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世
界
の
諸
相
（
一
）

⽛
遠
い
関
係
～
此
処
と
ど
こ
か
ほ
か
の
場
所
と
の
間
～
⽜（
⚒
⚐
⚑
⚕
）

ト
ゥ
メ
ロ
・
モ
サ
カ
（
T
um
elo
M
osaka）

著

鈴

木

光
（
Suzuki
H
ikaru）

訳

諺
に
も
あ
る
通
り
、
人
は
誰
も
島
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
“no
m
an
is
an

island.”）

（
訳
注
⚑
）。
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
社
会
問
題
の
一
つ
が
移
住
で

す
。
今
ほ
ど
、こ
の（
人
は
誰
も
島
で
は
な
い
と
い
う
）表
現
が
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
本
と
物
資
は
国
境
を
越
え
て
行
き
交
う
一
方
、

人
々
の
移
動
は
ま
だ
制
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
へ
流
入

す
る
人
々
と
他
国
へ
移
り
住
む
人
々
の
数
が
増
加
す
る
に
つ
れ
、
文
化
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
よ
り
複
雑
に
な
り
、
そ
れ
を
定
義
づ
け
た
い
と
い
う
願
望
は

一
層
緊
急
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
世
界
中
で
よ
り
多
く
の
人
々
が
避
難
す

る
よ
う
に
な
る
に
伴
い
、
国
境
は
抜
け
穴
が
多
く
な
り
、
も
ろ
く
不
安
定
に
な

り
ま
す
。
虚
弱
な
政
府
の
政
治
に
は
ど
の
よ
う
な
未
来
が
待
ち
受
け
て
い
る

か
、
見
通
し
が
立
た
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

移
住
者
に
と
り
、
居
住
地
を
変
え
る
こ
と
は
、
喪
失
、
疎
外
感
、
そ
し
て
し

ば
し
ば
孤
立
と
向
き
合
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
、
国
籍
、
お
よ
び
居
場
所
の
問
題
を
交
渉
す
る
移
住
者
は
、
敵
対
的
に
な

る
一
方
の
政
策
や
認
識
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
長
ら
く
の

間
、
移
住
に
対
し
て
は
消
極
的
な
見
方
が
普
及
し
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
の
対

立
に
よ
り
、
一
般
大
衆
は
、
誰
が
中
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
誰
が
外
に
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
よ
り
大
き
な
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
欧
州
の
保
守
派
の
間
で
高
ま
り
つ
つ
あ
る
民
族
主
義
（
nation-

alism
）は
、そ
れ
ら
の
諸
国
は
か
つ
て
外
国
と
出
会
っ
た
と
い
う
歴
史
を
有
し
、

植
民
地
的
暴
力
と
い
う
遺
産
（
遺
物
）
を
通
じ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
然
り
で
、
不
法
入
国
を

減
少
さ
せ
る
目
的
で
不
法
移
民
に
対
す
る
国
境
政
策
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
こ
う
し
た
活
動
は
、
国
境
を
越
え
る
人
々
の
動
き
の
現
実
を
無
視
し
て

お
り
、
そ
の
動
き
を
完
全
に
食
い
止
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
と
く
に
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、
合
衆
国
軍
を
公
然
と
使
う
こ
と
は
せ
ず
、
国
際
競
争
か

ら
国
内
生
産
物
を
保
護
す
る
た
め
、
補
助
金
を
増
額
し
貿
易
障
壁
を
作
る
こ
と

で
、
合
衆
国
の
農
業
従
事
者
に
と
り
有
利
と
な
る
経
済
政
策
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
。
ま
た
諸
外
国
の
政
権
交
代
を
支
援
す
る
た
め
反
体
制
派
グ
ル
ー
プ
に
資

金
を
援
助
し
た
り
、
彼
ら
を
訓
練
し
た
り
し
て
き
ま
し
た
、
こ
う
し
て
ア
メ
リ

(1)



カ
合
衆
国
政
府
は
、
不
法
入
国
を
助
長
す
る
条
件
を
自
ら
作
り
出
し
て
き
た
の

で
す
。
一
方
、
資
本
と
物
資
は
国
境
を
越
え
て
流
れ
続
け
、
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
は
次
第
に
技
術
的
・
情
報
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
人
々
の
間
の
、
実
際
ま
た
は
想
像
上
の
接
触
域
に
は
、
依
然
と

し
て
、
植
民
地
主
義
と
帝
国
主
義
が
及
ぼ
し
た
影
響
（
の
問
題
）
に
取
り
組
む

諸
国
間
の
取
引
に
関
す
る
、
否
定
し
が
た
い
現
実
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
日

の
移
住
の
挑
戦
に
は
、
他
者
が
私
た
ち
の
こ
と
を
ど
う
考
え
、
私
た
ち
は
自
分

自
身
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
側
面
が
含
ま
れ
る
の
で
す
。

マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
島

（
訳
注
⚒
）
の
作
家
で
あ
り
、
哲
学
者
か
つ
詩
人
で
も
あ
る

Édouard
Glissantは
、
そ
の
著
書
⽝
関
係
の
詩
学
（
PoeticsofR
elation）⽞

に
お
い
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
式
の
新
た
な
検
討
方
法
と
し
て
相
関
的
性

質
（
relationality）
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
Glissantに
よ
る
と
、
言
語
は
文

化
を
表
し
、
そ
れ
を
運
搬
す
る
機
能
を
果
た
し
ま
す
。
言
語
は
、
た
と
え
ば
フ

ラ
ン
ス
語
の
よ
う
に
、特
定
の
文
化
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、ま
さ
に
マ
ル
テ
ィ

ニ
ー
ク
島
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
が
ク
リ
オ
ー
ル
人
風
に
変
化
し
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
文
化
の
特
性
が
複
雑
に
入
り
組
む
舞
台
に
も
な
り
ま
す
。
Glissant

は
、
カ
リ
ブ
の
経
験
の
複
合
的
性
質
を
例
に
挙
げ
、
物
理
的
・
地
理
的
な
境
界

線
の
中
に
固
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
変
化
す
る
力
と
適
応
性

を
有
す
る
も
の
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
彼
は
文
化

を
、
一
律
で
排
他
的
ま
た
は
明
白
な
存
在
と
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
矛
盾
と

異
種
混
成
を
認
め
る
不
明
瞭
な
概
念
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
マ
ル
テ
ィ

ニ
ー
ク
島
の
文
化
は
、
同
島
の
歴
史
を
形
成
す
る
超
国
籍
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

つ
な
が
っ
て
お
り
、
極
め
て
独
特
で
す
。
カ
リ
ブ
は
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
を

有
す
る
が
ゆ
え
に
独
特
な
文
化
を
欠
い
て
お
り
、
圧
制
（
oppression）
が
戦

略
上
重
要
な
積
極
的
特
質
に
変
わ
る
の
で
す
。
文
化
的
接
触
が
も
た
ら
す
結
果

は
未
知
数
な
の
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
原
則
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
避
け

て
い
ま
す
。

Glissantは
、
他
者
と
出
会
う
条
件
の
不
明
瞭
さ
を
是
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、

文
化
共
存
に
基
づ
く
合
理
性
を
考
察
し
て
い
ま
す
。
本
展
覧
会
は
、（
Glissant

の
）
多
様
性
、
分
裂
、
お
よ
び
現
代
的
経
験
と
の
異
種
連
結
を
前
面
に
押
し
出

す
手
法
に
賛
同
し
た
こ
と
か
ら
、
Glissantの
著
書
名
を
拝
借
し
て
こ
れ
を
展

覧
会
の
名
称
に
冠
し
、
民
族
性
と
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
排
他

的
モ
デ
ル
に
異
議
を
唱
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
本
展
覧
会
に
は
六
名
の
国

際
的
芸
術
家
が
参
加
し
、
世
界
に
つ
な
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
日
常
生
活
に
及

ぼ
す
影
響
と
効
果
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
ま
す
。
彼
ら
は
政
治
、
歴
史
、
媒
体
、

及
び
芸
術
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
簿
を
引
き
寄
せ
な
が
ら
、
移
住
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
お
よ
び
そ
の
本
質
に
お
い
て
根
本
的
に
関
係
し
て
い
る
少
数

異
教
徒
集
団
を
批
判
的
に
検
討
し
ま
す
。

H
urvin
A
nderson
は
、
写
真
、
切
り
貼
り
、
お
よ
び
描
写
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
手
法
を
用
い
て
絵
画
を
制
作
し
ま
す
。
A
nderson
は
ジ
ャ
マ
イ
カ
人
の
両

親
の
も
と
、
英
国
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
彼
は
、
家
族
と
の
思
い
出
を
通
じ
て
、

カ
リ
ブ
と
い
う
場
所
に
対
し
、
親
し
く
も
あ
り
遠
く
も
あ
る
愛
情
を
抱
い
て
い

ま
す
。
A
nderson
は
ま
た
、
公
共
公
園
や
商
業
地
区
の
よ
う
な
場
所
で
、
カ

リ
ブ
移
民
と
関
連
す
る
歴
史
の
蓄
積
を
探
し
出
す
こ
と
で
、
英
国
に
お
け
る
カ

リ
ブ
の
空
間
（
spaces）
を
同
定
し
ま
す
。
A
nderson
は
、
そ
の
絵
画
作
品
の

中
で
、
カ
リ
ブ
と
英
国
の
風
景
画
像
を
結
合
し
、
現
実
と
想
像
上
の
環
境
を
融

合
さ
せ
た
第
三
の
空
間
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で

A
nderson
は
、
場
所
と
い
う
も
の
に
関
す
る
我
々
の
経
験
を
形
作
る
、
無
数

(2)

北海学園大学学園論集 第 175 号 (2018 年 3 月)

(3)

世界の諸相（一）（トゥメロ・モサカ，鈴木 光)



の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
す
。

ZarinaBhim
jiも
同
様
に
、
植
民
地
の
歴
史
を
通
じ
て
、
風
景
が
ど
の
よ
う

に
変
化
さ
せ
ら
れ
た
か
を
探
求
し
て
い
ま
す
。
Bhim
jiは
、
イ
ン
ド
人
の
両
親

の
も
と
、
ウ
ガ
ン
ダ
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
Bhim
jiの
詩
的
な
映
画
作
品
は
、
植

民
地
主
義
の
暴
力
と
ト
ラ
ウ
マ
、
お
よ
び
そ
の
後
ま
も
な
く
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
の
余
波
に
浸
さ
れ
た
状
況
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
Bhim
jiは
、
イ
ン
ド
と

ア
フ
リ
カ
東
部
に
お
い
て
、
廃
墟
と
化
し
た
建
物
や
商
業
地
域
に
焦
点
を
当
て

て
い
ま
す
が
、
特
定
の
出
来
事
や
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
に
固
着
す
る
こ
と
は
避
け

て
い
ま
す
。
Bhim
jiは
、
光
、
色
、
構
成
、
お
よ
び
音
に
細
心
の
注
意
を
払
い

つ
つ
、
風
景
を
通
じ
て
、
あ
る
政
治
的
な
意
識
を
明
確
に
表
現
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
彼
女
の
視
覚
連
鎖
は
、
文
字
と
抽
象
の
間
、
お
よ
び
具
体
的
な
も
の

と
は
か
な
い
も
の
の
間
を
行
き
来
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
（
何
か
）
は
っ
き
り
と

し
た
物
語
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
現
在
も
心
に
付
き
ま
と
い

続
け
る
植
民
地
の
遺
産
（
遺
物
）
と
密
接
不
可
分
の
空
間
が
い
か
に
強
烈
な
も

の
で
あ
る
か
を
伝
え
て
い
ま
す
。

Y
to
Barrada
は
、
も
と
も
と
は
写
真
と
映
像
で
作
品
を
作
る
芸
術
家
で
す

が
、
今
回
は
欧
州
南
部
と
の
不
平
等
貿
易
を
通
じ
て
変
形
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
ア
フ
リ
カ
北
部
の
強
烈
な
風
景
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
Barrada

は
、
植
民
地
化
と
発
展
が
、
国
内
外
の
移
住
の
双
方
を
い
か
に
促
進
し
た
か
を

検
討
し
ま
す
。
か
つ
て
移
民
労
働
者
た
ち
は
、
欧
州
の
経
済
成
長
に
不
可
欠
な

存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
の
欧
州
で
は
、
移
民
労
働
者
の
流
れ

を
徹
底
的
に
制
限
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
政
策
の
結
果
、

欧
州
で
は
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
移
民
の
数
が
増
加
す
る
と
同
時
に
、

ア
フ
リ
カ
北
部
の
人
々
が
故
郷
で
は
権
利
を
失
う
事
態
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

Barrada
は
パ
リ
に
生
ま
れ
、
タ
ン
ジ
ェ
（
T
angiers）

（
訳
注
⚓
）と
フ
ラ
ン
ス
の
間
で

育
ち
ま
し
た
。
彼
女
の
作
品
は
そ
う
し
た
移
住
パ
タ
ー
ン
の
社
会
関
係
、
と
り

わ
け
欧
州
か
ら
モ
ロ
ッ
コ
へ
向
か
う
逆
移
住
お
よ
び
観
光
客
の
旅
行
の
影
響
を

探
求
す
る
も
の
で
す
。
彼
女
は
都
市
風
景
を
熟
考
す
る
こ
と
で
、
経
済
・
政
治

お
よ
び
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
複
雑
に
絡
み
合
う
現
実
と
向
き
合
い
、
モ
ロ
ッ

コ
人
に
は
封
じ
込
め
政
策
が
あ
る
一
方
、
西
側
諸
国
か
ら
の
観
光
客
に
は
自
由

に
移
動
で
き
る
特
権
が
あ
る
こ
と
と
の
不
均
衡
を
批
判
的
に
検
証
し
ま
す
。

今
回
の
展
覧
会
で
は
、
多
く
の
作
品
の
中
で
、
分
離
と
融
合
の
象
徴
と
し
て

水
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
に
生
ま
れ
、
同
国
を
本
拠
地
と

し
て
活
動
す
る
T
ony
Capellán
は
、
海
洋
が
、
あ
る
と
き
は
貿
易
と
植
民
地

化
の
障
壁
と
し
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
主
要
な
道
路
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た

し
て
き
た
様
子
を
探
究
し
ま
す
。
彼
は
、
彼
の
最
も
身
近
な
環
境
か
ら
影
響
を

受
け
る
形
で
、
自
身
の
芸
術
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
海
岸
線
沿
い
で
漂

着
ゴ
ミ
を
集
め
、
審
美
的
に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
制
作
し
、
カ
リ
ブ
文
化
に
関
す
る
歴
史
や
神
話
を
検
証
し
ま
す
。
た
と
え

ば
彼
は
、
M
arCaribe（
Caribbean
Sea）（
1996/2015）
の
中
で
、
捨
て
ら

れ
た
サ
ン
ダ
ル
の
革
ひ
も
を
有
刺
鉄
線
に
取
り
換
え
、
歴
史
的
で
も
あ
り
、
し

か
し
現
在
も
続
い
て
い
る
暴
力
と
痛
み
を
呼
び
起
こ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の

サ
ン
ダ
ル
は
静
穏
な
水
を
思
わ
せ
る
波
状
に
配
置
さ
れ
、
青
海
原
を
思
い
起
こ

さ
せ
ま
す
。
し
か
し
Capellán
は
、
こ
れ
ら
の
捨
て
ら
れ
た
サ
ン
ダ
ル
を
、
間

に
合
わ
せ
の
船
に
乗
り
、
モ
ナ
海
峡
（
M
onaPassage）

（
訳
注
⚔
）の
危
う
い
水
域
を
横

切
っ
て
プ
エ
ル
ト
リ
コ
へ
渡
ろ
う
と
試
み
て
命
を
落
と
し
た
幾
千
も
の
無
記
録

の
ド
ミ
ニ
カ
人
た
ち
と
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
熱
帯
の
楽
園
の
画
像
が
、

即
座
に
、
そ
の
島
の
文
化
を
形
作
っ
て
き
た
喪
失
、
暴
力
、
お
よ
び
ト
ラ
ウ
マ
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を
呼
び
起
こ
す
も
の
へ
と
変
化
す
る
の
で
す
。

X
aviera
Sim
m
on
の
写
真
に
よ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

Superunknow
n
(A
livein
T
he)（
2010）
は
、
危
険
な
通
路
を
横
切
ろ
う
と

試
み
る
多
数
の
移
民
が
登
場
す
る
悲
劇
的
な
旅
を
描
写
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
る
記
録
映
画
的
な
手
法
を
、
批
判
的
に
検
証
し
ま
す
。
こ
の
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
遺
体
を
満
載
し
て
海
上
を
漂
う
孤
独
な
船
た
ち
を
描
写
す
る

写
真
画
像
の
繰
り
返
し
に
よ
り
構
成
さ
れ
ま
す
。
Sim
m
on
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
を
本
拠
地
と
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
様
々
な
情
報
源
か
ら
画
像
を
借
用

し
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
処
理
し
、
現
存
す
る
視
覚
的
比
喩
、
た
と
え
ば
、
大
西

洋
を
横
断
し
て
行
わ
れ
た
奴
隷
貿
易
に
よ
る
ト
ラ
ウ
マ
と
絶
望
に
関
す
る
も
の

を
訴
え
る
方
法
を
詳
細
に
述
べ
ま
す
。
Sim
m
on
は
、
様
々
な
歴
史
、
遺
産
、

お
よ
び
象
徴
的
な
言
語
の
間
の
つ
な
が
り
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
、
移
民
に
関

す
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
身
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
を
作
り
上
げ
て
き
た
構
造
に

も
疑
問
を
投
げ
か
け
ま
す
。

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
芸
術
家
Ledelle
M
oe
は
、
か
つ
て
集
団
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
捏
造
し
、
統
一
化
す
る
た
め
に
建
造
さ
れ
た
物
理
的
記
念
碑
に

関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
取
り
壊
す
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
い
ま
す
。
彼
女
の

作
る
頭
部
状
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
彫
刻
作
品
は
、
大
き
く
ど
っ
し
り
し
て
お
り
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
建
て
ら
れ
る
記
念
碑
に
似

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、ま
る
で
古
代
文
明
か
ら
転
が
り
落
ち
て
き
て
、

現
在
は
廃
墟
の
中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
記
念
碑
の
よ
う
に
座
っ
て
い
ま
す
。

M
oe
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
風
景
の
歴
史
的
変
遷
に

あ
り
ま
す
。（
そ
こ
で
は
）
あ
る
一
つ
の
公
式
な
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
、
一
連
の
ほ
か
の
も
の
、
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
の
過
去
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
記
念
碑
の
代
替
物
と
な
る
ほ
か
の
も
の
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
き
た
の
で

す
。
M
oe
の
作
る
う
つ
む
き
加
減
の
頭
部
は
、
古
い
建
築
物
は
い
ず
れ
不
適
切

な
も
の
と
な
り
、
あ
り
う
る
未
来
は
依
然
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
歴
史

的
危
機
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
ま
す
。
記
念
碑
は
、
公
共
空
間
を
意
味
あ
る

も
の
と
し
、
変
形
さ
せ
、
政
治
権
力
を
正
当
化
す
る
た
め
の
力
強
い
舞
台
に
な

り
ま
す
。
M
oe
の
彫
刻
作
品
は
、
そ
の
規
模
と
質
量
を
通
じ
て
、
こ
の
言
語
を

採
用
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
（
M
oe
の
彫
刻
作
品
）
は
、
も

と
も
と
壊
れ
や
す
く
、
分
解
し
た
り
再
び
組
み
立
て
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
な

モ
ジ
ュ
ー
ル
式
の
部
品
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
何
か
を
記
念
す
る
と
い
う

行
為
と
そ
の
終
了
は
、
M
oe
が
行
っ
て
い
る
、
記
念
の
習
慣
と
儀
式
に
つ
き
も

の
の
傷
つ
き
や
す
さ
の
検
証
の
中
核
と
な
る
部
分
で
す
。
将
来
の
国
の
あ
り
方

と
い
う
観
点
か
ら
、
何
が
明
ら
か
に
さ
れ
又
は
何
が
忘
れ
ら
れ
る
の
か
を
考
え

る
こ
と
は
、
市
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
そ
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
の
関
心

を
お
の
ず
と
高
め
ま
す
。

格
言
⽛
人
は
誰
も
島
で
は
あ
り
ま
せ
ん
⽜
は
、
島
を
孤
独
の
象
徴
と
仮
定
し

ま
す
が
、⽝
関
係
の
詩
学
（
PoeticsofR
elation）⽞
は
、
実
際
に
は
、
島
は
遭

遇
と
文
化
交
流
の
特
権
的
地
点
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
島
の
文
化

は
、
水
に
囲
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
様
々
な
移
民
の
流
れ
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
て
お
り
、
地
球
を
具
現
化
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
⽛
人
は
誰

し
も
島
で
あ
る
⽜
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
場
所
に
も
発
展
力

が
あ
り
ま
す
。
多
数
の
島
と
多
様
な
文
化
が
集
ま
れ
ば
、
群
島
を
作
り
上
げ
る

か
ら
で
す
。
本
展
覧
会
の
作
品
は
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
伝
統
的
表
現
を（
あ

え
て
）
粉
砕
・
分
解
し
、
不
連
続
性
と
多
様
性
を
用
い
て
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
）
構
成
す
る
手
法
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
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作
品
は
、
あ
り
ふ
れ
た
矛
盾
や
緊
張
を
目
に
見
え
る
形
に
し
て
く
れ
る
多
様
な

視
点
を
主
張
し
つ
つ
、
過
去
と
現
代
の
間
の
具
体
的
な
対
話
を
私
た
ち
に
思
い

起
こ
さ
せ
る
の
で
す
。

訳
注

（
訳
注
⚑
）
転
じ
て
⽛
人
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
も
の
で
す
⽜
と
訳
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

（
訳
注
⚒
）
西
イ
ン
ド
諸
島
中
の
フ
ラ
ン
ス
領
の
島
。

（
訳
注
⚓
）
モ
ロ
ッ
コ
北
部
の
都
市
。

（
訳
注
⚔
）
西
イ
ン
ド
諸
島
の
イ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ラ
（
H
ispaniola）
島
と
プ
エ
ル
ト

リ
コ（
PuertoRico）島
の
間
の
海
峡
。
大
西
洋
と
カ
リ
ブ
海
を
結
ぶ
。

幅
は
約
一
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

訳
者
あ
と
が
き

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
出
身
の
気
鋭
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
ト
ゥ
メ
ロ
・
モ

サ
カ
（
T
um
eloM
osaka）
氏
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
南
北
ア
メ
リ
カ
、

ア
フ
リ
カ
な
ど
で
多
数
の
現
代
美
術
展
を
企
画
し
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
複
雑

な
諸
問
題
を
斬
新
な
視
点
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
本
稿
は
、
モ
サ
カ
氏
が
二
〇

一
五
年
に
ペ
レ
ス
・
ア
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
マ
イ
ア
ミ
（
Pérez
A
rt

M
useum
M
iam
i）
に
お
い
て
企
画
し
、
極
め
て
高
い
評
価
を
得
た
現
代
美
術

展
⽛
関
係
の
詩
学
（
PoeticsofRelation）⽜
の
解
説
文
を
、
モ
サ
カ
氏
と
同
美

術
館
の
チ
ー
フ
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
T
obias
O
strander氏
の
ご
承
諾

を
得
て
試
訳
し
た
も
の
で
す
。
モ
サ
カ
氏
、
O
strander氏
、
お
よ
び
同
美
術

館
の
ご
協
力
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
の
原
文
（
T
um
ero
M
osaka,D
istantRelations:Betw
een

H
ere
and
Elsew
here）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
⽝
関
係
の
詩
学
（
Poetics
of

R
elation）⽞
の
著
作
権
は
、
ペ
レ
ス
・
ア
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
マ
イ
ア
ミ

が
保
持
し
ま
す
（
©
2015
Pérez
A
rt
M
useum
M
iam
i,1103
Biscayne

Boulevard,M
iam
i,FL
33132）。
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