
柄

谷

行

人

の

現

在

－
　
新
た
な
　
（
転
回
）

柄
谷
行
人
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
注
目
す
べ
き
仕
事
を
し
て
き
た
が
、
そ
の

中
で
も
理
論
的
達
成
度
と
い
う
点
で
特
筆
す
べ
き
仕
事
は
、
「
探
究
」
と
い
う

題
目
で
続
け
ら
れ
た
一
連
の
評
論
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り

前
の
r
隠
喩
と
し
て
の
建
築
」
　
（
講
談
社
、
一
九
八
三
・
三
）
　
で
柄
谷
は
、
ゲ

ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
論
及
し
な
が
ら
、
数
学
を
含
め
た
す
べ
て
の
形
式

体
系
に
は
根
拠
と
い
う
も
の
が
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
形
式
体
系
の
無
根
拠
性

の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
。
た
だ
し
柄
谷
の
ゲ
ー
デ
ル
理
解
は
、
数
学
史

の
専
門
家
で
も
あ
る
佐
々
木
力
に
よ
る
と
、
「
完
全
な
誤
解
」
に
基
づ
い
て
い

11）

る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
後
の
「
内
省
と
遡
行
」
　
（
講
談
社
、

一
九
八
五
・
五
）
　
で
は
「
転
回
の
た
め
の
八
草
」
と
い
う
文
章
が
付
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
論
文
で
柄
谷
は
、
無
根
拠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
式
化
や
言

語
ゲ
ー
ム
　
（
広
く
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
実
際
に
は
成
り
立
つ
の
は
ど

紋
　
　
日
　
　
広
　
　
治

う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
ふ
う
に
問
題
を
「
転
回
」
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
述
べ
、
結
局
、
形
式
化
が
成
り
立
つ
の
は
他
者
に
よ
る
承
認
が
あ
る
か
ら
だ

と
し
て
、
そ
の
後
、
柄
谷
は
次
の
「
探
究
」
の
仕
事
に
向
か
っ
た
。
　
一

「
探
究
」
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
は
、
そ
の
他
者
論
で
あ
る
と
一
応
い
え
よ
う
。
　
1

一
応
と
い
っ
た
の
は
、
「
内
省
と
遡
行
」
に
お
け
る
他
者
と
、
「
探
究
」
に
お
ー

け
る
他
者
と
で
は
、
厳
密
に
は
意
味
合
い
が
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
r
内
省
と
遡
行
」
　
に
お
け
る
他
者
は
、
承
認
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
形
式
化
や
言
語
ゲ
ー
ム
を
成
り
立
た
せ
て
く
れ
る
存
在
の
こ
と

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
探
究
」
に
お
け
る
他
者
と
は
、
そ
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
共

有
す
る
人
々
の
世
界
　
－
　
柄
谷
の
語
彙
を
用
い
る
な
ら
ば
、
「
共
同
体
」
I

の
、
そ
の
外
に
い
る
存
在
、
す
な
わ
ち
「
共
同
体
」
　
の
外
部
存
在
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
概
念
が
援
用
さ
れ
て
単
独
者
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
柄
谷
の
他
者
概
念
は
、
こ
の
よ
う
に
意
味
が
ず
れ
た
り
、

と
き
に
は
反
転
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
が
、
「
探
究
」
　
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と



は
、
「
共
同
体
」
　
の
外
部
存
在
で
あ
る
こ
と
　
ー
　
そ
れ
は
単
独
者
で
あ
り
、

「
共
同
体
」
に
と
っ
て
の
他
者
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
　
－
　
の
重
要
性
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
文
字
通
り
の
外
部
存
在
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
共
同
体
」

に
対
し
て
常
に
「
違
和
」
を
持
ち
、
「
共
同
体
」
を
「
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
ト
」

（2〕

し
ょ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
ち
続
け
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
他
者
た
ら
ん
と
す
る
の
か
、
外
部
存
在
た
ら
ん
と
す
る
の
か
。

こ
の
問
題
は
政
治
的
な
文
脈
に
置
い
て
み
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
柄
谷
も
「
探
究
」
　
の
中
で
政
治
的
な
事
柄
に
言
及
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
柄
谷
は
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
概
念
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
で
あ
る
。
そ

れ
は
本
来
的
な
「
共
同
存
在
」
　
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
そ
こ
に
排
除
さ
れ
て
い
る

の
は
、
相
対
的
な
「
他
者
」
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
西
田
幾
多
郎

に
つ
い
て
も
い
え
る
」
と
し
て
、
「
彼
ら
の
他
者
消
去
は
政
治
的
な
文
脈
に
お

（3）

い
て
顕
在
化
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
人
の
哲
学
者
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
進
ん
で
同
調
し
た
か
、
あ
る
い
は
結
果
的
に
協
力
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
思
想
家
の
代
表
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
つ

享
リ
、
仁
者
や
外
部
存
在
の
問
題
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
な
ど
の
全
体
主
義
の
政
治

五
㌢
5
㌢
巳
と
浣
く
関
わ
る
問
題
と
し
て
柄
谷
行
人
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
∵
こ
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
こ
に
本
質
的
な
動
機
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
し
か
し
、
柄
谷
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど

に
論
及
し
な
が
ら
固
有
名
や
規
則
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
政

治
社
会
的
な
問
題
と
も
関
わ
る
他
者
や
単
独
者
や
外
部
の
問
題
を
、
認
識
論
の

領
野
で
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
以
前
、
「
も
し
柄
谷
行
人
が
認
識
論
の
領
野
に
留
ま
る
だ
け
な
ら
、
い

か
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
独
者
た
ら
ん
と
す
る
覚
悟
を
語

軒
、
そ
の
姿
勢
を
抽
象
的
に
示
す
だ
け
の
「
反
復
」
に
堕
す
る
こ
と
に
な
る
だ

（

－

）

ろ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
マ
ー
テ
ィ
ン
∴
ン
エ
イ
が
ポ
ス
ト
モ

㌻
ヱ

ダ
ニ
ズ
ム
を
批
判
す
る
の
に
用
い
た
「
否
定
的
自
律
性
」
と
い
う
言
葉
を
援
用

し
な
が
ら
、
柄
谷
行
人
が
「
探
究
」
の
世
界
に
留
ま
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
こ
そ

「
否
定
的
自
律
性
」
で
あ
っ
て
、
や
が
て
は
シ
ニ
カ
ル
で
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
傾

〈6）

向
さ
え
出
て
こ
な
い
と
も
限
ら
な
い
、
と
も
述
べ
た
。
柄
谷
行
人
は
実
践
論
の

領
野
に
出
て
く
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
柄
谷
が
最
近
ま
さ
に

実
践
論
を
語
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
た
な
（
転
回
）
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
r
可
能
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
　
（
太
田
出
版
、
一
九
九
九
・
九
）

所
収
の
座
談
会
で
柄
谷
は
、
こ
こ
二
十
年
前
あ
た
り
か
ら
見
ら
れ
る
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
「
文
化
論
的
転
回
」
と
い
う
も
の
が
実
は
政
治
的
挫
折
と
転
向
の
一

形
態
で
あ
る
こ
と
、
「
そ
こ
か
ら
、
何
の
実
践
的
な
考
え
も
出
て
こ
な
い
こ
と
」

を
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
た
だ
し
、
僕
自
身
も
、
こ
こ

数
年
前
ま
で
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
永
久
的

批
判
で
あ
り
、
永
久
的
啓
蒙
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
し
か
な
か
っ

た
か
ら
。
し
か
し
、
今
は
そ
れ
で
は
ダ
メ
だ
と
思
い
ま
す
」
、
と
。
「
そ
れ
で

は
ダ
メ
だ
」
と
い
う
の
は
、
「
今
」
で
は
な
く
、
も
っ
と
以
前
か
ら
そ
う
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
も
す
る
が
、
で
は
、
ど
う
し
て
実
践
論
へ
と
そ



の
姿
勢
を
変
え
た
の
か
。

「
唯
物
論
研
究
」
第
七
一
号
（
二
〇
〇
〇
・
二
）
誌
上
の
田
端
稔
と
の
対
談

で
、
柄
谷
は
、
ソ
連
邦
が
存
在
し
て
い
た
問
は
す
べ
て
「
否
定
的
批
判
」
と
い

う
も
の
で
足
り
て
い
た
、
「
実
は
足
り
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
否
定
的
批
判
を

言
っ
て
お
け
ば
何
か
し
ら
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
気
で
い
ら
れ
た
わ
け
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
ソ
連
が
崩
壊
し
て
み
る
と
、
（
略
）
実
は
ソ
連
に
逆
説

的
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
。
僕
も
そ
う
で
す
け
ど
ね
」
と
語
り
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
批
評
が

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
実
際
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
思
想

家
は
皆
そ
う
な
の
で
す
が
、
空
し
い
気
が
し
ま
す
。
僕
自
身
は
、
そ
う
し
た
批

評
家
と
は
違
っ
て
、
ど
こ
か
に
積
極
的
な
も
の
に
転
化
す
る
道
を
探
し
て
い
た

と
思
い
ま
す
ね
」
、
と
。
あ
る
い
は
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
行
な
わ
れ
た
、

「
言
語
と
国
家
」
と
い
う
題
目
の
講
演
で
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
関
連
し

て
、
「
私
は
、
言
説
や
表
象
を
通
し
て
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
批
判
す
る
と
い
う
仕

事
に
、
徐
々
に
空
し
さ
を
覚
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
、
「
私
は
、
そ
の
よ

う
な
啓
琴
王
義
的
批
判
は
も
う
意
味
が
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
根
本
的

〔7）

な
批
判
と
実
践
が
必
要
で
す
」
、
と
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
形
式
化
に
は
根
拠
が
な
い
と
か
、
商
品
の
価
値
（
交
換
価
値
）
　
は

交
換
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
事
後
的
に
見
出
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
共
同

体
を
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
ト
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
っ
た
認

識
論
的
批
判
か
ら
、
実
践
論
の
領
域
へ
と
（
転
回
）
し
た
理
由
に
は
、
認
識
論

を
続
け
る
こ
と
の
「
空
し
さ
」
を
彼
自
身
が
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
と
、
ソ
連
、
東
欧
の
社
会
主
義
国
の
解
体
後
で
は
、
も
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿

勢
を
採
る
こ
と
の
意
味
が
な
く
な
り
、
こ
れ
か
ら
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
採

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
と
が
、
柄
谷
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
認

識
論
的
批
判
は
形
而
上
学
批
判
の
一
種
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
こ
か
ら
実
践

論
へ
と
歩
を
進
め
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
柄
谷
行
人
の
歩
み
は
、
カ
ン
ト

哲
学
で
い
え
ば
、
r
純
粋
理
性
批
判
」
　
（
形
而
上
学
批
判
）
か
ら
r
実
践
理
性

批
判
し
　
（
実
践
論
）
　
へ
の
歩
み
に
準
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

実
践
論
を
語
っ
た
「
倫
理
2
1
」
　
（
太
田
出
版
、
二
〇
〇
〇
二
一
）
は
、
カ
ン
ト

の
r
実
践
理
性
批
判
j
を
論
の
拠
り
所
に
し
て
い
る
。
こ
の
歩
み
の
い
わ
ば
中

間
段
階
に
「
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
　
ー
　
カ
ン
ト
と
マ
ル
ク
ス
」
（
「
群
像
」
、

一
九
九
八
・
九
～
一
九
九
九
・
四
）
　
の
仕
事
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
認
識
論
的
批
判
で
語
ら
れ
た
内
容
が
ど
う
継
承
さ

れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
実
践
論
の
特
質
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。

二

実
践
論
を
「
倫
理
2
1
」
や
r
可
能
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
で
、
柄
谷
行
人

が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
神
や
普
遍
的
な
る
も
の
を
理
論
的
に
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を

形
而
上
学
と
し
て
否
定
し
た
が
、
実
践
的
な
場
に
お
い
て
は
形
而
上
学
を
回
復

さ
せ
た
、
と
柄
谷
は
い
う
。
柄
谷
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
た
し
か
に
カ
ン
ト



は
、
た
と
え
ば
、
「
君
の
意
志
の
格
率
が
、
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理

（8）

に
安
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
　
（
r
実
践
理
性
批
判
」
）
　
と
し
て
、
実
践
的

な
場
に
お
い
て
は
「
普
遍
的
」
な
る
も
の
を
原
理
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
大

切
な
の
は
、
「
君
の
意
志
」
は
あ
く
ま
で
自
由
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た

と
え
ば
自
然
的
、
社
会
的
な
因
果
性
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
柄
谷
の
い
う
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
最
も
強
調

し
た
こ
と
は
「
自
由
で
あ
れ
」
と
い
う
義
務
で
あ
る
。
柄
谷
に
よ
れ
ば
、
自
由

で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
「
普
遍
的
」
　
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
場
合
の

「
普
遍
的
」
と
い
う
の
は
、
他
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
も
の
、
と
く
に
未
来

の
他
者
の
承
認
を
も
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
探
究
」
で
の
根
拠
の
否
定
は
、
「
普
遍
的
」
な
る
も
の
の
否
定
で
も
あ
っ
た
が
、

認
識
論
で
は
否
定
さ
れ
て
も
、
実
践
論
の
場
で
は
そ
れ
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な

い
と
し
て
い
て
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
的
な
論
理
を
柄
谷
は
語
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

田
畑
稔
と
の
対
談
で
は
そ
の
　
「
普
遍
的
」
な
る
も
の
を
「
超
越
論
的
理
念
」
と

い
う
ふ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
対
談
で
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
い

う
も
の
も
、
そ
う
し
た
一
種
の
超
越
論
的
理
念
と
し
て
必
要
な
の
で
は
な
い

か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
践
論
の
場
に
お
い
て
　
－
　
カ
ン
ト
哲

学
で
は
実
践
論
と
は
道
徳
、
倫
理
に
関
わ
る
論
の
こ
と
だ
が
　
－
　
、
そ
の
道

徳
、
倫
理
の
観
点
に
立
っ
て
、
自
由
に
基
づ
き
な
が
ら
、
未
来
の
他
者
の
承
認

を
も
想
定
し
た
「
普
遍
的
」
な
立
場
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
r
倫
理
2
1
」
の
、
「
社
会
主
義
は
、
倫
理
的
な
も
の
で
、

歴
史
的
法
則
（
自
然
過
程
）
　
の
必
然
な
ど
で
は
な
い
の
で
す
」
と
い
う
言
葉
が

で
て
く
る
。
さ
ら
に
、
責
任
は
自
由
と
と
も
に
あ
る
、
と
い
う
「
存
在
と
無
し

の
サ
ル
ト
ル
的
な
論
理
も
語
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
柄
谷
は
サ
ル
ト
ル
に
も
言

及
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
サ
ル
ト
ル
の
自
由
－
責
任
論
自
体
が
、
因
果
＝

必
然
性
を
超
え
よ
う
と
す
る
意
志
の
自
律
に
自
由
を
見
よ
う
と
す
る
　
（
し
た
が

っ
て
自
分
の
行
為
は
自
ら
が
責
任
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
）

点
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
的
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
は
「
超
越
論
的
理
念
」
と
し
て
の
「
倫
理
」

で
あ
る
、
と
柄
谷
は
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
は
具

体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
柄
谷
は
、
マ
ル
ク
ス
の
r
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
」

の
、
「
も
し
連
合
し
た
協
同
組
合
組
払
諸
団
体
（
略
）
　
が
共
同
の
プ
ラ
ン
に
も

と
づ
い
て
全
国
的
生
産
を
調
整
し
、
か
く
て
そ
れ
を
諸
団
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
下
に
お
き
、
資
本
制
生
産
の
宿
命
で
あ
る
不
断
の
無
政
府
と
周
期
的
変
動
を

終
え
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
諸
君
、
そ
れ
は
共
産
主
義
、
〝
可
能
な
る
〟
コ
ミ
ュ

ニ
ズ
ム
以
外
の
何
で
あ
ろ
う
」
、
と
い
う
二
節
を
引
用
し
な
が
ら
、
r
倫
理
2
1
」

で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
が
考
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
は
、
「
自
由
で
平
等
な
生
産
者

の
連
合
社
会
　
（
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
」
　
で
す
。
こ
う
し
た
消
督
∵
生
産

協
同
組
合
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
て
、
諸
国
家

に
と
っ
て
か
わ
る
　
（
国
家
が
死
滅
す
る
）
　
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
で
す
。
だ

か
ら
、
こ
れ
は
一
国
だ
け
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
「
自
由
で
平



等
な
生
産
者
の
連
合
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
た
も

の
と
違
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
で
あ
る
が
、
柄
谷
に

よ
れ
ば
、
資
本
に
対
抗
す
る
運
動
と
い
う
の
は
、
生
産
点
に
い
る
労
働
者
の
運

動
で
は
な
く
、
消
費
者
の
運
動
で
あ
る
、
あ
る
い
は
　
「
「
消
費
者
と
し
て
の
労

働
者
」
　
の
運
動
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
（
田
端
稔
と
の
対
談
）
　
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
制
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
生
産
過
程
よ
り
も
流
通
過

程
に
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
剰
余
価
値
が
異
な
る
価
値
体
系
の
問
で
の
交
換
に

よ
る
差
額
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
流
通
過
程
で
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
も
っ
と
い
う
な
ら
、
何
よ
り
も
商
品
は
買
わ
れ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
剰
余

労
働
分
の
価
値
が
そ
の
商
品
に
込
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
剰
余
価
値

は
実
現
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
価
値
の
実
現
を
め
ぐ
る
考
え
方
自
体
は
、

r
マ
ル
ク
ス
　
そ
の
可
能
性
の
中
心
」
　
（
講
談
社
、
一
九
七
八
・
七
）
　
以
降
の

柄
谷
の
理
論
（
価
値
形
態
論
）
と
、
そ
の
論
理
構
造
は
基
本
的
に
変
わ
り
な
い
。

先
に
少
し
触
れ
た
、
価
値
は
交
換
さ
れ
た
後
に
事
後
的
に
見
出
だ
さ
れ
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
た
だ
、
以
前
は
価
値
を
実
体
的
に
捉
え
る
見
方
（
た
と
え

ば
古
典
派
的
な
労
働
価
値
説
）
　
に
対
す
る
批
判
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
た
。
し

か
も
、
流
通
過
程
で
の
売
手
の
側
に
立
っ
た
考
察
、
す
な
わ
ち
価
値
を
実
現
す

る
た
め
に
は
「
命
が
け
の
飛
躍
」
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論

理
で
あ
っ
た
。
r
倫
理
2
1
」
　
で
は
逆
の
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
だ
か
ら
こ
そ

資
本
の
言
い
な
り
に
な
る
の
で
は
な
く
、
価
値
を
実
現
さ
せ
な
い
こ
と
で
、
た

と
え
ば
消
費
者
が
不
買
運
動
を
す
る
こ
と
で
資
本
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
「
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
　
の
論
理
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
「
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
」
第
八
回
二
九
九
九
二
）
　
で
は
、

こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

消
費
者
＝
労
働
者
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
ア
ソ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
）
　
が
成
熟
し
て
い
る
と
き
、
国
家
権
力
の
奪
取
は
、
た
ん
に

一
国
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
え
ず
、
「
世
界
同
時
的
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
と
き
、
国
家
権
力
の
奪
取
と
は
、
国
家
が
せ
い
ぜ
い
　
「
夜
警

国
家
」
と
し
て
以
外
に
は
死
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
は
、
資
本
制
経
済
に
お
い
て
貨
幣
と
の
交
換
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
「
社
会
的
」
諸
関
係
（
「
共
同
体
か
ら
出
た
者
た
ち
が
結
び

つ
く
形
態
」
　
－
　
綾
目
）
　
を
、
「
自
由
で
平
等
な
生
産
者
た
ち
の
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
、
さ
ら
に
諸
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
転
換
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
根
本
的
に
「
遺
徳
的
」
　
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
柄
谷
行
人
に
は
な
か
っ
た
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
が
、
自
由
を
最
大
限
に
重
視
し
、
か
つ
倫
理
を
語
り
、

「
消
費
・
生
産
協
同
組
合
」
す
な
わ
ち
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
　
の
提
言
を
行

な
う
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
可
能
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
だ
と
す
る
、
主
た
る
典

拠
が
マ
ル
ク
ス
の
「
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
」
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ら
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
柄
谷
行
人
の
以
上
の
よ
う
な
提
言
が
ブ
ル
ー
ド
ン
主
義
に
近



い
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
え
な
い
。

三

柄
谷
行
人
が
引
用
し
て
い
る
r
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
」
　
の
一
節
を
本
稿
で
も
引

（9）

い
た
が
、
大
薮
龍
介
も
、
r
マ
ル
ク
ス
社
会
主
義
像
の
転
換
」
　
で
そ
の
箇
所
を

引
用
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
構
想
は
、
彼
自
身

一
言
も
触
れ
て
い
な
い
が
、
ブ
ル
ー
ド
ン
主
義
的
性
格
が
強
い
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
」
、
と
。
そ
し
て
注
記
で
は
、
「
ブ
ル
ー
ド
ン
主
義
的
色
彩
が
濃
厚
で

あ
る
と
い
う
の
が
ほ
ほ
定
説
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
谷
川
稔
の
言
葉
を
引
い

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
大
薮
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
の
　
「
ブ
ル
ー
ド
ン
主
義
へ
の
明

ら
か
な
歩
み
寄
り
に
ち
が
い
な
か
っ
た
が
、
同
化
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い

る
が
、
し
か
し
、
「
そ
れ
に
し
て
も
　
（
略
）
　
マ
ル
ク
ス
の
過
渡
期
社
会
像
は
す

で
に
根
本
的
な
転
回
を
と
げ
て
き
て
お
り
（
国
家
集
権
主
義
的
な
r
共
産
党
宣

言
」
段
階
の
も
の
と
比
べ
て
　
－
　
綾
目
）
、
協
同
諸
組
織
を
軸
に
し
た
社
会

に
照
応
す
る
国
家
像
の
再
構
想
は
不
可
避
に
な
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
柄
谷
の
　
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
が
ブ
ル
ー
ド
ン
主
義
に
近
い

と
い
う
こ
と
の
間
接
的
な
傍
証
で
あ
る
が
、
実
際
、
さ
き
に
見
た
柄
谷
の
「
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
の
、
自
由
を
第
一
に
重
視
し
、
か
つ
倫
理
、
道
徳
と
い

う
も
の
を
そ
の
社
会
論
の
基
礎
に
置
く
考
え
か
た
、
そ
し
て
集
権
的
で
は
な
く

分
権
的
な
社
会
組
織
、
す
な
わ
ち
「
協
同
組
合
」
的
組
紙
を
基
碇
と
す
る
社
会

像
や
、
そ
の
諸
組
織
に
よ
っ
て
国
家
を
「
夜
警
」
的
も
の
に
縮
小
あ
る
い
は
死

滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
提
言
、
さ
ら
に
は
流
通
過
程
の
重
視
な
ど
は
、
ブ
ル
ー
ド

ン
主
義
と
い
っ
て
も
い
い
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ブ
ル
ー
ド
ン
が
「
自
由
」
を
尊
重
し
た
こ
と
や
、
ま
た
分
権
的
な

社
会
組
織
を
提
言
し
た
こ
と
な
ど
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
は
、
「
革

命
と
は
、
道
徳
的
諸
事
実
の
秩
序
に
お
い
て
は
、
事
物
の
必
然
か
ら
発
す
る
最

（10）

高
正
義
の
行
為
で
あ
る
」
　
（
「
十
九
世
紀
に
お
け
る
革
命
の
一
般
理
念
」
）
と
い

う
よ
う
に
、
「
道
徳
」
　
「
正
義
」
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤

田
勝
次
郎
も
、
ブ
ル
ー
ド
ン
の
考
え
る
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
　
で
は
　
「
「
各
組

合
員
」
　
の
「
高
度
の
道
徳
性
」
が
要
求
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
藤

田
氏
は
、
「
ブ
ル
ー
ド
ン
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
論
は
、
当
初
か
ら
生
産
の
組
綴

化
と
し
て
よ
り
、
「
流
通
の
粗
放
化
」
と
し
て
提
起
さ
れ
て
お
り
」
と
も
述
べ

（
‖
）

て
い
る
。
た
し
か
に
ブ
ル
ー
ド
ン
は
、
「
交
換
と
い
う
形
而
上
学
的
行
為
は
労

働
と
同
じ
よ
う
に
、
だ
が
労
働
と
は
違
っ
た
仕
方
で
実
在
的
価
値
と
富
と
を
生

産
す
る
」
　
（
r
十
九
世
紀
に
お
け
る
革
命
の
一
般
理
会
」
）
と
し
て
、
商
業
を
非

難
す
る
考
え
方
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
流
通
過
程
の
重
視
で
あ
る
。
ま

た
、
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
社
会
に
お
け
る
国
家
に
つ
い
て
、
河
野
健
二
は
、

「
ブ
ル
ー
ド
ン
は
中
央
政
府
を
一
種
の
　
「
情
報
セ
ン
タ
ー
」
　
に
転
換
さ
せ
、
統

治
の
業
務
は
自
治
体
の
　
「
連
合
組
綴
」
が
こ
れ
に
当
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、

そ
の
構
想
は
生
産
者
や
住
民
の
知
的
成
熟
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
き
わ
め
て

現
代
的
な
も
の
で
あ
缶
と
述
べ
て
い
る
が
・
こ
れ
も
、
さ
き
に
引
用
し
た
・

「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
が
成
熟
す
る
と
「
国
家
が
せ
い
ぜ
い
　
「
夜
警
国
家
」



と
し
て
以
外
は
死
滅
し
て
し
ま
う
」
、
と
い
う
柄
谷
の
考
え
と
共
通
し
て
い

る
。両

者
の
類
似
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
ブ
ル
ー
ド
ン
の
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
弁
証
法
に
関
し
て
、
佐
藤
茂
行
は
、
「
ブ
ル
ー

ド
ン
は
、
こ
の
方
法
論
の
展
開
に
先
立
っ
て
、
フ
ー
リ
エ
の
神
に
相
当
す
べ
き

平
等
・
正
義
の
遺
徳
理
念
を
追
求
し
て
い
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
い

わ
ゆ
る
「
物
自
体
」
の
世
界
の
問
題
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
缶
と
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
さ
き
に
見
た
柄
谷
の
言
葉
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
も
「
一
種
の

超
越
的
理
念
」
と
し
て
必
要
だ
と
い
う
言
葉
に
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
別
の
箇

所
で
は
柄
谷
は
そ
の
「
超
越
的
理
念
」
を
「
物
自
体
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
そ

う
す
る
と
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
し
ろ
、
「
物
自
体
」
に
し
ろ
、
ブ
ル
ー
ド
ン
思

想
自
体
に
カ
ン
ト
哲
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
を
積

極
的
に
評
価
す
る
、
最
近
の
柄
谷
行
人
の
思
想
に
ブ
ル
ー
ド
ン
思
想
と
の
共
通

性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
腑
に
落
ち
る
気
が
す
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
柄
谷
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
に
は
ブ
ル
ー
ド
ン

主
義
に
か
な
り
類
似
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
柄
谷
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

柄
谷
は
、
す
で
に
触
れ
た
、
田
畑
稔
と
の
対
談
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。
自
分

は
か
つ
て
社
会
主
義
学
生
同
盟
の
活
動
家
で
あ
っ
た
頃
　
（
一
九
六
〇
年
代
前

半
）
、
自
分
は
「
そ
れ
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
同
じ
だ
」
と
よ
く
い
わ
れ
、
ア
ナ

ー
キ
ズ
ム
関
係
の
本
を
よ
く
読
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
ら
の
本
を
良
い
と
思
っ
た

が
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
は
「
資
本
制
へ
の
認
識
が
な
か
っ
た
」
と
思
っ
た
、
と
。

そ
し
て
、
田
畑
稔
の
r
マ
ル
ク
ス
と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
　
マ
ル
ク
ス
再
読

の
試
み
」
　
二
九
九
四
・
七
、
新
泉
社
）
を
読
ん
だ
と
き
、
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

の
諸
著
作
と
つ
な
が
る
問
題
意
識
を
感
じ
」
た
こ
と
、
し
か
し
、
「
そ
れ
が
マ

ル
ク
ス
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
非
常
な
新
鮮
さ
を
覚
え
ま
し
た
」

と
語
っ
て
い
る
。
柄
谷
自
身
も
自
分
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
を
あ
く
ま

で
マ
ル
ク
ス
の
文
脈
で
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
、
柄
谷
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と

の
関
連
で
見
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
、
柄
谷
は
単
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
い
っ
て
い

る
だ
け
で
特
定
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
ブ
ル
ー
ド
ン
主
義
と
の
関

連
で
見
る
方
が
そ
の
性
格
が
よ
り
は
っ
き
り
す
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
あ
の
認
識
論
の
時
代
の
柄
谷
と
実
践
論
へ
と
シ
フ
ト

し
た
柄
谷
と
の
繋
が
り
も
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
以
前
の
柄
谷
と
現
在
の
柄
谷
と
は
、
そ
の
思
想
の
根
本
的
な
と
こ
ろ

で
は
変
化
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
以
前
の
、
他
者
や
単
独
者
や
外
部
存
在
で
あ

ろ
う
と
す
る
主
張
と
、
現
在
の
、
個
人
の
自
由
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
立
場
か

ら
国
家
の
枠
を
超
え
出
た
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
社
会
を
志
向
す
る
、
ブ
ル

ー
ド
ン
主
義
的
な
色
彩
の
濃
い
主
張
と
は
、
と
も
に
反
共
同
体
と
い
う
点
に
お

い
て
共
通
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
　
（
柄
谷
も
そ
の
中
に

い
た
わ
け
だ
が
）
自
体
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
親
和
的
な
思
想
傾
向
が
あ
る
と
も

い
え
る
が
。
ま
た
、
資
本
制
に
つ
い
て
の
認
識
で
は
生
産
過
程
で
は
な
く
、
流



通
過
程
を
重
視
す
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
変
化
は
な

ヽ
，
°

t
V

も
ち
ろ
ん
、
以
前
と
現
在
と
で
は
大
き
な
変
化
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
が
、
繰
り
返
す
と
、
認
識
論
か
ら
実
践
論
へ
の
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
姿
勢
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
へ
の
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
「
倫
理
」

や
「
超
越
論
的
理
念
」
の
必
要
性
が
語
ら
れ
だ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
超
越
論
的

理
念
」
は
認
識
論
で
は
不
必
要
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
批
判
の
対
象
で
あ
る
が
、

実
践
論
で
は
要
謁
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
r
純
粋
理
性
批
判
」
か
ら
r
実

践
理
性
批
判
」
　
へ
と
赴
い
た
カ
ン
ト
の
姿
勢
の
変
化
に
倣
っ
た
も
の
だ
と
も
い

え
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
変
化
よ
り
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
　
1
つ
ま
り

柄
谷
個
人
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
だ
が
　
－
　
重
要
な
変
化
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
「
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
変
化
が
な
い
」
と
い
っ
た
事

柄
と
関
わ
る
。
つ
ま
り
、
反
共
同
体
と
い
う
こ
と
で
は
た
し
か
に
変
化
は
な
い

の
だ
が
、
し
か
し
、
今
日
の
柄
谷
行
人
は
、
そ
の
共
同
体
を
具
体
的
に
捉
え
て

い
て
、
資
本
制
と
結
び
つ
い
た
国
家
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
国
家
は
、

国
民
国
家
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
反
資
本
制
す
な
わ
ち
反
国
民
国
家
で
あ
る
。

た
だ
注
意
し
た
い
の
は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
の
「
国
民
国
家
と
暴
力
」

（
松
尾
精
文
他
訳
、
而
立
書
房
、
一
九
九
九
・
二
）
　
や
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
の
　
r
想
像
の
共
同
体
」
　
（
白
石
さ
や
他
訳
、
増
補
版
は
N
T
T
出

版
よ
り
、
一
九
九
七
・
五
）
　
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
、
国
民
国
家
を
批
判
す
る
の

は
　
（
た
と
え
ば
、
国
民
国
家
は
想
像
の
共
同
体
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
な

ど
）
、
流
行
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
よ
く
見
か
け
る
言
説
に
な
っ
て

い
る
が
、
柄
谷
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
引
用
し

た
が
、
柄
谷
は
「
言
説
や
表
象
」
　
の
次
元
で
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
批
判
す
る
の
は

空
し
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
は
、
そ
の
批
判
を
政
治
的

さ
ら
に
は
社
会
経
済
的
レ
ベ
ル
か
ら
行
な
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
際
、
柄
谷
が
主
に
依
拠
し
て
い
る
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
従
属
理
論
の

サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン
や
、
そ
の
系
譜
に
位
置
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
イ
マ
ニ
ユ

エ
ル
・
ウ
オ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
よ
う
で
あ
る
。

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
理
論
は
、
資
本
の
運
動
と
国
民
国
家
の
形
成
と
が

い
か
に
連
動
し
、
連
携
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
今
日
の
世
界
葦
一

主
義
の
シ
ス
テ
ム
は
、
中
心
と
半
周
辺
と
周
辺
と
の
三
層
構
造
に
よ
っ
て
成
り
　
8

立
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
柄
谷
行
人
も
国
民
国
家
　
（
ネ
ー
シ
ョ

ン
＝
ス
テ
ー
ト
）
　
に
対
す
る
批
判
は
資
本
制
に
対
す
る
批
判
と
結
び
つ
い
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ

て
い
る
、
「
そ
れ
は
も
は
や
表
象
の
批
判
で
は
な
く
、
実
践
の
問
題
で
す
」

（
「
言
語
と
国
家
」
（
「
文
学
界
」
、
二
〇
〇
〇
二
〇
）
）
、
と
。

さ
て
、
現
在
の
文
学
批
評
、
の
み
な
ら
ず
今
の
日
本
の
文
化
状
況
の
中
で
、

国
家
あ
る
い
は
国
民
国
家
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の

焦
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
を
、
と
い

う
よ
り
危
険
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
人
、
そ
れ
よ
り
は
多
少
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
も
の
の
、
国
民
国
家



と
し
て
の
E
本
を
世
界
に
打
ち
出
そ
う
と
提
言
し
て
い
る
伝
統
主
義
者
、
そ
の

戦
後
論
と
政
治
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
暖
昧
さ
の
あ
る
評
論
家
、
あ
る
い
は
一
見
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
よ
う
で
実
は
柄
谷
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
表
象
の
批
判
」
を
国
民

国
家
に
し
て
い
る
だ
け
の
文
学
研
究
者
　
－
　
そ
う
い
う
中
で
実
践
論
へ
と
歩

を
進
め
、
共
同
体
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
対
す
る
批
判
を
具
体
レ
ベ

ル
で
行
な
お
う
と
し
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
提
言
を
し
始
め
た
桶
谷
行
人
は
、
今

日
こ
そ
、
す
な
わ
ち
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
今
日
こ
そ
、
注
目

さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
社
会
変
革
の
思
想

を
、
彼
の
　
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
論
は
先
取
り
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
、
日
本
で
は
こ
こ
何
年
も
低
迷
し
て
い
る
社
会
変
革
思
想
の
再
生

の
機
緑
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
）
柄
谷
行
人
は
「
隠
喩
と
し
て
の
建
築
」
で
、
ゲ
ー
デ
ル
の
「
不
完
全
性
定
理
」
に
言
及

し
な
が
ら
、
「
数
学
は
公
理
に
よ
っ
て
厳
密
に
は
建
築
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
非

合
理
的
な
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
佐
々
木
力
は
、
ゲ
ー
デ
ル
は
数
学
が
非
合
理
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
は
な
く
、
「
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
解
釈
に
よ
る
数
学
の

営
み
の
限
界
を
非
形
式
的
数
学
に
依
存
し
て
証
明
し
た
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
」
　
（
傍
点
・

原
文
、
r
科
学
史
的
思
考
し
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
七
二
二
）
）
と
語
り
、
柄
谷
の
ゲ

ー
デ
ル
理
解
が
完
全
な
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）
柄
谷
は
、
た
と
え
ば
「
言
葉
と
悲
劇
」
（
第
三
文
明
社
、
一
九
八
九
・
五
）
で
端
的
に
、

外
部
存
在
＝
他
者
存
在
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
、
共
同
体
を
超
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、
そ
の
自
明
性
に
つ
ね
に
違
和
を
持
ち
、
そ
れ
を
た
え
ず
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
グ

ト
し
よ
う
と
す
る
タ
イ
プ
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）
r
探
究
且
（
講
談
社
、
一
九
八
九
・
六
）
参
照
。

（
4
）
拙
論
「
認
識
論
的
な
（
社
会
論
）
の
限
界
」
（
原
題
「
柄
谷
行
人
r
探
究
」
論
」
（
「
近
代
文

学
試
論
」
第
三
〇
号
、
一
九
九
二
・
一
二
）
）
参
照
、
拙
著
「
脱
H
文
学
研
究
　
－
　
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
批
評
に
抗
し
て
　
－
　
」
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
二
一
）
所
収
。

（
5
）
　
マ
ー
テ
ィ
ン
∴
ン
エ
イ
r
力
の
場
　
思
想
史
と
文
化
批
判
の
あ
い
だ
」
（
今
井
道
夫
他

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
二
一
）
参
照
。

（
6
）
拙
論
「
微
温
的
批
評
を
超
え
て
　
ー
　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
」
（
原
題
「
現
代
批
評
の
批
判
的
一
考

察
　
－
　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
デ
ィ
コ
ン
ス
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
」
（
「
文
教
国
文
学
」
第
三
八
・
三
九
合
併
号
、
一
九
九
八
・
三
）
）
参
照
、
拙

著
r
脱
H
文
学
研
究
」
所
収
。

（
7
）
　
「
文
学
界
」
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
）
収
録
。

（
8
）
カ
ン
ト
r
実
践
理
性
批
判
し
（
波
多
野
精
一
他
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
・
八
改
版
）
。

（
9
）
大
薮
龍
介
「
マ
ル
ク
ス
社
会
主
義
像
の
転
換
二
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
・
九
）

参
照
。

（
1
0
）
ブ
ル
ー
ド
ン
r
十
九
世
紀
に
お
け
る
革
命
の
一
般
理
念
」
（
渡
辺
一
訳
、
r
世
界
の
名
著
」

四
二
〈
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
二
一
）
所
収
）
。

（
1
1
）
藤
田
勝
次
郎
r
ブ
ル
ー
ド
ン
と
現
代
」
　
（
世
界
書
院
、
一
九
九
三
・
五
）
参
照
。

（
1
2
）
河
野
健
二
r
も
う
一
つ
の
社
会
主
義
」
　
（
世
界
書
院
、
一
九
八
七
・
五
）
。

（
1
3
）
佐
藤
茂
行
r
ブ
ル
ー
ド
ン
研
究
二
木
鐸
社
、
一
九
七
五
二
二
）
。

［
付
記
］

本
稿
は
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
九
日
、
三
〇
日
に
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ

れ
た
設
立
一
五
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
分
科
会
（
文
学
）
　
で
の
口
頭
発
表
の
原
稿
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
若
干
の
字
句
の
訂
正
を
行
な
っ
た



以
外
は
、
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
改
稿
し
て
い
な
い
。

私
の
ロ
頭
発
表
後
、
柄
谷
行
人
は
、
編
著
r
原
理
」
　
（
太
田
出
版
、
二
〇
〇
〇
二
一
）
を

著
し
、
い
よ
い
よ
実
践
活
動
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
実
践
活
動
の

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
編
著
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
た
な
理
論
的
な
展
開
が
語

ら
れ
て
い
る
書
で
は
な
い
が
、
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
柄
谷
の
考
え
る
N
A
M
　
（
N
e
w

A
s
s
O
C
i
a
t
i
O
n
i
s
t
M
O
V
e
m
e
n
t
）
　
の
運
動
に
つ
い
て
、
柄
谷
が
「
要
す
る
に
、
ア
ソ
シ
ュ
ー

シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
、
ブ
ル
ー
ド
ン
な
ど
の

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
の
関
連
性
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

従
来
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
が
。
も
う
一
つ
関
心
を
そ
そ

ら
れ
た
の
は
、
も
と
も
と
い
わ
ゆ
る
文
芸
批
評
の
枠
に
は
納
ま
ら
な
い
仕
事
を
し
て
き
た
柄

谷
が
、
そ
の
枠
か
ら
完
全
に
踏
み
出
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
柄
谷

自
身
の
意
図
と
は
別
に
、
今
白
の
文
学
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
N
A
M
の
今
後
を
注
目
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
本
論
で
引
用
し
た
マ
ル
ク
ス
「
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱
」
の
二
節
は
、
大
月
版
r
マ
ル

ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
一
七
巻
」
所
収
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内
乱
」
な
ど
の
訳
文

と
は
、
若
干
の
字
句
が
異
な
っ
て
い
る
。
本
文
で
の
引
用
は
、
r
倫
理
2
1
」
で
引
用
さ
れ
て
い

る
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。

（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
九
日
）

－
　
あ
や
め
・
ひ
ろ
は
る
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授
　
－
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