫
理
感
に
頼
り
切
る
こ
と
で
約
束
履
行
を
果
た
そ

う
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
市
場
原
理
と
親
和
性
が
高
い
「
多
文
化
」
ば
か
り
が
生
き
残
る
と
い
う

限
界
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
組
織
や
制
度
の
奥
底
に
深
く
根
付
い
て
い
る
人
種
的
思
考
に
は
手
が
つ
か
な
い
ま
ま
で

あ
る
こ
と
を
、
ホ
ー
ル
は
繰
り
返
し
警
告
し
て
き
た
。
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４
．「
真
実
を
語
れ
、
そ
の
ま
っ
た
き
複
雑
性
に
お
い
て
」

メ
デ
ィ
ア
へ
の
出
演
を
含
む
様
々
な
現
場
で
批
判
、
提
言
、
コ
メ
ン
ト
を
継
続
的
に
発
表
し
て
き
た
ホ
ー
ル
は
、「
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ホ
ー
ル
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
を
念
頭
に
置
き
つ

つ
、
大
学
と
い
う
研
究
教
育
機
関
や
言
論
界
に
発
言
の
場
を
限
定
せ
ず
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
条
件
か
ら
で
き
る

だ
け
距
離
を
取
っ
て
、
し
か
し
同
時
に
状
況
拘
束
性
に
自
覚
的
で
あ
り
な
が
ら
、
い
く
ら
不
都
合
で
あ
っ
て
も
「
真
実
を
語

る
」
存
在
と
し
て
、
知
識
人
を
捉
え
て
い
る9

▼

。「
真
実
を
語
る
」。
こ
の
言
い
回
し
は
、
例
え
ば
ジ
ェ
ソ
ッ
プ
と
の
「
権
威
主

義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
思
い
返
し
、
記
号
論
的
な
メ
デ
ィ
ア
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
読
解
か
ら
始
ま
り
、
人
種

を
「
浮
遊
す
る
記
号
表
現
」
だ
と
定
義
づ
け
た
ホ
ー
ル
の
思
考
を
顧
み
る
と
き
、
少
し
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

真
実
の
有
無
で
は
な
く
、
な
に
が
ど
の
よ
う
に
真
実
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
が
真
実
と
し
て
優
先
的
な
意
味
を

付
与
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
に
か
、
真
実
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
の
意
味
作
用
を
め
ぐ
る
折
衝
こ
そ
が
大
事
で
は
な

か
っ
た
の
か
と
、「
エ
ン
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
／
デ
ィ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
以
降
の
ホ
ー
ル
の
読
者
な
ら
ば
、
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
急
い
で
付
け
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ホ
ー
ル
が
実
際
文
字
に
し
て
い
る
言
葉
は
こ
う
で
あ
る

―
「
真
実

を
語
れ
、
そ
の
ま
っ
た
き
複
雑
性
に
お
い
て10

▼

」。
真
実
と
は
、
い
か
に
複
雑
さ
に
満
ち
て
い
る
か
、
真
実
に
た
ど
り
着
く
こ

と
も
、
そ
れ
を
他
者
に
語
る
こ
と
も
、
ど
れ
だ
け
複
雑
な
作
業
で
あ
る
こ
と
か
、
そ
の
こ
と
も
同
時
に
語
れ
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
二
〇
〇
四
年
に
キ
ン
グ
ス
ト
ン
の
西
イ
ン
ド
大
学
に
て
ホ
ー
ル
の
生
涯
と
思
考
を
回
顧
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
た
学
術
会
議
に
お
け
る
、「
知
識
人
生
活
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
」
と
題
さ
れ
た
閉
会
の

辞
で
の
も
の
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
の
仕
事
に
つ
い
て
多
数
の
発
表
者
が
集
っ
た
こ
の
会
議
の
最
後
ま
で
ま
な
板
の
上
に
乗
せ
ら

れ
続
け
た
そ
の
本
人
は
、
そ
の
多
数
の
発
表
者
が
次
々
と
口
に
す
る
多
様
な
概
念
や
語
彙
、
フ
レ
ー
ズ
、
定
型
句
、
ジ
ャ
ー

ゴ
ン
を
受
け
流
し
て
、
と
て
も
シ
ン
プ
ル
に
聞
こ
え
る
ア
イ
デ
ア
を
聴
衆
に
披
露
し
た
の
で
あ
る
。

S 

N 

S
が
メ
イ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
化
し
た
現
代
世
界
で
「
真
実
を
語
れ
」
な
ど
と
口
に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
即
「
フ
ェ
イ

ク
・
ニ
ュ
ー
ス
」
が
ニ
ュ
ー
ス
価
値
を
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
代
へ
の
批
判
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の

ホ
ー
ル
の
主
張
は
少
し
違
う
。
虚
偽
や
、
誇
張
や
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
対
極
に
置
い
た
発
言
で
は
な
い
か
ら
だ
。

む
し
ろ
、
真
実
か
虚
偽
か
は
も
は
や
問
題
で
は
な
い
と
い
う
「
ポ
ス
ト
真
実
」
的
世
界
に
お
け
る
、
意
味
の
屈
折
、
多
方
向

性
、
融
合
と
分
裂
を
、
言
葉
が
生
産
さ
れ
、
交
換
さ
れ
、
読
み
取
ら
れ
る
現
場
に
分
け
入
っ
て
見
定
め
よ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
学
び
取
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、
言
葉
の
限
界
域

―
そ
れ
以
上
踏
み
込
め
な
い
ぎ
り
ぎ

り
の
地
点

―
ま
で
言
葉
を
追
い
込
め
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
、
フ
ロ
イ
ト
、
ヘ
ン
リ

ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
C
・
L
・
R
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
グ
ラ
ム
シ
、
バ
ル
ト
、
ル
カ
ー
チ
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
デ
リ
ダ
、
フ

ー
コ
ー
…
…
。
多
様
な
思
想
の
多
様
な
言
葉
群
を
貪
欲
に
読
み
取
り
、
読
み
替
え
、
時
に
は
屈
折
さ
せ
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し

て
き
た
ホ
ー
ル
の
知
識
生
産
そ
れ
自
体
が
、
そ
れ
を
読
み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
現
代
の
危
機
を
理
解
し
、
そ
れ
に
対
応
し
、

生
き
抜
く
た
め
の
、
一
つ
の
プ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
プ
リ
ズ
ム
か
ら
放
た
れ
て
き
た
種
々
多
様
な
光
線
を
見
定
め
、
時
に
は
そ
れ
に
幻
惑
さ
せ
ら
れ
、
ま
た
時
に
は
導

か
れ
な
が
ら
考
え
た
こ
と
の
記
録
が
本
書
で
あ
る
。
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
序
章
は
、
現
在
日
本
で
、
日
本
語
で
、
ス
チ
ュ

ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
の
思
考
を
再
び
た
ど
り
直
す
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
、
本
書
全
体
の
露
払
い
に
当
た
る
文
章
で
あ

る
。
以
下
、
既
出
の
論
考
を
適
宜
最
低
限
の
加
筆
修
正
に
と
ど
め
た
ま
ま
三
部
構
成
で
収
録
し
た
。
第
一
部
は
、
ス
チ
ュ
ア

ー
ト
・
ホ
ー
ル
の
生
涯
に
つ
い
て
と
同
時
に
、
筆
者
と
ホ
ー
ル
と
の
遭
遇
と
交
差
に
つ
い
て
の
レ
ジ
ュ
メ
と
し
て
読
ん
で
い
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た
だ
け
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
第
二
部
に
は
、
ホ
ー
ル
が
「
レ
ス
リ
ン
グ
」
と
呼
ん
だ
現
代
思
想
や
理
論
と
の
格
闘
の
過
程
か

ら
生
ま
れ
た
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
展
開
と
エ
ッ
セ
ン
ス
に
つ
い
て
の
、
総
論
的
な
考
察
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
部
は
、
第
二
部
を
受
け
て
、
階
級
、
人
種
、
文
化
と
い
う
概
念
／
現
象
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
た
各
論
的
論
考
を
収
め

た
。
終
章
は
、
ホ
ー
ル
と
ニ
ュ
ー
・
レ
フ
ト
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
論
、
そ
し
て
社
会
主
義
的
な
政
治
の
現
実
と
の
折
衝
と
分
節
化
を
再
検
証
し
な
が
ら
、
ポ
ス
ト
E 

U
離
脱
（Brexit

）
の

イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
状
況
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ホ
ー
ル
の
思
考
に
は
い
ま
だ
に
重
要
な
妥
当
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。

政
治
、
経
済
、
社
会
の
多
様
な
、
そ
し
て
現
在
進
行
形
の
諸
問
題
を
文
化
的
に
、「
文
化
」
と
い
う
視
座
を
設
定
し
て
批

判
的
に
理
解
し
よ
う
と
い
う
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
身
構
え
を
、
ホ
ー
ル
と
の
対
峙
の
仕
方
を
本
書
の
読
者
と

と
も
に
振
り
返
る
こ
と
で
少
し
で
も
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ホ
ー
ル
と
い
う
知
性
の
軌
跡
を
あ

ぶ
り
出
す
と
い
う
本
書
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

▼
1 

A
ngela D

avis, “Policing the C
risis Today ”, in Julian H

enrique and D
avid M

orley eds.,  Stuart H
all: C
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