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市
民
社
会
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
意
義
と

そ
の
哲
学
的

１
）

基
礎

菅

原

寧

格

１．

市
民
社
会
論
の
現
在

わ
た
し
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
市
民
社
会
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
意
義
を
哲
学
的
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ

が
、
周
知
の
よ
う
に
市
民
社
会
と
い
う
言
葉
か
ら
観
念
さ
れ
る
内
容
は

論
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
い
っ
た
い
「
市
民
社
会
」
と
は
何
で
あ

る
の
か
。
そ
も
そ
も
「
市
民
」
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
か
。
こ
の

種
の
議
論
は
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
市

民
社
会
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
こ
う
し
た
概

念
を
め
ぐ
る
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
迂
遠
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
本
稿
の
視
角
を
明

ら
か
に
し
て
お
く
た
め
に
も
、
ま
ず
は
現
在
の
市
民
社
会
を
め
ぐ
る
議

論
状
況
を
整

２
）

理
し
、
そ
の
上
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
か
ん
す

る
議
論
が
有
す
る
意
義
や
哲
学
的
背
景
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み

る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

２．

「
市
民
社
会
」
の
理
念

２
｜
１．

「
市
民
社
会
」
の
伝
統
的
理
解
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日
本
で
は
、市
民
社
会
の
概
念
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、マ
ン
フ
レ
ッ

ド
・
リ
ー
デ
ル
『
市
民
社
会
の
概

３
）

念
史
』
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
リ
ー
デ
ル
に
よ
れ
ば
、「

市
民
社
会

b
u
rg
erlich

e G
esellsca

ft

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
伝
承
さ
れ
、
お
よ
そ
一
八
世
紀
中
葉
に
い

た

る

ま

で

通

用

し

た
、
古

い

言

語

伝

統

に

お

い

て

は
、

市

民

団

体

ビュルガーフェアアイニグンク
な
い
し

市
民
共
同
体

ビュルガーゲマインデ
）

と
い
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
」
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て

４
）

い
る
。
そ
し
て
市
民
社
会
と
は
、
ま

ず
も
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
に
端
を
発
す
る
伝
統
的
な
概
念
で

あ
り
、
政
治
的
動
物
と
し
て
の
「
人
」
が
ま
さ
に
ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
と
し
て
存
在
す
る
様
態
と
そ
の
結
合
様
式
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ー
デ
ル
は
、
ひ
と

ま
ず
「
市
民
社
会
」
を
「
政
治
的
支
配
形
式
つ
ま
り

国
家

と
同
意

味
な
い
し
同
義
語
」
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い

５
）

る
が
、
こ

う
し
た
理
解
は
日
本
の
市
民
社
会
論
の
文
脈
に
お
い
て
も
一
般
的
に
受

容
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
も
の
の
概
念
と
結
び
つ
い

た
市
民
社
会
像
に
は
、「
人
」に
対
す
る
あ
る
決
定
的
な
前
提
が
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
市
民
社
会
と
い

う
政
治
的
な
人
間
共
同
体
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
非・
政・
治・
的・
な・
事
柄
、

す
な
わ
ち
経
済
的
な
事
柄
や
私
的
領
域
に
属
す
る
労
働
や
仕
事
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
女
性
や
奴
隷
が
も
っ
ぱ
ら
担
う
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た

見
方
で
あ
る
。
市
民
社
会
に
お
け
る
「
人
」
と
は
、
そ
う
し
た
私
的
領

域
に
属
す
る
経
済
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
公
的
領
域
に
属
す
る
政
治
的

な
も
の
に
携
わ
る
ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
存
在
で
あ
り
、
あ
く

ま
で
も
み
ず
か
ら
の
意
志
に
基
づ
い
て
政
治
に
参
画
す
る
と
同
時
に
、

そ
の
よ
う
な
統
治
に
対
し
て
は
み
ず
か
ら
服
す
る
主
体
と
し
て
観
念
さ

れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
と
し
て
の
「
人
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
主
に
公
的
領
域
で
展
開

さ
れ
る
人
間
空
間
を
指
す
も
の
と
し
て
の
、「
市
民
社
会
」と
い
う
概
念

理
解
に
他
な
ら
な
い
。
リ
ー
デ
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
規

準
化
さ
れ
た
市
民
社
会
の
概
念
に
お
い
て
、「
市
民
は
、

国
家

と
同

視
さ
れ
る
市
民
社
会
の
成
員
と
し
て
、

家

と
い
う
私
的
領
域
に
属
す

る
の
で
は
な
く
、
逆
に

私
的
な
も
の

を
支
配
し
つ
つ
、
家
の
主
人

と
し
て
労
働
と
経
済
的
生
産
の
領
域
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
市
民
で
あ
り
う
る
」
と
規
定
し
て

６
）

い
る
。

２
｜
２．

近
代
以
降
の
「
市
民
社
会
」

も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
市
民
社
会
」
が
従
来
か
ら
理
解
さ
れ
て

き
た
市
民
社
会
の
重
要
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

資 料
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あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
た
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
近
代
以
降
の
市
民
社
会
理
解
一
般
が
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
見
方

と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
次
に
近
代
以
降
の
「
市
民
社
会
」
に
つ
い
て
も
、
簡
単

に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で

は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
に
よ
る
理
解
を
確
認
し
て
お
く

こ
と
に
し

７
）

よ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
人
」
と
は
「
欲
望
の
体
系
」
に
組
み
込
ま
れ

た
主
体
、
す
な
わ
ち
「
欲
望
の
主
体
」
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
市
民

お
よ
び
市
民
社
会
が
端
的
に
「
市
民
」
お
よ
び
「
市
民
社
会
」
と
し
て

の
み
存
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
不
可
能
で
あ
る
ば
か

り
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
そ
う
し
た
「
欲
望
の
主
体
」
は
「
人
倫
」

に
反
し
不
適
切
で
さ
え
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、「
欲
望
の
体
系
」の
な
か

で
生
き
る
「
欲
望
の
主
体
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
市
民
」
お
よ
び
「
市

民
社
会
」と
、
そ
れ
に
対
し
て
客
観
的
な
正
し
さ
を
与
え
統
御
す
る「
国

家
」
と
い
う
政
治
的
領
域
と
を
明
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
そ
し
て
政
治
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
「
市
民
社
会
」
の
外
部
に
お

い
て
国
家
官
僚
が
担
う
べ
き
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、「
欲
望
の
主
体
」
で
あ
る
「
市
民
」
が
あ

く
ま
で
も
私
的
に
織
り
な
す
「
欲
望
の
体
系
」
が
「
市
民
社
会
」
で
あ

る
以
上
、
公
的
な
観
点
か
ら
「
市
民
社
会
」
を
統
御
す
る
プ
ロ
セ
ス
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
官
憲
国
家
の
成
立
が
不
可
避
な
も
の
と
し

て
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

と
ま
っ
た
く
対
照
的
な
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
し
て
、「
市
民
」
お
よ

び「
市
民
社
会
」は
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
リ
ー

デ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
カ
ン
ト

に
い
た
る
政
治
学
の
伝
統
の
言
語
用
法
に
従
う
と
、
国
家
は
お
お
ま
か

に
市
民
社
会
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
…
…
そ
れ
に
対
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
の

政
治
的

領
域
を
、
社
会
の
い
ま
や

市
民

的

と
な
っ
た
領
域
か
ら
区
別
す
る
。
そ
の
さ
い

市
民
的

と
い
う

形
容
詞
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
反
し
て
、
…
…
も
は
や

政
治
的

と

同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
使
わ
れ

８
）

な
い
」、
と
。

ま
た
、マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
は
、「
市
民
」と
は
ブ
ル
ジ
ョ

ア
の
こ
と
で
あ
り
「
資
本
家
」
と
い
う
階
級
を
指
す
も
の
と
し
て
第
一

義
的
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
様
に
、「
市
民
」
を
「
欲
望
の
主
体
」
と

し
て
措
定
し
た
上
で
、「
市
民
社
会
」
と
は
「
資
本
家
」
に
対
す
る
「
労

働
者
」
と
い
う
階
級
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
経
済
的
営
為
の
総

称
、
す
な
わ
ち
「
欲
望
の
体
系
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
も
っ
と
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も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
市
民
」
お

よ
び
「
市
民
社
会
」
は
解
体
し
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て

観
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義

に
せ
よ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
せ
よ
、
あ
る
共
通
し
た
「
市
民
」
お
よ
び
「
市
民

社
会
」
に
対
す
る
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。両

者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
人
」
と
「
人
」
と
に
よ
っ
て
取
り
結

ば
れ
る
関
係
が
必
ず
し
も
血
縁
・
地
縁
と
い
っ
た
垂
直
的
な
要
素
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
見
方
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ

で
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
「
人
」
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
契
約
に
基
づ
く

水
平
的
な
人
間
関
係
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
、
と
い
う
見

方
で
あ
る
。
水
平
的
と
い
う
の
は
、
自
由
で
独
立
し
た
「
人
格
」
と
し

て
把
握
さ
れ
た
「
市
民
」
の
存
在
を
規
範
的
な
前
提
と
し
て
、
そ
の
よ

う
な
「
市
民
」
に
よ
る
「
自
由
で
独
立
し
た
諸
人
格
の
間
で
自
発
的
に

取
り
結
ば
れ
る
対
等
な
関
係
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
社
会
」と
し
て「
市

民
社
会
」
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
在
り
方
の
こ
と
で

９
）

あ
る
。

３．

日
本
に
お
け
る
「
市
民
」
と
「
市
民
社
会
」、
市
民
社
会

論
の
意
義

３
｜
１．

戦
後
日
本
に
お
け
る
「
市
民
」
お
よ
び
「
市
民
社
会
」
の

意
義

ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
脈
で
は
、「
市
民
」や「
市
民
社
会
」

は
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
も
の
に
関
わ
る
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
た
上

で
、
克
服
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
戦
後
の
日
本
社
会

で
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
面
か
ら
だ
け
「
市
民
」

や
「
市
民
社
会
」
と
い
う
概
念
が
受
け
止
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
戦
後
の
日
本
で
は
、
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
家
父
長
制
的
な
家
制

度
や
王
権
神
授
説
的
な
権
威
主
義
的
国
家
観
を
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服

し
て
い
く
か
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
戦
前
の
日
本
で
「
君
主
」
に
対
す
る
「
臣
民
」
に
す
ぎ
な
か
っ

た
「
人
」
を
、
日
本
国
憲
法
で
表
現
さ
れ
る
「
主
権
者
」
と
し
て
、
権

利
の
主
体
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
な
お
し
て
い
く
の
か
が
ま

ず
も
っ
て
課
題
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
、

日
本
国
憲
法
体
制
を
支
え
る
よ
う
な
秩
序
形
成
に
参
与
す
る
ア
ク
タ
ー

と
し
て
の
「
市
民
」
が
観
念
さ
れ
、
そ
う
し
た
「
市
民
」
と
「
市
民
」
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の
合
意
に
基
づ
き
成
立
す
る
共
同
体
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」
が
観
念

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
治

憲
法
下
に
お
け
る
国
家
観
は
相
対
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
批
判
さ
れ
る

べ
き
対
象
と
し
て
明
確
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
も
潜
在
的
に
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で

は
な
く
、「
市
民
」
お
よ
び
「
市
民
社
会
」
の
概
念
は
、
戦
後
民
主
主
義

や
戦
後
日
本
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
の
展
開
を
は
じ
め
と
す
る

様
々
な
思
想
状
況
と
も
相
俟
っ
て
、
旧
体
制
や
既
成
性
を
打
破
す
る
に

あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に

は
注
意
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
際
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
成
果

と
経
験
は
、
世
界
各
地
で
同
時
期
に
出
現
し
た
様
々
な
「
新
し
い
社
会

運
動
」
と
も
連
動
し
つ
つ
、
日
本
社
会
に
お
い
て
は
新
た
な
法
的
・
政

治
的
局
面
を
切
り
拓
い
て
い
く
一
助
と
な
っ
た
面
が
あ
っ
た
と
い
え

10
）

よ
う
。

３
｜
２．

日
本
に
お
け
る
市
民
社
会
論
の
現
在

も
っ
と
も
、
現
在
の
市
民
社
会
論
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
と
問
い
返
し
て
み
れ
ば
、「
リ
ス
ク
社
会
」の
進
行
に

伴
う
政
治
・
経
済
の
不
確
定
性
と
予
測
不
可
能
性
の
常
態
化
と
い
う
現

象
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
東
日
本
大
震
災
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

今
回
の
出
来
事
を
一
括
し
て
自
然
災
害
と
呼
ぶ
の
が
躊
躇
さ
れ
る
よ
う

な
甚
大
な
被
害
が
人
的
要
因
に
よ
っ
て
も
惹
き
起
こ
さ
れ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
事
態
、
す
な
わ
ち
予
測
可
能

な
範
囲
を
超
え
た
「
想
定
外
」
の
事
態
に
よ
っ
て
、
不
確
定
性
に
満
ち

た
原
発
問
題
が
実
は
日
常
的
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
問
題

関
心
と
し
て
市
民
の
間
で
は
共
有
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
事
故
が
起
き
る
前
に
こ
こ

ま
で
広
く
原
発
の
問
題
性
が
市
民
社
会
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
か
と

い
え
ば
そ
う
で
は
な
か
っ
た
し
、
現
在
享
受
し
て
い
る
経
済
的
な
生
活

水
準
を
下
げ
て
ま
で
原
発
に
反
対
す
る
よ
う
な
市
民
運
動
が
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
後
の
経
緯
を
み
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
日
本
で
は
市
民
の
関
心

が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
原
発
事
故
に
対
し
て
適
切
な
処
置
を
と
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
政
治
と
行
政
の
無
策
が
続
々
と
露
わ
に

11
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な
り
、

政
治
と
行
政
に
対
す
る
信
頼
は
著
し
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
が
ポ
リ
ス
期
の
「
市
民
」
の
よ
う
な

ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
再
興
を
目
指
せ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
意
味
で
の
官
憲
国
家
が
既
に
機
能
不
全
に

陥
っ
て
い
る
の
を
尻
目
に
、「
経
済
人
」
と
し
て
「
欲
望
」
を
追
求
す
る
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主
体
、
す
な
わ
ち
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
し
て
の
「
市
民
」
お
よ
び

「
市
民
社
会
」
を
構
想
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。

今
回
の
原
発
事
故
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
の
核
心
は
、
漸
次

的
発
展
を
前
提
と
す
る
資
本
主
義
経
済
モ
デ
ル
と
そ
う
し
た
モ
デ
ル
に

対
し
て
適
合
的
な
政
策
を
実
現
す
る
こ
と
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
置
く

政
治
に
対
し
て
の
、
重
大
な
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
動
向
を
直
ち
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
意

味
で
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
市
民
の
側
に
よ
る
権
力
支
配
へ
の
批
判
と
し
て

の
み
消
化
す
る
の
で
は
、
ま
た
こ
れ
も
決
定
的
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と

は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４．

現
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の

在
り
方

４
｜
１．

国
家
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ー
ト
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」

現
在
の
日
本
社
会
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
決
し
て
世
界
的
に
特

殊
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
原
発
事
故
に

よ
っ
て
生
じ
た
地
球
環
境
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
は
、

地
域
や
一
国
の
範
疇
を
超
え
て
、
全
世
界
的
に
取
り
組
む
べ
き
グ
ロ
ー

バ
ル
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。仮
に
水
平
的
な
人
間
関
係
に
基
づ
く「
市

民
社
会
」
の
議
論
を
前
提
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
決
定
的
な
意

味
を
持
つ
の
は
構
成
員
相
互
の
意
思
疎
通
の
在
り
方
に
つ
い
て
で
あ
ろ

う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
と
取
り
組
む
「
市
民
」
の
連
帯
を
問
題
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
地
縁
・
血
縁
、
あ
る
い
は
身
分
制
社
会
の
よ
う
に
、

人
間
関
係
が
垂
直
的
か
つ
自
明
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
良
し
と
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。

確
か
に
、
水
平
的
な
人
間
関
係
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」
を
ど
の
よ

う
に
観
念
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
容
易
で
は
な
い
。
リ
ー
デ
ル
が
い

う
よ
う
に
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
対
概
念

で
さ
え
二
元
論
的
に
対
立
さ
せ
て
お
け
ば
足
り
る
と
い
う
話
で
は
な
く

多
く
の
検
討
す
べ
き
余
地
は
残
さ
れ
て
い

12
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る
し
、
翻
っ
て
み
れ
ば
「
市

民
社
会
」
を
安
直
に
定
式
化
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
視
点
も
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。
だ
が
、
現
代
社
会
の
人
間

共
同
体
に
お
い
て
、
構
成
員
相
互
の
意
志
は
、
共
同
体
の
歴
史
的
・
文

化
的
文
脈
と
い
う
制
約
下
に
置
か
れ
な
が
ら
も
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
ト
し
合
っ
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
各
人
の
間
で
、
社
会
の
内
部
で
、

そ
し
て
異
な
る
社
会
間
で
、
い
か
に
し
て
多
元
的
で
多
層
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
模
索
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後

の
「
市
民
」
お
よ
び
「
市
民
社
会
」
の
在
り
方
を
展
開
し
よ
う
と
志
向

す
る
市
民
社
会
論
に
お
い
て
は
不
可
避
の
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
「
市
民
社
会
」
を
国
家
と
同
視
す
る
よ
う
な
意
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味
で
の
政
治
的
領
域
と
し
て
の
み
捉
え
た
り
、
自
由
市
場
が
成
立
す
る

条
件
と
し
て
経
済
的
領
域
と
し
て
の
み
捉
え
た
り
す
る
の
で
は
不
十
分

で
あ
る
。
必
ず
し
も
国
家
に
よ
っ
て
語
り
尽
く
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

語
り
尽
く
す
べ
き
で
も
な
い
人
間
共
同
体
の
公
共
性
に
関
わ
る
問
題

を
、「
欲
望
の
主
体
」と
は
一
線
を
画
し
つ
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
し
合
え

る
よ
う
な
領
域
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、

本
稿
の
問
題
関
心
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
展
開
し
て
き
た
よ
う
な
議
論
の

延
長
上
に

13
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あ
る
。「
人
」が
社
会
空
間
に
お
い
て
、
い
か
に
自
己
統
治
と

自
己
実
現
と
い
う
価
値
を
現
実
の
も
の
と
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
そ

れ
を
可
能
に
す
る
「
市
民
社
会
」
と
い
う
領
域
の
再
編
や
、
そ
う
し
た

と
こ
ろ
で
要
請
さ
れ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
の
検
討

が
今
後
は
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
。
そ
れ
も
、
地
域
規
模
や
世
界
規
模

で
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
論
議
や
法
的

基
盤
の
整
備
が
必
要
に
な
る
。

問
題
を
一
歩
進
め
て
み
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
細
分
化
・
専

門
化
が
進
み
、
全
体
像
が
一
概
に
捉
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
代
社
会

に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
い
う
よ
う
な
意
味
で
「
反
事
実
的
」
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
必
ず
し
も
「
理
想
的
発
話
状
況
」
に
置
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
「
人
」
に
と
っ
て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
想
で
き
る
の
か
が
課
題
に
な
る
。
た
と
え

ば
、
日
本
の
東
日
本
大
震
災
に
限
ら
ず
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
端
を
発
し
エ

ジ
プ
ト
か
ら
リ
ビ
ア
へ
と
広
が
っ
た
一
連
の
革
命
的
事
件
を
通
じ
て
注

目
を
集
め
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
リ
ア
ル
タ
イ

ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方

を
生
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
現
実
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
規
範
的
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
評
価
を
容
易
に
下

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
現
代
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
議
論
を
通
じ
て
そ
の
哲
学
的
意
義
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

４
｜
２．

カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
み
ず
か
ら
の
主
著
『
哲
学
』
の
な
か
で
、「
人
」
と

「
人
」
が
な
し
う
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
と
し
て
「
実
存
」
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
を
構
想
し
て

14
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い
る
。
そ
こ
で
は

「
愛
し
な
が
ら
の
闘
い
」
と
し
て
の
「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

を
繰
り
広
げ
る
な
か
で
、「
人
」自
身
み
ず
か
ら
が
何
者
で
あ
る
の
か
を

認
識
し
、
と
る
べ
き
態
度
や
行
為
を
反
省
的
に
知
る
こ
と
で
「
人
」
は
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「
実
存
」
す
る
と
い
う
指
針
が
描
か
れ
て
い
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
思
想
は
必
ず
し
も
明
快
で
論
理
的
に
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
の
な

か
で
は
必
ず
し
も
実
存
的
と
は
い
え
な
い
タ
イ
プ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ

る
と
、
そ
れ
は
、
今
そ
こ
に
た
だ
存
在
し
て
い
る
も
の
と
い
う
「
現
存

在
」
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
現
存
在
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
た
だ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に

と
っ
て
の
こ
の
「
現
存
在
」
と
は
、「
実
存
」
に
な
り
う
る
存
在
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
現
状
で
は
「
実
存
」
し
て
は
い
な
い

と
い
う
意
味
で
の「
可
能
的
実
存
」で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
実
存
」

と
は
た
だ
単
に
「
実
存
」
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

る
一
方
で
、
そ
う
し
た
「
実
存
」
は
、「
可
能
的
実
存
」
と
し
て
の
「
現

存
在
」
と
も
不
可
分
な
「
人
」
の
在
り
方
の
一
面
を
表
現
し
て
い
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
「
価
値
討
議
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
連
続
的
な
関
係
に
立
つ
こ
と
か
ら
、

行
為
論
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
現
存

在
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
は
、
当
該
行
為
を
目
的
と
手

段
の
関
係
に
即
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
者
を
単

に
手
段
と
し
て
の
み
扱
い
、
必
ず
し
も
他
者
自
身
の
存
在
自
体
を
目
的

と
し
て
は
扱
わ
な
い
よ
う
な
場
合
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
に
他
者
を
単
に
手
段
と
し
て
の
み
扱
う
よ
う
な
倫
理
的
に
問

題
が
あ
る
立
場
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
人
間
の
「
実

存
」
と
い
う
理
念
に
関
わ
る
「
実
存
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
み

を
哲
学
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
現
状
の
法
制
度
や
政
治
制
度
、
社
会

シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
合
理
的
に
適
応
し
う
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
｜

い
わ
ば
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
役
割
」
を
果
た
す
な
か
で
｜

成
立
す

る
「
現
存
在
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
も
十
分
自
覚
し
、

「
可
能
的
実
存
」
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
そ
れ
を

捉
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
実
存
思
想
に
対
す
る
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
特
徴
は
、「
現
存
在
」そ
れ
自
体
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う

に
「
頽
落
」
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
現
存
在
」
と
し
て
は
満
足
し
え
な
い
存
在

が
「
人
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
「
人
」
は
異
議
申
し
立

て
と
し
て
の「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
｜

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
っ
て
そ

れ
は「
愛
し
な
が
ら
の
闘
い
」と
呼
ば
れ
る
｜

を
展
開
す
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
追
究
が
み
ず
か
ら
の
存
在
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
真
摯
な
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も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は

徐
々
に
「
実
存
」
的
な
も
の
へ
と
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
少
な
く
と
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
構
想
し
た
「
実
存
」
に
つ
い
て

は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ
て
現
れ
て
く
る
「
人
」
の
様
相

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５．

「
本
来
」
の
自
己
と
「
役
割
」
を
果
た
す
自
己

で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
い
う
よ
う
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、

市
民
社
会
論
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
持
ち
う
る
だ
ろ
う
か
。
先
ほ

ど
検
討
し
た
よ
う
に
「
市
民
社
会
」
で
は
、
契
約
を
モ
デ
ル
と
し
た
水

平
的
な
人
間
関
係
を
基
礎
と
す
る
以
上
、
そ
れ
に
伴
う
だ
け
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
断
に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
だ
が
、

し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
は
あ
る
重
要
な
問
題
も
潜
ん
で
い
る
。
と
い

う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
「
市
民
社
会
」
に
お
い
て
、「
人
」
は
、
一
方
で

み
ず
か
ら
の
欲
望
や
利
益
を
追
求
す
る
（
あ
る
い
は
そ
の
克
服
を
目
指

す
）
者
と
し
て
の
「
本
来
」
の
自
己
を
抱
え
つ
つ
、
他
方
で
「
市
民
社

会
」
の
一
員
と
し
て
何
ら
か
の
「
役
割
」
を
担
う
自
己
を
創
出
す
る
構

成
員
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、

後
者
が
も
っ
ぱ
ら
「
市
民
社
会
」
と
関
わ
る
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、

前
者
は
必
ず
し
も
「
市
民
社
会
」
に
の
み
関
わ
る
問
題
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
人
」に
よ
っ
て
は
み
ず
か
ら
の
欲
望
や
利
益
が
現
実
社
会
の
問
題
と

無
関
係
に
構
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、「
市
民
社
会
」と

い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、「
人
」
は
、「
役
割
」
を
果
た
す
こ
と
に

よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
自
己
と
そ
れ
と
は
全
く
別
の
次
元
で
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
「
本
来
」
の
自
己
と
の
間
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
引
き
裂
か

れ
て
し
ま
う
可
能
性
に
直
面
す
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
裏
返
し
と
し

て
、「
役
割
」
を
果
た
す
自
己
と
「
本
来
」
の
自
己
と
、
双
方
の
自
己
を

何
ら
か
の
形
で
編
み
合
わ
せ
つ
つ
も
、
首
尾
一
貫
し
た「
人
」
｜

人
格

｜

と
し
て
自
身
の
対
応
を
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
な
ど
、
日
常

生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
往
々
に
生
じ
る
問
題
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
市
民
社
会
」を
国
家
と
同
視
し
政
治
的
な
も
の
を
扱

う
公
的
領
域
と
し
て
の
み
捉
え
た
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
市
民
が「
欲
望
」

を
充
足
す
る
よ
う
な
経
済
的
空
間
と
し
て
の
み
捉
え
た
り
す
る
こ
と
を

否
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
む
し

ろ
、
従
来
の
市
民
社
会
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て「
市
民
社
会
」

と
い
う
領
域
を
再
構
成
し
、「
本
来
」
の
自
己
と
「
役
割
」
を
果
た
す
自

己
と
が
極
端
に
乖
離
せ
ず
に
済
む
よ
う
な
、
自
己
統
治
と
自
己
実
現
と

い
う
価
値
を
現
実
の
も
の
と
し
て
い
く
道
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
そ
れ
も
各
人
が
置
か
れ
た
具
体
的
な
問
題
状
況
の
な
か
で
。
仮

に
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
本
来
」
の
自
己
を
「
実
存
」

と
し
て
考
え
、「
役
割
」
を
果
た
し
て
い
る
存
在
を
「
現
存
在
」
と
し
て

捉
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
い
ず
れ
の
局
面
に
お
い
て
も
、

「
実
存
」
が
「
可
能
的
実
存
」
と
し
て
の
「
現
存
在
」
と
分
離
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
連
続
し
た
「
人
」
と
し
て
「
何
ら
か
」
の
ア

ス
ペ
ク
ト
を
持
つ
こ
と
に
変
わ
り

16
）

な
い
。

で
は
、
み
ず
か
ら
が
こ
の
よ
う
に
分
裂
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
な
お
自
己
統
治
を
志
向
し
自
己
実

現
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
自
分
自
身
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
「
人
」

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な「
人
」は
ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
と
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
問
題
を
解
く
カ

ギ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
人
」
が
「
市
民
」
と
し
て
行
う
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」の
仕
方
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ
て
不
断
に
か
つ
再
帰
的
に
生
成
し
て
い
る
「
市

民
社
会
」の
在
り
方
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。「
人
」は
、
既
存
の
法
・

政
治
制
度
や
社
会
シ
ス
テ
ム
と
適
合
的
に
生
き
る
｜
「
役
割
」を
果
た

す
｜

と
同
時
に
、「
実
存
」
的
な
生
と
し
て
も
「
本
来
」
の
自
己
を
探

究
し
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

契
約
的
な
水
平
的
関
係
を
相
互
に
取
り
結
ぶ
か
ら
と
い
っ
て
ナ
イ
ー
ヴ

な
法
的
人
格
に
留
ま
り
続
け
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
他
者

存
在
と
は
無
関
係
に
ひ
た
す
ら
内
面
的
に
実
存
的
人
格
の
在
り
方
を
哲

学
的
に
探
ろ
う
と
し
た
り
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
行
う
だ
け
で
、「
人
」が

満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
両
面
に
潜
む
問

題
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と

と
も
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」を
通
じ
て
よ
り
深
い
理
解
を「
人
」

に
対
し
て
も
た
ら
す
と
い
う
「
仕
掛
け
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
「
仕
掛
け
」
に
「
気
づ
く
」
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
よ
う
に
「
想
定
外
」
の
事
態
が
頻
出
す
る
「
リ
ス
ク
社
会
」

に
お
い
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
よ
う
な
実
存
思
想
は
、
あ
る
種
の
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
哲
学
と
し
て
、「
市
民
社
会
」
論
を
支
え
る
社
会

哲
学
の
一
つ
と
し
て
、現
代
的
に
リ
メ
イ
ク
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
理
論
的
可
能
性
の
広
が
り
を
示
す
。
現
代
市
民
社
会
論
が
そ
う
し

た
方
向
で
そ
の
概
念
を
膨
ら
ま
せ
、
未
来
志
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
よ
う
な
タ
イ

プ
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
哲
学
が
沈
黙
す
る
こ
と
は
な
い
。
む

ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
と
し
て
リ
メ
イ
ク
し
て
い
け
る
の

か
、
必
ず
し
も
視
界
が
開
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
新
聞
や

ラ
ジ
オ
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
従
来
型
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
は
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異
な
る
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と

し
て
広
が
り
を
み
せ
る
な
か
、
社
会
内
存
在
と
し
て
変
容
し
て
い
く

「
人
」
や
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
在
り
方
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。「
市
民
社

会
」
論
に
対
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
め
ぐ
る
法
哲
学
の
寄

与
す
べ
き
課
題
が
こ
こ
に
あ
る
。

注１
）

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
一
五
日
〜
一
九
日
に
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
大
学
で
開
か
れ
た
「
法
、
科
学
、
技
術
」
を
統
一
テ
ー
マ
と

し
た
第
二
五
回
法
哲
学
・
社
会
哲
学
国
際
学
会
連
合
（
Ｉ
Ｖ
Ｒ
）
の
分

科
会「
市
民
／
社
会
の
役
割
と
国
家
の
責
任
」（
座
長：
大
野
達
司
教
授

（
法
政
大
学
））
で
行
っ
た
報
告
の
た
め
に
準
備
し
た
草
稿
を
補
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。
当
日
は
時
間
的
制
約
か
ら
内
容
を
極
度
に
切
り
詰
め
た

上
で
報
告
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
に
お
い
て
必
ず

し
も
示
し
得
な
か
っ
た
議
論
枠
組
み
を
記
録
し
て
お
く
と
と
も
に
、
報

告
後
に
寄
せ
ら
れ
た
批
判
を
今
後
の
研
究
へ
と
活
か
す
べ
く
、
そ
の
出

発
点
と
し
て
銘
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

本
稿
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
論
に
棹
差
す
現
代

市
民
社
会
論
と
し
て
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
い
ず

れ
改
め
て
そ
の
点
に
つ
い
て
は
補
う
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
本
報
告
の
問
題
関
心
や
枠
組
み
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
し

て
、
大
野
達
司
「「
市
民
／
社
会
の
役
割
と
国
家
の
責
任
」
に
つ
い
て
」

や
那
須
耕
介「
市
民
社
会
と
そ
の
非
政
治
的
基
盤
に
つ
い
て
」（
い
ず
れ

も『
法
哲
学
年
報
二
〇
一
〇
｜

市
民
／
社
会
の
役
割
と
国
家
の
責
任
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
）
所
収
）
を
参
照
。

２
）

以
下
、
本
稿
に
お
け
る
「
市
民
」
お
よ
び
「
市
民
社
会
」
に
関
す
る

議
論
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
今
井
弘
道「「
市
民
社
会
」と
現
代
法
哲
学
・

社
会
哲
学
の
課
題
」（
今
井
編
『
新
市
民
社
会
論
』（
風
行
社
、
二
〇
〇

一
））
を
参
照
。

３
）

M
.
R
ied
el
“B
u
rg
er,

S
ta
a
tsb
u
rg
er,

B
u
rg
ertu

m
” /“G

esell-

sch
a
ft,

b
u
rg
erlich

e” /“G
esellsch

a
ft,

G
em
ein
sch

a
ft”,

in G
e-

sch
ich
tlich

e
 
G
ru
n
d
begriffe

,
h
rsg

.
v
o
n
 
B
ru
n
n
er /C

o
n
ze /

K
o
selleck

,
B
d
.
1
2,
K
lett-C

o
tta
,
1972

1974

（
リ
ー
デ
ル
（
河

上
倫
逸
・
常
俊
宗
三
郎
編
訳
）『
市
民
社
会
の
概
念
史
』（
以
文
社
、
一

九
九
〇
））。

４
）

R
ied
el,

“G
esellsch

a
ft,

b
u
rg
erlich

e”,
in
:
G
esch

ich
tlich

e
 

G
ru
n
d
begriffe

,
B
d
.
2,
S
.
719

（
同
右
一
一
頁
）。

５
）

Ibid
.,
S
.
720

（
同
右
一
二
頁
）。

６
）

Ibid
.,
S
.
723

（
同
右
一
六
頁
）。

７
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
リ
ー
デ
ル
は
、
近
代
以
降
の
世
界
に
お
い
て
は

市
民
社
会
と
い
う
術
語
が
持
つ
同
音
異
義
の
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
時

代
や
状
況
に
関
わ
ら
ず
不
変
の
も
の
と
し
て
は
通
用
で
き
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Ibid

.,
S
.
720

（
同
右
一
二
頁
））。

８
）

Ibid
.,
S
.
779

（
同
右
八
九
頁
）。
ま
た
リ
ー
デ
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
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『
法
哲
学
』
の
な
か
で
「
市
民
」
と
い
う
用
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

ブ

ル
ジ
ョ
ワ

と

シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン

と
で
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
触
れ
、
ド
イ
ツ
語
で
こ
の
よ
う
に
「
市
民
」
が
併
せ
持
つ
二

重
性
、
す
な
わ
ち
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
し
て
の
「
市
民
」
と
ホ
モ
・

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
の
「
市
民
」
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
い
か
に
困

難
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る（R

ied
el,
“B
u
r-

g
er,

S
ta
a
tsb
u
rg
er,

B
u
rg
ertu

m
”,
in
:
G
esch

ich
tlich

e G
ru
n
d
be-

griffe
,
B
d
.
1,
S
.
707

708

（
同
一
七
九
｜
一
八
〇
頁
））。

９
）

今
井
編
『
新
市
民
社
会
論
』
三
六
五
｜
三
六
六
頁

10
）

こ
こ
で
は
、
田
中
成
明『
裁
判
を
め
ぐ
る
法
と
政
治
』（
有
斐
閣
、
一

九
七
九
）
に
お
い
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
代
型
訴
訟
の

よ
う
な
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
、
戦
後
民
主
主
義
や
マ
ル
ク
ス

主
義
を
め
ぐ
る
問
題
も
含
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
た
研
究

は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

11
）

賛
否
両
論
あ
る
に
せ
よ
、
今
回
の
原
発
事
故
の
報
に
接
し
て
ド
イ
ツ

政
府
が
み
ず
か
ら
下
し
た
決
定
を
一
八
〇
度
覆
し
、
二
〇
二
二
年
ま
で

に
原
発
を
廃
止
す
る
方
向
へ
と
舵
を
切
り
、
政
治
主
導
の
政
策
実
現
を

訴
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
支
持
と
共
感
を
得
た
の
と
は
ま
さ
に
対

照
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

12
）

R
ied
el,

“G
esellsch

a
ft,

G
em
ein
sch

a
ft”,

in
:
G
esch

ich
tlich

e
 

G
ru
n
d
begriffe

,
B
d
.
2

（
リ
ー
デ
ル
前
掲
書
第
三
章
）
を
参
照
。

13
）

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
『
公
共
性
の
構
造
転
換
｜
第
二
版
』
の
序
言
で

市

民
社
会
（Z

iv
ilg
esellsch

a
ft

）
の
再
発
見

に
み
ず
か
ら
の
主
眼
が
あ

り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
以
来
の
慣
行
と
な
っ
て
い
る
「〔
政
治
的
〕

市
民
社
会so

cieta
s civ

ilis

」
か
ら
「〔
脱
政
治
的
・
経
済
的
〕
市
民
社

会b
u
rg
erlich

e G
esellsch

a
ft

」
へ
と
翻
訳
す
る
流
れ
に
乗
る
の
で
は

な
く
、
ク
ラ
ウ
ス
・
オ
ッ
フ
ェ
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
関
係
（A

sso
zia
tio
n
sv
erh

a
ltn
isse

）」
に
則
っ
た
非
国
家
的
・
非

経
済
的
な
人
間
の
結
合
関
係
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
る
（J.

H
a
b
er-

m
a
s,
S
tru
ktu
rw
an
d
el d

er Ö
ffen

tlich
keit m

it ein
em
 
V
orw

ort
 

zu
r N

eu
au
flage 1

9
9
0
,
S
u
h
rk
a
m
p ta

sch
en
b
u
ch
,
1990,

S
.
45

46.

（
細
谷
貞
雄
・
山
田
正
行
訳
『
公
共
性
の
構
造
転
換
｜
第
二
版
』（
未

来
社
、
一
九
九
四
）x

x
x
v
ii

｜x
x
x
v
iii

頁
）。

14
）

以
下
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
に
つ
い
て
は
、K

.
Ja
sp
ers,

“E
x
is-

ten
zerh

ellu
n
g
”,
in P

h
ilosoph

ie II
,
S
p
rin
g
er,

1932

、
お
よ
び
拙

稿

注
15
）を
参
照
。

15
）

ヤ
ス
パ
ー
ス
の「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る

「
価
値
討
議
」
の
議
論
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
価
値
相
対
主

義
問
題
の
「
克
服
」
の
た
め
に
｜

ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ヤ
ス
パ
ー
ス
へ
」

（
北
大
法
学
論
集
五
九
巻
二
号
）
お
よ
び
「
M.

ウ
ェ
ー
バ
ー
と
K.

ヤ
ス

パ
ー
ス
に
お
け
る
価
値
思
考
の
法
哲
学
的
意
義（
１
）〜（
７
・
完
）」（
北

大
法
学
論
集
五
八
巻
一
号
〜
五
九
巻
一
号
）
を
参
照
。

16
）

こ
の
「
何
ら
か
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

た
だ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
主
観
化
や
客
観
化
あ
る
い
は
対
象
化
す
る
形
で

「
実
存
」を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
拒
絶
し

て
い
る
。
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資 料



〔
付
記
〕

本
稿
は
、
法
政
大
学
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
記
念
現
代
法
研
究
所
の
支
援
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

北研47(3-4・ )59  397

市民社会における「コミュニケーション」の意義とその哲学的基礎


