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そ
の
言
葉
自
体
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
意
味
す
る
も
の
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
と
言
い
淀
ん
で
し
ま
う
。

「
共
和
主
義
」
は
、
そ
ん
な
固
有
な
「
わ
か

り
に
く
さ
」
を
持
っ
た
用
語
の
一
つ
だ
。
今

の
日
本
の
言
論
状
況
に
目
を
や
っ
て
み
て

も
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
憲
法
に
関
す
る
本
は

た
く
さ
ん
出
て
い
る
一
方
で
、「
共
和
主
義
」

に
関
す
る
書
籍
は
専
門
書
以
外
で
は
ほ
と
ん

ど
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
。「
民
主
主

義
っ
て
な
ん
だ
」、「
立
憲
主
義
を
守
れ
」
と

い
う
掛
け
声
が
デ
モ
で
叫
ば
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、「
共
和
主
義
っ
て
な
ん
だ
」
と

い
う
問
い
か
け
を
私
た
ち
が
耳
に
す
る
こ
と

は
な
い
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ス
・
サ

ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の
よ
う
な
現
代
的
な
共
和
主

義
者
の
主
張
は
、
ほ
ぼ
「
立
憲
主
義
的
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
と
呼
ん
で
い
い
も
の
の
よ
う
に

思
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
は
「
共
和
主
義
」
と
い
う
思
想
が

一
般
の
日
本
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
な
じ
み
が

な
い
か
ら
だ
、と
い
う
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
に
加
え
、「
共
和
主
義
」
が
あ

る
時
は
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
伝
統
と
結
び

付
け
ら
れ
、
あ
る
時
は
君
主
制
に
対
立
す
る

政
治
体
制
を
目
指
す
思
想
と
し
て
理
解
さ

れ
、
ま
た
あ
る
時
は
「
共
同
体
」
の
価
値
の

尊
重
と
い
う
保
守
主
義
に
近
い
文
脈
で
捉
え

ら
れ
る
と
い
う
、
専
門
家
の
間
で
も
そ
の
解
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釈
が
分
か
れ
る
、
多
義
的
で
つ
か
み
ど
こ
ろ

の
な
い
性
格
を
も
つ
概
念
だ
、
と
い
う
点
が

大
き
い
だ
ろ
う
。う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
多
義
性
を
持
つ
、「
手
垢
の
つ

い
て
い
な
い
」
概
念
だ
か
ら
こ
そ
、
時
局
に

左
右
さ
れ
ず
に
よ
り
「
政
治
」
の
本
質
に
迫

る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て「
共
和
主
義
」

は
使
え
る
、
と
い
う
の
が
著
者
な
り
の
も
く

ろ
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い

「
共
和
主
義
」
し
か
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の

親
和
性
の
高
い
そ
れ
が
、
現
代
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
義
を
も
つ
の

か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
、
と
い
う
の

が
本
書
の
基
本
的
な
問
題
意
識
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

共
和
主
義
の
「
領
域
」
と
は

　

さ
て
、
本
書
で
展
開
さ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
ル

な
共
和
主
義
」
の
主
張
は
、
著
者
の
専
売
特

許
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
親
和
的
な
共
和
主
義
を
唱
え
る
代
表
的
な

論
者
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
者
キ
ャ

ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
の

「
共
和
主
義
の
復
活
を
超
え
て
」（『
熟
議
が

壊
れ
る
と
き
』
収
録
）
と
い
う
論
考
で
は
、

「
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
」
の
条
件
と
し
て
、

①
政
治
に
お
け
る
熟
議
、
②
政
治
的
行
為
者

の
平
等
、
③
普
遍
主
義
、
④
市
民
活
動
（
シ

チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
）
と
い
う
四
つ
の
原
理
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
本
書
の
説

く
「
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
」
の
基
本
理
念

と
も
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
も
の
だ
、
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

熟議が壊れるとき
—民主政と憲法の統治理論
キャス・サンスティーン著　
那須耕介編・監訳
勁草書房／ 2012 年／ 2800 円＋税
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そ
の
上
で
、
本
書
の
主
要
な
貢
献
を
ま
と

め
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
穏
当
な
内
容

を
持
つ
「
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
」
を
、
現

在
の
情
報
社
会
に
お
い
て
な
お
重
要
な
意
味

を
持
つ
フ
ー
コ
ー
や
東
浩
紀
の
提
起
し
た
環

境
管
理
型
の
統
治
に
ど
う
対
峙
す
る
か
、
と

い
う
問
題
意
識
に
接
合
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し

て
も
う
一
つ
は
、
市
民
の
生
活
が
こ
れ
ま
で

に
な
く
「
市
場
経
済
」
に
依
存
す
る
よ
う
に

な
っ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

「
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
」
が
成
立
す
る
条

件
に
つ
い
て
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
な
る
議
論

を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

共
和
主
義
を
四
象
限
で
見
る

　

こ
う
し
た
著
者
の
問
題
意
識
を
端
的
に
表

し
て
い
る
の
が
第
五
章
一
二
九
ペ
ー
ジ
の
見

取
り
図
で
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
大
域
的

／
局
所
的
、
自
由
／
不
自
由
を
二
つ
の
軸
と

す
る
四
つ
の
象
限
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
指
し
示

す
領
域
を
以
下
に
示
し
て
お
こ
う
。

Ⅰ　
「
行
政
」〈
統
治
〉：
フ
ー
コ
ー
的
な
生

権
力
の
領
域
。

Ⅱ　
「
政
治
」「
統
治
」：
ギ
リ
シ
ャ
的
な
「
市

民
の
徳
」、ア
レ
ン
ト
的
な
「
活
動
」
の
領
域
。

Ⅲ　

市
民
の
事
業
、
社
交
：
市
場
経
済
の
領

域
。

Ⅳ　

庶
民
の
事
業
、家
政
：
私
生
活
の
領
域
。

　

Ⅰ
や
Ⅱ
の
領
域
を
Ⅲ
の
原
理
で
制
御
し
よ

う
と
す
る
の
が
新
自
由
主
義
で
あ
り
、
Ⅱ
の

原
理
に
よ
っ
て
Ⅰ
、
Ⅱ
の
領
域
を
制
御
し
よ

う
と
す
る
の
が
ア
レ
ン
ト
な
ど
の
古
典
的
な

共
和
主
義
の
立
場
な
の
だ
と
し
た
ら
、
著
者

が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
と

は
、
身
も
ふ
た
も
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、Ⅰ
、

Ⅱ
、
Ⅲ
の
領
域
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
れ
た

状
態
を
、よ
り
多
数
の
市
民
の
「
政
治
」「
行

政
」
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す

る
立
場
、
だ
と
言
え
よ
う
か
。「
市
場
」
を

う
ま
く
運
営
し
た
り
、「
政
治
」
が
活
性
化

す
る
に
は
、
誰
か
が
滞
り
な
い
シ
ス
テ
ム
の

運
用
、
す
な
わ
ち
〈
統
治
〉
を
引
き
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
役
割
が
一

部
の
少
数
者
に
集
中
す
る
の
で
は
、
全
体
主

義
や
独
裁
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
「
底

上
げ
」
し
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
市
民
が
そ

こ
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
。
そ
の
た

め
の
最
低
限
の
「
資
産
」
を
多
く
の
人
が
手

に
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
再
分
配
政
策

は
正
当
化
さ
れ
る
…
…
本
書
の
主
要
な
主
張

は
そ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
本
書
の
議
論
は
あ
る
意
味
き

わ
め
て
ま
っ
と
う
で
、
共
感
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、「
共
和
主
義
」
や
「
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
普
遍
的
な
理
念
に
関
す

る
本
書
の
議
論
の
妥
当
さ
は
、
一
方
で
本
書

へ
の
不
満
に
も
つ
な
が
る
。
あ
え
て
単
純
化

し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
は
一
般
的
な
「
リ

ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
は
成
立
し
う
る
の
か
」

と
い
う
問
い
は
あ
っ
て
も
、「
こ
の
日
本
あ

る
い
は
こ
の
ア
ジ
ア
に
お
い
て
」
リ
ベ
ラ
ル

な
共
和
主
義
は
成
立
し
う
る
の
か
、
と
い
う
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問
い
は
（
恐
ら
く
意
図
的
に
）
避
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
あ
く
ま
で
も
普
遍

的
な
思
想
と
し
て「
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
」

を
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
選
択
さ
れ
た
姿
勢

だ
ろ
う
。

普
遍
化
さ
れ
な
い
要
素
と
の
整
合
性

　

し
か
し
、
本
書
で
も
再
三
強
調
さ
れ
て
い

る
共
和
主
義
の
困
難
と
は
、
そ
れ
が
功
利
主

義
な
ど
の
地
域
特
性
と
切
り
離
さ
れ
た
思
想

で
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
「
市
民
の
徳
」
と

い
う
も
の
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
域
の
固
有
性
、
歴

史
的
な
記
憶
、
諸
外
国
と
の
関
係
性
や
安
全

保
障
上
の
脅
威
、
な
ど
と
い
っ
た
「
普
遍
化

さ
れ
得
な
い
も
の
」
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な

い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
著
者
も
十
分
自
覚
的
で
あ
り
、「
有
徳
の

市
民
」
の
育
成
が
固
有
の
文
脈
に
よ
る
公
教

育
や
「
宗
教
」
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
を
第

九
章
で
き
ち
ん
と
指
摘
し
て
い
る
。し
か
し
、

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ

の
伝
統
を
書
い
た
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
し
て
「
有
徳
の
市
民
」
を
育
成
す
る
の
か
、

と
い
う
難
問
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
共
和
主
義
の

「（
普
遍
的
な
）
徳
」
と
は
日
本
の
伝
統
的
価

値
観
と
矛
盾
し
な
い
の
か
。
例
え
ば
天
皇
制

を
維
持
し
た
ま
ま
そ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ

と
は
可
能
な
の
か
。
よ
り
突
っ
込
ん
だ
こ
と

を
言
え
ば
、「
お
言
葉
」
に
よ
っ
て
初
め
て

天
皇
の
退
位
問
題
に
関
す
る
法
制
度
が
整
備

さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
、
共
和
主
義
に
コ

ミ
ッ
ト
す
る
者
は
看
過
し
て
も
よ
い
の
か
？

　

日
本
社
会
と
い
う
固
有
の
文
脈
に
お
い
て

「
共
和
主
義
」
に
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る

限
り
、
い
ず
れ
こ
う
い
っ
た
「
問
い
」
を
避

け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

ま
た
、
問
題
は
国
内
だ
け
に
限
ら
な
い
。

「
共
和
主
義
」
が
「
帝
国
」
と
の
緊
張
関
係

の
中
で
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
き
た
歴
史
的

経
緯
を
考
え
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
中

国
の
台
頭
に
よ
る
前
近
代
か
ら
の
連
続
性
を

色
濃
く
残
す
「
帝
国
的
秩
序
」
が
現
実
性
を

持
ち
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
近
隣
の
国

際
情
勢
と
の
関
係
や
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
た

安
全
保
障
上
の
問
題
も
、「
共
和
主
義
」
を

め
ぐ
る
議
論
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
日
本
で
「
共
和
主

義
」
と
い
う
選
択
肢
を
強
く
意
識
す
る
こ
と

は
、
天
皇
制
、
安
全
保
障
、
近
隣
諸
国
と
の

関
係
と
い
っ
た
、
戦
後
日
本
社
会
が
棚
上
げ

に
し
て
き
た
問
題
群
と
正
面
か
ら
「
格
闘
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
袋
小
路
に
陥
り

が
ち
な
こ
れ
ら
の
問
題
群
に
関
す
る
議
論
を

よ
り
深
め
て
く
れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
そ

う
だ
。

　

そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
も
、
著
者
の
今
後

の
仕
事
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
●




