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啓
蒙
と
反
啓
蒙

　

こ
こ
十
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
啓
蒙
と
野
蛮
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る

機
会
が
増
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
Ｓ
・
ピ

ン
カ
ー
は
膨
大
な
資
料
を
か
き
集
め
て
、
二
十
世
紀
に
起
き
た
二
度

の
世
界
大
戦
を
考
慮
し
て
も
、
暴
力
に
よ
り
死
亡
す
る
人
間
の
割
合

は
有
史
以
来
低
下
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
近

代
国
家
に
よ
っ
て
拷
問
、
奴
隷
制
度
、
専
制
政
治
、
人
種
差
別
、
残

虐
な
刑
罰
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
な
ど
様
々
な
理
由
を
挙
げ
な
が
ら
、

「
理
性
に
よ
る
啓
蒙
」
の
力
と
「
人
類
の
進
歩
」
を
信
じ
よ
と
力
説
す

る
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
哲
学
者
Ｊ
・
グ
レ
イ
は
、
戦
争
で

死
亡
す
る
者
の
比
率
が
低
下
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
、

戦
争
の
犠
牲
者
に
占
め
る
一
般
市
民
の
割
合
は
過
去
百
年
の
あ
い

だ
上
昇
し
続
け
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や

共
産
主
義
革
命
が
啓
蒙
の
理
念
の
果
て
に
大
き
な
暴
力
を
生
み
出
し

た
こ
と
、
ナ
チ
ズ
ム
が
科
学
的
合
理
性
を
装
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
大
国
間
の
戦
争
を
抑
止
し
て
い
る
の
は
理
性
で
は
な
く
核
と
い

う
巨
大
暴
力
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
ピ
ン
カ
ー
や
そ
の

支
持
者
の
進
歩
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
発
し
て
い
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
現
象
や
反
移
民
政
党
の
台
頭
は
、
リ
ベ
ラ
ル
派
と
保
守

派
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ス
ト
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
対
立
を
改
め
て
前
面

化
さ
せ
た
が
、
こ
れ
も
啓
蒙
と
反
啓
蒙
の
新
た
な
せ
め
ぎ
合
い
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
移
民
の
増
加
は
経
済
エ
リ
ー
ト
た
ち

が
利
益
を
追
い
求
め
た
結
果
で
は
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
理
性
的
で

も
啓
蒙
的
で
も
、
ま
し
て
や
人
道
的
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
同
時
に

そ
れ
が
啓
蒙
や
人
道
の
装
い
の
も
と
で
促
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
間

違
い
な
い
。
そ
し
て
、
移
民
流
入
に
対
す
る
先
進
国
労
働
者
の
反
感

が
、
主
と
し
て
賃
金
や
雇
用
に
関
す
る
不
安
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
エ
リ
ー
ト
の
推
進
す
る
人
道
主
義
的
理
念
に
対
す
る

嫌
悪
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
一
六
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
ト
ラ
ン
プ
を
支
持
し
た
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の
は
、
黒
人
よ
り
も
白
人
、
高
学
歴
よ
り
も
低
学
歴
で
、
宗
教
心
が

比
較
的
強
い
人
々
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

タ
イ
ム
ズ
の
報
道
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
の
要
因
に
も
増
し
て
、「
家

庭
で
銃
を
所
有
し
て
い
る
か
否
か
」
が
ト
ラ
ン
プ
と
ク
リ
ン
ト
ン
の

い
ず
れ
を
支
持
す
る
か
を
よ
く
説
明
す
る
ら
し
い
。
銃
と
い
う
も
の

の
男
性
的
で
、
非
啓
蒙
的
で
、
暴
力
的
な
性
格
を
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が

嫌
う
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
銃
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
三
分
の

二
が
ト
ラ
ン
プ
支
持
で
、
逆
に
所
有
し
て
い
な
い
場
合
は
三
分
の
二

が
ク
リ
ン
ト
ン
支
持
と
な
り
、
銃
を
所
有
す
る
人
々
の
間
で
ク
リ
ン

ト
ン
支
持
が
多
数
派
と
な
っ
た
州
は
わ
ず
か
一
つ
し
か
な
か
っ
た
。

死
刑
廃
止
の
潮
流

　

日
本
語
の「
啓
蒙
」も
英
語
の「
エ
ン
ラ
イ
ト
ゥ
ン
メ
ン
ト
」も
、
野

蛮
人
の
蒙
昧
あ
る
い
は
盲
目
を
啓（
開
）い
て
あ
り
が
た
い
文
明
の
光

を
お
が
ま
せ
て
や
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
科
学
の
合
理
性
や
自
由

民
主
主
義
の
理
念
が
、
そ
れ
ぞ
れ
人
類
の
進
歩
を
導
く
光
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
啓
蒙
が
そ
う
万

能
な
も
の
で
な
い
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
っ
て
、
歴
史
や
人
生
を
左

右
す
る
重
要
な
価
値
判
断
が
、
部
族
的
な
情
念
や
動
物
的
な
直
感
に

根
源
を
持
つ
こ
と
も
少
な
く
は
な
い
。

　

米
国
に
お
け
る
銃
の
よ
う
に
、
日
本
で
啓
蒙
的
な「
理
性
」と
反
啓

蒙
的
な「
力
」の
せ
め
ぎ
合
い
が
生
じ
る
論
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
お

そ
ら
く
体
罰
、
軍
事
、
そ
し
て
死
刑
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

親
や
教
師
の
体
罰
、
自
衛
隊
の
軍
備
、
そ
し
て
死
刑
制
度
の
い
ず
れ

に
も
強
い
反
発
を
覚
え
る
と
い
う
人
が
、
全
て
受
け
容
れ
る
と
い
う

人
と
和
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
に
違
い
な
い
。
も
し
も
将
来
、
西
洋

風
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
今
以
上
に
浸
透
し
た
場
合
、
軍
事
は
や
や
事

情
が
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
体
罰
の
禁
止
や
死
刑
の
廃
止
は
国
民
の
価

値
観
を
大
き
く
二
分
す
る
争
点
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
、
体

罰
禁
止
は
す
で
に
曖
昧
な
が
ら
法
制
化
さ
れ
て
お
り
、
死
刑
廃
止
論

は
日
弁
連
の
公
式
な
方
針
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
刑
罰
の
制
度
に
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
啓
蒙
と
野
蛮

の
関
係
が
よ
く
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
ト
ラ
ン
プ

政
権
下
の
米
国
で
は
一
年
間
の
死
刑
執
行
数
が
史
上
最
多
と
な
り
、

リ
ベ
ラ
ル
派
の
批
判
を
呼
ん
だ
。

　

絶
対
王
政
や
封
建
主
義
の
時
代
に
横
行
し
て
い
た
拷
問
、
不
当
裁

判
、
罪
に
見
合
わ
な
い
重
罰
に
対
す
る
憤
り
は
、
い
わ
ゆ
る
市
民
革

命
の
重
要
な
動
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
一
六
八
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
権

利
章
典
で
は
「
不
法
に
し
て
残
虐
な
刑
罰
」
が
非
難
さ
れ
、
一
七
八
九

年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
で
は
罪
刑
法
定
主
義
や
無
罪
の
推
定
が
定

め
ら
れ
、
ま
た
米
国
憲
法
に
は
「
過
度
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
り
、

残
酷
で
異
常
な
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
規
定
が
あ

り
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
日
本
国
憲
法
に
も
書
き
写
さ
れ
て
い
る
。

　

一
七
六
四
年
に
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ッ
カ
リ
ア
と
い
う
弁
護
士
が
、
拷
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問
や
死
刑
を
含
む
重
罰
を
批
判
す
る
書
物
を
出
版
し
て
以
来
、
刑
事

裁
判
は
啓
蒙
思
想
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
刑
罰
の
厳
し
さ
は

権
威
主
義
の
、
そ
し
て
寛
容
さ
は
民
主
主
義
の
象
徴
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
は
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
元
来
多
く
の
国
が
死

刑
制
度
を
持
ち
、
し
か
も
公
開
処
刑
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
十
九

世
紀
を
通
じ
て
刑
罰
の
近
代
化
が
論
じ
ら
れ
、
特
に
一
八
七
七
年
に

イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ー
ズ
上
院
議
員
が
死
刑
廃
止
論
を
唱
え
た
の
は
大
き

な
影
響
力
を
持
っ
た
。
た
だ
し
、
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
十
世
紀
初

頭
に
か
け
て
い
く
つ
か
の
国
や
州
で
死
刑
が
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、

多
く
の
国
で
は
裁
判
手
続
の
見
直
し
や
処
刑
の
非
公
開
化
が
行
わ
れ

る
に
と
ど
ま
り
、
二
十
世
紀
半
ば
ま
で
制
度
と
し
て
は
存
置
さ
れ
た

ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
欧
州
評
議
会
が
死

刑
廃
止
の
方
針
を
決
め
て
以
降
、
西
欧
に
お
い
て
は
速
や
か
に
、
東

欧
に
お
い
て
は
冷
戦
崩
壊
後
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
に
際
し
て
死
刑
の
廃
止
が

進
ん
だ
。

死
刑
の
犯
罪
抑
止
力

　

旧
西
側
の
大
国
で
、
死
刑
制
度
が
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
存
続

し
て
い
る
の
は
、
今
で
は
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
州
と
日
本
ぐ
ら
い
で

あ
る
。
日
本
で
は
つ
い
最
近
ま
で
廃
止
論
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
は
二
百
年
に
渡
る
論
争
の
歴
史
が
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
、
奴
隷
に
対
す
る
死
刑
の
濫

発
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て
制
度
変
更
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
一
部
の

州
で
は
廃
止
に
至
る
例
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
十
世
紀
に
入
る
と
、

犯
罪
統
計
の
整
備
を
受
け
て
死
刑
の「
犯
罪
抑
止
力
」に
関
す
る
実
証

分
析
が
多
数
行
わ
れ
、
そ
の
動
向
に
応
じ
て
政
策
が
大
き
く
変
遷
し

て
き
た
。

　

一
九
二
〇
年
前
後
に
先
駆
的
な
研
究
が
い
く
つ
か
行
わ
れ
て
お

り
、
死
刑
廃
止
州
の
殺
人
発
生
率
が
死
刑
存
置
州
の
そ
れ
よ
り
も
高

い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
や
、
死
刑
廃
止
後
に
殺
人
発
生
率
が
低
下
す

る
傾
向
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
統
計

学
の
発
展
と
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
経
て
、
一
九
六
七
年
に
は
社
会
学
者

Ｔ
・
セ
リ
ン
が
過
去
四
十
四
年
間
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
結
果
を

発
表
し
、「
死
刑
の
犯
罪
抑
止
効
果
は
非
常
に
乏
し
い
」と
結
論
付
け

た
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
各
州
で
死
刑
の
執
行
数
が
徐
々
に
減

り
始
め
、
一
九
七
二
年
に
は
連
邦
最
高
裁
が
死
刑
を
違
憲
と
す
る
判

決
を
出
し
、
全
米
で
一
時
的
に
死
刑
制
度
の
運
用
が
停
止
さ
れ
る
に

至
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
七
三
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
、
経
済
学
者
Ｉ
・

ア
ー
リ
ッ
ク
が
従
来
の
通
説
を
否
定
す
る
研
究
結
果
を
発
表
し
た
。

ア
ー
リ
ッ
ク
は「
一
回
の
死
刑
で
七
人
か
ら
八
人
の
命
が
救
わ
れ
る
」

ほ
ど
の
殺
人
抑
止
効
果
が
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
抑

止
説
が
に
わ
か
に
台
頭
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
七
六
年
に
は
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連
邦
最
高
裁
が「
条
件
付
き
合
憲
」の
判
決
を
出
し
、
半
数
程
度
の
州

で
死
刑
制
度
が
復
活
す
る
。

　

ア
ー
リ
ッ
ク
の
分
析
は
、
師
匠
で
あ
る
Ｇ
・
ベ
ッ
カ
ー
が
考
案
し

た
犯
罪
行
動
モ
デ
ル
に
基
づ
く
も
の
で
、
犯
罪
者
が
「
不
法
行
為
か

ら
得
ら
れ
る
効
用
」や「
刑
罰
に
よ
る
苦
痛
」な
ど
を
天
秤
に
か
け
、

合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
に

対
し
て
は
、
理
論
的
な
想
定
に
つ
い
て
も
統
計
処
理
の
手
順
に
関
し

て
も
、
多
数
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
様
々
な
再
検
証
が
行

わ
れ
、
総
じ
て
ア
ー
リ
ッ
ク
の
分
析
を「
信
頼
性
に
乏
し
い
」と
す
る

結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
論
争
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に

入
る
と
、
新
た
な
デ
ー
タ
や
分
析
手
法
を
駆
使
し
た
研
究
が
い
く
つ

か
登
場
し
、
改
め
て
抑
止
説
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
に

は
、「
一
回
の
死
刑
で
十
八
件
の
殺
人
が
抑
止
で
き
る
」と
い
う
ほ
ど

強
力
な
効
果
を
謳
う
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
法
学
者
Ｃ
・
サ
ン
ス

テ
ィ
ー
ン
ら
は
二
〇
〇
五
年
に
、
こ
う
し
た
実
証
研
究
の
動
向
を
踏

ま
え
つ
つ
、
死
刑
廃
止
論
の
倫
理
的
な
問
題
点
を
も
包
括
的
に
批
判

し
て
、
改
め
て
死
刑
必
要
論
を
世
に
問
う
た
。

　

し
か
し
、
抑
止
効
果
を
見
出
し
た
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
研
究
に
対

し
て
も
、
全
米
経
済
研
究
所
な
ど
に
よ
る
再
検
証
が
行
わ
れ
て
お

り
、
結
果
の
頑
健
性
が
乏
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
現

在
ま
で
の
知
見
を
総
合
す
る
と
、
死
刑
の
判
決
や
執
行
が
殺
人
件
数

に
比
べ
れ
ば
ご
く
僅
少
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
死
刑
制
度
に
顕
著

な
殺
人
予
防
効
果
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

応
報
原
則
と
復
讐
心

　

こ
う
し
た
研
究
は
、
日
本
で
は
わ
ず
か
数
件
が
存
在
す
る
の
み

で
、
抑
止
効
果
の
有
無
に
つ
い
て
の
結
論
は
割
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
法
社
会
学
者
の
森
大
輔
が
再
現
・
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ

の
研
究
も
分
析
手
続
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。
ま
た
、
日
本
で
は
死
刑
制
度
が
一
貫
し
て
存
続
し
て
お
り
、

「
死
刑
判
決
の
出
や
す
さ
」の
効
果
ぐ
ら
い
し
か
検
証
で
き
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
、
実
証
的
に
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
仮
に
抑
止
効
果
が
乏
し
い
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が

即
死
刑
廃
止
の
理
由
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
刑
罰
の
存
在
意
義
は
、
犯
罪
の
予
防
だ
け
で
は
な
い
か
ら

だ
。

　

国
家
に
よ
る
刑
罰
が
正
当
化
さ
れ
る
理
由
に
は
、
ま
ず
「
威
嚇
に

よ
る
犯
罪
の
予
防
」や「
罪
人
の
隔
離
や
更
生
教
育
を
通
じ
た
再
犯
の

予
防
」な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て「
目
的
刑
論
」と
呼
ば
れ

る
。
一
方
、「
罪
に
見
合
っ
た
罰
を
受
け
て
償
う
べ
き
だ
」と
い
う
正

当
化
は「
応
報
刑
論
」と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
異
論
も
あ
る
が
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
目
的
刑
論
の
ほ
う
が
近
代
的
で
、
応
報
刑
論
が
前
近

代
的
な
原
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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ま
た
刑
罰
は
、
被
害
者
や
そ
の
遺
族
、
そ
し
て
彼
ら
に
同
情
す
る

第
三
者
の
「
復
讐
感
情
」
を
満
た
す
も
の
で
も
あ
る
。
復
讐
感
情
に

基
づ
く
刑
罰
の
正
当
化
は
、
応
報
刑
論
に
含
ま
れ
る
場
合
と
含
ま

れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
徳
原
則
と
し
て

の「
因
果
応
報
」以
上
に
非
啓
蒙
的
で
前
近
代
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

欧
米
で
も
、
論
者
に
よ
っ
て
用
語
は
異
な
る
が
、
例
え
ば
「
応
報
」

（retribution

）
が「
当
然
の
報
い
」（just deserts

）
と「
復
讐
」（revenge

）

に
区
別
さ
れ
、
前
者
の
ほ
う
が
理
性
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

死
刑
廃
止
論
者
の
多
く
は
、
国
家
権
力
が
国
民
の
生
命
や
自
由
を

奪
う
こ
と
は
現
実
的
な
効
能
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
許
さ
れ
な
い
と

考
え
て
お
り
、「
抑
止
効
果
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
廃
止
が
妥
当
」と
主

張
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
は
、「
因
果
応

報
の
原
則
」
に
基
づ
い
て
死
刑
を
支
持
す
る
国
民
の
声
は
理
性
的
な

も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
も
条
件
付
き
合
憲
判
決
の
理
由
に
加
え
て

い
る
。
ま
た
、
日
本
で
死
刑
判
決
の
適
用
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
て

い
る
最
高
裁
判
例
（
い
わ
ゆ
る
永
山
基
準
）
は
、
基
準
の
一
つ
に
「
遺
族

の
被
害
感
情
」
を
挙
げ
て
い
て
、
ど
こ
ま
で
重
視
す
べ
き
か
に
つ
い

て
は
見
解
に
幅
が
あ
る
も
の
の
、
復
讐
感
情
を
も
考
慮
に
含
め
て
い

る
と
理
解
で
き
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
で
は
、
死
刑
支
持
派
の
市
民
に

「
死
刑
制
度
が
必
要
だ
と
考
え
る
理
由
は
何
か
」と
問
う
と
、
多
く
の

人
が「
抑
止
効
果
」を
挙
げ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

が
、
な
る
べ
く
理
性
的
な
理
由
を
答
え
よ
う
と
す
る
バ
イ
ア
ス
の
結

果
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
凶
悪
な
犯
罪
は
命
を

も
っ
て
償
う
べ
き
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
回
答
で
は
、
因
果
応
報
の
原

則
を
意
味
す
る
の
か
、
復
讐
感
情
を
意
味
す
る
の
か
区
別
が
つ
か
な

い
場
合
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
調
査
方
法
の
工
夫
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
い
く
つ

か
の
研
究
結
果
を
総
合
す
る
と
、
応
報
を
重
ん
じ
る
価
値
観
は
、
抑

止
効
果
に
つ
い
て
の
信
念
と
同
程
度
に
、
死
刑
支
持
に
強
い
影
響
を

与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
応
報
の
う
ち
、
感
情
的
な
「
復
讐

心
」の
ほ
う
が
、
普
遍
的
原
則
と
し
て
の「
因
果
応
報
」よ
り
も
強
く

死
刑
支
持
を
後
押
し
し
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
な
お
日
本
で
は

ア
メ
リ
カ
ほ
ど
綿
密
な
実
証
の
蓄
積
が
な
い
の
だ
が
、
一
九
八
〇
年

代
の
調
査
で
も
二
〇
一
〇
年
代
の
調
査
で
も
概
ね
七
割
か
ら
八
割
の

国
民
が
死
刑
制
度
を
支
持
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は「
応
報
」

論
に
も「
抑
止
」論
に
も
半
数
強
の
人
が
同
意
し
て
い
る
。

正
義
の
暴
力
性

　

因
果
応
報
の
原
則
や
復
讐
感
情
と
い
う
も
の
が
仮
に
非
啓
蒙
的
で

あ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
現
実
の
死
刑
制
度
の
中
で
小
さ
く

な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
制
度
的
に
も
心
理
的
に
も
、
我
々
は

「
野
蛮
」か
ら
足
を
洗
う
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
理
性
に
よ
る
啓
蒙
に
は
限
界
が
あ
る
も
の
で
、
ま
た
そ
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れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
啓
蒙
の
果
て
に

死
刑
を
廃
止
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス

で
は
年
に
十
数
回
、
警
官
に
よ
る
容
疑
者
の
現
場
射
殺
が
行
わ
れ
て

い
る
（
ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ
で
は
年
千
回
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
二

年
に
一
回
程
度
し
か
発
生
し
な
い
）。
ま
た
、
仮
に
死
刑
や
現
場
射
殺
が

完
全
に
禁
止
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
他
の
刑
罰
に
暴
力
性
が
な
い
わ

け
で
も
な
く
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
野
蛮
の
名
残
は
つ
き
ま
と
う
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
近
代
的
と
さ
れ
る
応
報
的
正
義
は
今
だ
に
、
ど

ん
な
国
の
刑
罰
に
お
い
て
も
強
か
れ
弱
か
れ
量
刑
の
設
定
を
左
右
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
単
に「
理
性
は
完
全
で
は
な
い
」と
か「
野

蛮
は
必
要
悪
で
あ
る
」
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
も
一
面

の
真
実
で
は
あ
ろ
う
が
、
加
え
て
理
解
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
野

蛮
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
我
々
に
と
っ
て
切
実
で
積
極
的
な
価
値
が

宿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

刑
罰
は
、
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の「
必
要
悪
」で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
い
。
仮
に
、
罪
が
報
い
を
受
け
ず
に
お
か
れ
れ
ば
、
我
々
の
価

値
感
情
は
不
満
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
不
満
を
暴
力

を
も
っ
て
解
消
す
る
こ
と
は
、
一
種
の
正
義
な
の
で
あ
る
。

　

問
題
は
我
々
が
、「
正
義
の
暴
力
性
」を
忌
避
す
る
傾
向
を
し
ば
し

ば
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
刑
反
対
論
の
根
拠
に
は
、「
犯
罪

抑
止
力
が
な
い
」と
い
う
こ
と
の
他
に
、「
相
手
が
罪
人
で
あ
っ
て
も

殺
害
は
残
虐
で
あ
る
」「
冤
罪
の
場
合
に
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
」
と

い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
要
す
る
に「
手
を
汚
す
」

こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
刑
罰
を
控
え
、
あ

ま
つ
さ
え
そ
れ
を
寛
容
と
美
化
す
る
の
は
、
啓
蒙
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ

正
義
に
対
す
る
蒙
昧
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え
る
。

　

そ
の
点
で
は
、
死
刑
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
我
が

国
の
世
論
は
圧
倒
的
に
死
刑
存
置
を
支
持
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
凶

悪
な
犯
罪
者
に
つ
い
て
は
、
さ
っ
さ
と
処
刑
し
ろ
と
言
わ
ん
ば
か
り

の
罵
声
が
聞
か
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
人
々

が
、
死
刑
の
持
つ
暴
力
性
や
残
虐
性
を
背
負
う
覚
悟
を
持
っ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
人
は
、
手
を
汚
す
役
割
を
裁
判
官

や
刑
務
官
に
押
し
付
け
た
ま
ま
、
死
刑
判
決
や
執
行
の
報
を
聞
い
て

溜
飲
を
下
げ
る
の
み
で
あ
る
。

　

一
般
市
民
が
直
接
手
を
下
す
よ
う
な
刑
罰
を
制
度
化
す
る
の
は
難

し
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
国
家
権
力
が
そ
の
役
を
引
き
受
け
る
こ
と
自

体
は
ひ
と
ま
ず
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
に
、
ハ
ム
ラ
ビ
法
典
の
よ
う
な

機
械
的
応
報
が
我
々
の
眼
に
は
過
酷
と
映
る
の
も
事
実
で
あ
っ
て
、

前
近
代
に
比
べ
れ
ば
寛
容
な
刑
罰
を
啓
蒙
の
成
果
と
誇
る
の
が
、
必

ず
し
も
正
義
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
必
要
な
の
は
、
我
々

の
作
り
上
げ
て
い
る
社
会
制
度
や
そ
の
運
用
を
啓
蒙
と
反
啓
蒙
、
文

明
と
野
蛮
の
両
面
か
ら
語
る
習
慣
を
持
つ
こ
と
で
、
こ
の
語
り
が
あ

る
程
度
安
定
し
た
様
式
を
帯
び
た
時
に
、
そ
れ
を
我
々
は
文
化
と
呼
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ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
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