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グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
史
的
唯
物
論
の
あ
ら
た
な
射
程

　
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
新
著
︑﹃
マ
ル
ク
ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
が
構
想
し
た
普
遍
的
歴
史
あ
る
い
は
普
遍
史
（U

niversal H
istory

）

に
か
わ
っ
て
マ
ル
ク
ス
が
提
示
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
射
程
の
広

さ
と
深
さ
を
再
評
価
し
︑
そ
の
分
析
的
視
点
を
救
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
︒
そ
れ
は
同
時
に
︑
欧
米
諸
国
で
行
わ
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
研

究
が
い
わ
ゆ
る
﹁
西
洋
マ
ル
ク
ス
主
義
﹂
︱
︱
ペ
リ
ー
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

（Perry A
nderson

）
がW

estern M
arxism

と
呼
ん
だ
そ
れ
︱
︱
を
特
権
化
し
て

き
た
こ
と
︑
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
が
﹃
資
本
論
第
一
巻
﹄
の
第
一
編
で
展
開
す

る
商
品
形
態
と
そ
の
物
神
崇
拝
（fetishism

）
を
資
本
主
義
社
会
の
普
遍
的
な

支
配
形
態
だ
と
断
定
し
て
き
た
こ
と
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
も
あ
る
︒
西
洋

マ
ル
ク
ス
主
義
は
︑
ジ
ェ
ル
ジ
ュ
・
ル
カ
ー
チ
が
﹃
歴
史
と
階
級
意
識
﹄
の

な
か
で
マ
ル
ク
ス
の
い
う
商
品
形
態
を
資
本
主
義
社
会
特
有
の
物
象
化
現
象

（reification

）
と
し
て
と
ら
え
︑
そ
れ
が
近
代
の
社
会
関
係
を
質
か
ら
量
へ
︑

具
体
性
か
ら
抽
象
性
へ
︑
使
用
価
値
か
ら
交
換
価
値
へ
と
従
属
さ
せ
︑
人
間

の
生
を
そ
の
根
元
か
ら
均
質
的
で
無
機
質
な
も
の
に
作
り
変
え
て
し
ま
う
と

い
う
主
張
に
始
ま
り
︑
そ
の
後
ア
ド
ル
ノ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
代
表
さ
れ

る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
近
代
お
よ
び
啓
蒙
主
義
批
判
に
引
き
継
が
れ
て

い
っ
た
︒
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
︑
こ
の
社
会
関
係
の
商
品
化
と
い
う
均
質

化
・
非
人
間
化
過
程
（
疎
外
論
）
に
た
い
し
て
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
や

サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン
が
マ
ル
ク
ス
︑
レ
ー
ニ
ン
︑
毛
沢
東
に
倣
っ
て
理
論
化

し
た
﹁
不
均
等
発
展
﹂（uneven developm

ent

）
と
い
う
概
念
を
援
用
し
な
が

ら
︑
資
本
主
義
は
自
己
増
殖
の
た
め
に
世
界
を
均
質
化
す
る
の
で
は
な
く
︑

異
種
混
合
的
な
差
異
（difference

）
を
抱
え
込
み
︑
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
人
種
︑

ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン

『
マ
ル
ク
ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
―
―
資
本
主
義
の
拡
張
に
お
け
る

歴
史
と
時
間
』
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階
級
の
よ
う
な
差
異
化
を
必
要
と
す
る
と
主
張
す
る
︒

　
こ
の
論
拠
と
し
て
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
︑
マ
ル
ク
ス
が
非
資
本
主
義

社
会
︱
︱
封
建
的
農
村
社
会
や
先
住
民
社
会
︱
︱
が
資
本
主
義
的
生
産
様
式

に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
た
め
に
使
っ
た
概
念
︑
形
式
的
包

摂
と
実
質
的
包
摂
に
焦
点
を
当
て
る
︒
実
質
的
包
摂
は
︑
西
洋
マ
ル
ク
ス
主

義
が
主
張
し
た
よ
う
に
︑
資
本
主
義
社
会
が
商
品
形
態
に
よ
る
社
会
の
物
象

化
現
象
を
貫
徹
す
る
事
態
を
指
す
一
方
で
︑
形
式
的
包
摂
は
︑
そ
れ
が
過
去

の
様
々
な
残
余
︑
遺
制
を
抱
え
込
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
︑
完
全
な
均
質
的
世

界
を
実
現
し
得
な
い
状
態
を
意
味
し
て
い
る
︒
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
に
と
っ

て
重
要
な
分
析
的
概
念
は
︑
形
式
的
包
摂
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
こ
の
概
念
の

可
能
性
を
マ
ル
ク
ス
か
ら
出
発
し
︑
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
︑
ア
ン
ト

ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
︑
ホ
セ
・
カ
ル
ロ
ス
・
マ
リ
ア
テ
ギ
︑
そ
し
て
︑
山
田
盛

太
郎
や
宇
野
弘
蔵
を
読
み
解
く
こ
と
で
系
譜
学
的
に
分
節
化
し
て
い
く
︒
こ

の
形
式
的
包
摂
の
読
解
作
業
は
︑
世
界
を
覆
い
尽
く
そ
う
と
す
る
資
本
主
義

が
︑
歴
史
的
︑
文
化
的
︑
社
会
的
に
異
質
な
共
同
体
に
遭
遇
し
︑
そ
れ
ら
の

異
種
性
を
ど
の
よ
う
に
自
己
増
殖
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ん
で
い
く
の
か
︑

そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
社
会
的
変
容
・
編
成
を
引
き
起
こ
す
の
か
︑
ま
た

ど
の
よ
う
に
自
ら
の
不
完
全
性
や
矛
盾
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
か
と
い

う
問
い
の
探
求
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
﹃
マ
ル
ク

ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
解
釈
を
支
配
し
て
き
た

商
品
形
態
の
分
析
的
視
点
（
実
質
的
包
摂
）
に
代
わ
る
新
た
な
視
点
︱
︱
形

式
的
包
摂
が
提
示
す
る
歴
史
的
思
考
︱
︱
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
本
書
評
で
は
本
書
の
詳
細
な
検
討
は
紙
面
上
難
し
い
の
で
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー

ニ
ア
ン
の
形
式
的
包
摂
の
解
釈
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
新
た
な
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
を
二
つ
の
点
に
絞
っ
て
論
じ
て
み
た
い
︒

１
．
い
わ
ゆ
る
封
建
的
遺
制
（
旧
社
会
の
残
存
物
）
は
日
本
の
後
進
性
や
近
代

の
歪
い
び
つさ

を
示
す
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
資
本
主
義
の
世
界
的
展
開
が
生 

み
出
す
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
容
は
︑
資
本
と
遭
遇 

し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
や
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
そ
こ
に
資
本
主
義
と
非
資 

本
主
義
社
会
の
遭
遇
の
歴
史
性
︑
歴
史
的
差
異
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き 

る
し
︑
近
代
社
会
形
成
を
複
雑
な
異
種
混
合
性
（heterogeneity

）
の
生
産 

と
し
て
理
解
す
べ
き
根
拠
を
見
い
だ
せ
る
︒

２
．
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
が
は
っ
き
り
と
論
じ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
︑

彼
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
グ
ラ
ム
シ
︑
マ
リ
ア
テ
ギ
の
読
解
か
ら
見
い

だ
さ
れ
る
論
点
で
あ
り
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た

旧
植
民
地
︑
先
住
民
︑
奴
隷
制
度
の
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
き
た
あ

ら
た
な
問
題
系
で
も
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
黒
人
史
研
究
︑
南
米
植
民
地
史
︑

北
米
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
史
︑
奴
隷
貿
易
史
︑
パ
レ
ス
チ

ナ
占
領
の
研
究
な
ど
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
始
め
て
い
る
人
種
化
と
資
本

主
義
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
問
題
系
で
あ
る
︒
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第
一
の
点
か
ら
始
め
よ
う
︒
本
書
は
︑
世
界
を
覆
い
尽
く
そ
う
と
す
る
資

本
主
義
が
非
近
代
的
な
生
産
様
式
︑
社
会
関
係
︑
慣
習
︑
時
間
性
と
遭
遇
し

た
時
に
︑
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
包
摂
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
︑
次

の
よ
う
に
主
張
す
る
︒
資
本
主
義
の
増
殖
と
拡
張
は
︑
非
近
代
的
な
社
会
組

織
や
共
同
体
を
完
全
に
破
壊
し
た
う
え
で
包
摂
す
る
の
で
は
な
く
︑
利
用
で

き
る
﹁
伝
統
的
な
﹂
要
素
は
積
極
的
に
保
存
し
︑
横
領
し
︑
作
り
変
え
る
こ

と
を
目
指
す
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
こ
の
包
摂
の
過
程
は
︑
資
本
が
ど
の
よ
う
な

歴
史
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
差
異
と
遭
遇
す
る
の
か
と

い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
商
品
形
態
に
よ
っ
て
世
界
が
均
質

化
さ
れ
る
過
程
で
も
︑
普
遍
的
な
歴
史
的
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
︑
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
国
民
精
神
が
自
己
実
現
た
め
に
自
由
を
獲

得
し
て
い
く
旅
路
で
も
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
包
摂
の
過
程
は
︑
過
去
と

現
在
の
融
合
が
生
み
出
す
重
層
的
な
時
間
性
と
異
種
混
合
性
に
満
ち
︑
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
多
様
に
生
き
ら
れ
た
時
間
＝
歴
史
を
生
み
出
し
て
き
た
と
ハ
ル

ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
主
張
す
る
（p.

26–27

）︒
換
言
す
れ
ば
︑
資
本
は
︑
自
己

の
増
殖
と
拡
張
の
た
め
に
︑
極
め
て
具
体
的
で
異
質
な
歴
史
的
状
況
と
遭
遇

し
︑
そ
れ
を
包
摂
す
る
こ
と
で
非
均
質
的
で
不
均
等
な
世
界
を
生
み
出
し
て

き
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
近
代
世
界
は
資
本
の
運
動
を
通
し
て
︑
ロ
ー
カ
ル
な
世
界
が

同
時
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
と
な
り
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
は
ロ
ー
カ
ル
な

世
界
で
顕
在
化
す
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
出
し
た
︒
こ
の
観
点
に
立
っ
て
︑

ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
︑﹁
マ
ル
ク
ス
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
的
な
歴
史
に
変

わ
っ
て
︑
正
真
正
銘
の
世
界
史
の
展
望
を
提
示
し
た
時
︑﹁
特
定
の
場
所
に
根

ざ
し
た
存
在
（local being

）﹂
を
﹁
普
遍
的
な
存
在(universal being)

﹂
へ
と

転
換
す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
そ
れ
は
特
殊
な
も
の
を
普
遍
化
し
︑
普
遍
的
な
も

の
を
特
定
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
の
だ
﹂
と
主
張
す
る
（p. 

237

）︒
彼
に
従
え
ば
︑
こ
の
転
換
こ
そ
︑
資
本
の
運
動
が
生
み
だ
し
た
グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
後
進
性
の
象
徴
の
よ
う

に
議
論
さ
れ
て
き
た
封
建
的
遺
制
は
︑
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
と
グ
ロ
ー
バ

ル
の
弁
証
法
が
生
み
だ
し
た
世
界
的
な
現
象
に
す
ぎ
ず
︑
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史

状
況
に
よ
っ
て
発
現
形
態
は
違
っ
て
く
る
も
の
の
︑
資
本
主
義
の
発
祥
の
地

と
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
ら
抱
え
込
ん
で
き
た
問
題
で
あ
る
︒﹃
マ
ル
ク

ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑
こ
の
文
脈
で
︑
山
田
盛
太
郎
を
評
価
し

つ
つ
も
︑
日
本
の
封
建
的
遺
制
を
特
殊
な
﹁
型
﹂
と
し
て
非
歴
史
的
に
理
論

化
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
一
方
︑
農
業
問
題
を
論
じ
な
が
ら
﹁
資
本
主
義
は
︑

そ
の
発
生
︑
発
展
︑
確
立
に
障
害
と
な
ら
な
い
限
り
︑
旧
社
会
の
残
存
物
を

も
許
容
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
時
に
は
逆
に
︑
か
か
る

残
存
物
の
温
存
を
さ
え
求
め
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
論
じ
た
宇
野
弘
蔵
を
︑
形

式
的
包
摂
論
を
深
化
さ
せ
た
理
論
家
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
（p.192

）︒

　
第
二
の
点
に
移
ろ
う
︒
当
然
な
が
ら
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
グ
ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
︑
資
本
主
義
が
非
資
本
主
義
世
界
に
対
し
て
破
壊
的
な
暴

力
を
行
使
し
︑
不
均
等
な
関
係
性
が
最
も
深
刻
な
か
た
ち
で
現
れ
る
状
況
を
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視
野
に
入
れ
て
い
る
︒
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
﹃
資
本
蓄
積
論
﹄
の

な
か
で
展
開
し
た
﹁
自
然
経
済
の
制
服
﹂
の
議
論
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
︑
資

本
主
義
が
商
品
化
さ
れ
え
な
い
社
会
関
係
に
向
け
る
容
赦
な
い
暴
力
を
形
式

的
包
摂
の
一
形
態
と
し
て
論
じ
て
い
る
︒
自
然
経
済
の
制
服
と
は
︑
い
わ
ゆ

る
自
然
資
源
獲
得
の
た
め
に
先
住
民
か
ら
土
地
を
収
奪
し
︑
か
れ
ら
の
労
働

力
を
徹
底
的
に
搾さ
く

取し
ゅ

す
る
植
民
地
的
制
服
と
強
奪
を
意
味
し
て
い
る
︒
ハ
ル

ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
に
よ
れ
ば
︑
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
は
︑
資
本
が
非
資
本
主
義
的

社
会
と
ど
の
よ
う
に
出
会
う
の
か
と
い
う
問
い
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑﹁
資
本

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
社
会
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
時
︑
自
己
の
発
展
に

と
っ
て
障
害
で
あ
る
も
の
を
根
絶
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
必
ず
伴
っ
て
い

る
﹂
事
実
を
深
く
認
知
し
て
い
た
（p. 100

）︒
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
依
拠
し

な
が
ら
︑
封
建
社
会
が
資
本
主
義
社
会
に
移
行
す
る
際
︑
貧
農
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
化
︱
︱
生
産
手
段
の
収
奪
と
労
働
力
の
商
品
化
︱
︱
を
促
進
し
た

の
と
は
対
照
的
に
︑
自
然
経
済
の
制
服
は
先
住
民
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
は
主
張
す
る
︒
つ
ま
り
︑
生

活
手
段
や
生
産
手
段
の
収
奪
を
と
お
し
て
先
住
民
を
商
品
交
換
の
流
れ
の
中

に
統
合
し
︑
伝
統
的
な
生
産
形
態
を
商
品
生
産
へ
と
変
質
さ
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
然
経
済
の
制
服
は
そ
の
生
産
形
態
の
根
絶
を
目
指
す

戦
い
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
そ
の
形
態
に
依
拠
し
て
き
た
人
々
は
︑

幾
度
と
な
く
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
経
験
し
て
き
た
の
だ
と
︒
確
か
に
︑
資
本
主

義
と
出
会
う
こ
と
で
︑
多
く
の
非
資
本
主
義
社
会
は
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て
き
た
︒

い
わ
ゆ
る
原
始
的
蓄
積
に
お
け
る
経
済
外
的
強
制
を
指
し
て
マ
ル
ク
ス
が

﹁
残
虐
な
力
﹂（brute force

）
と
よ
ん
だ
暴
力
的
な
収
奪
過
程
︑
ま
た
は
パ
ト

リ
ッ
ク
・
ウ
ル
フ
が
開
拓
植
民
地
主
義
（settler colonialism

）
を
指
し
て
﹁
排

除
の
論
理
﹂
と
よ
ん
だ
殺
戮
的
な
移
住
・
占
領
の
過
程
は
︑
北
米
や
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
を
始
め
︑
世
界
各
地
で
近
代
社
会
の
萌
芽
期
に
幾
度
と
な
く
繰
り

返
さ
れ
て
き
た
現
象
で
あ
る
︒

　
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
自
然
経
済
の
制
服
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
マ
ル
ク
ス

同
様
そ
の
破
壊
的
暴
力
性
の
指
摘
で
止
ま
る
の
だ
が
︑
彼
の
形
式
的
包
摂
の

解
釈
は
︑
こ
の
問
題
系
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
可
能
性
を
孕は
ら

ん
で
い
る
︒
近

年
︑
い
わ
ゆ
る
原
始
的
蓄
積
の
再
理
論
化
が
進
ん
で
い
る
が
︑
そ
の
な
か
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
︑
つ
ま
り
︑
資
本
主
義
の
形
成
期
に
限
ら
ず
︑
そ
の

再
生
産
過
程
に
お
い
て
ま
っ
た
く
無
用
で
あ
り
ま
た
障
害
と
さ
え
見
な
さ
れ

て
き
た
労
働
形
態
（
狩
猟
︑
採
取
︑
コ
モ
ン
ズ
な
ど
）
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
直

す
の
か
と
い
う
問
い
を
考
え
る
う
え
で
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
の
形
式
的
包

摂
の
議
論
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
︒
封
建
的
土
地
所
有
制
が
資
本
主

義
制
度
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
過
程
や
︑
賃
金
労
働
の
社
会
関
係
が
農
村
社
会

に
お
け
る
労
働
形
態
を
変
質
さ
せ
て
い
く
過
程
︑
ま
た
入い
り

会あ
い

地ち

が
収
奪
さ
れ
︑

資
本
主
義
的
土
地
所
有
制
（
私
有
財
産
制
）
に
統
合
さ
れ
て
い
く
過
程
な
ど
は
︑

マ
ル
ク
ス
を
始
め
︑
か
れ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
唯
物
論
的
歴
史
研
究
が
つ
ぶ

さ
に
分
析
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
に
お
け
る
封
建
的
遺
制
を
め
ぐ
る

議
論
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
し
︑
上
述
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し
た
通
り
︑
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
も
こ
の
文
脈
の
な
か
で
マ
リ
ア
テ
ギ
︑
山

田
盛
太
郎
︑
宇
野
弘
蔵
の
理
論
を
考
察
し
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑
い
わ
ゆ
る
封
建
制
や
近
代
国
民
国
家
の
外
に
置
か
れ
て
き
た
先

住
民
︑
移
民
︑
奴
隷
︑
障
害
者
ま
た
は
難
民
が
ど
の
よ
う
に
包
摂
・
排
除
さ

れ
て
き
た
の
か
︑
彼
ら
・
彼
女
ら
の
収
奪
が
資
本
主
義
社
会
の
創
出
と
再
生

産
と
ど
の
よ
う
な
構
造
的
つ
な
が
り
を
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
は
︑

マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
の
な
か
で
も
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
︒﹁
国
民
国
家
史
﹂
の
枠
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
人
々
を
資

本
主
義
形
成
と
そ
の
持
続
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
︑
近

代
社
会
の
重
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
の
暴
力
の
多
面
性
︑

多
重
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
し
︑
資
本
主
義
制
度
そ
の
も
の
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
人
種
主
義
に
起
因
す
る
虐

殺
︑
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
︑
襲
撃
︑
収
奪
︑
搾
取
を
︑
資
本
が
非
資
本
主
義
的

世
界
と
遭
遇
す
る
と
き
に
生
み
出
す
構
造
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
た
と

き
に
︑
原
始
的
蓄
積
論
や
形
式
的
包
摂
論
は
ど
の
よ
う
に
見
直
さ
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
か
︒

　
い
ず
れ
に
し
ろ
︑﹃
マ
ル
ク
ス
・
ア
フ
タ
ー
・
マ
ル
ク
ス
﹄
は
︑
多
く
の
刺

激
に
満
ち
た
視
点
を
提
供
し
て
い
る
︒
本
書
は
︑
近
年
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル

ヒ
ス
ト
リ
ー
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
中
︑
マ
ル
ク
ス
が
構
想
し
た
世
界

史
の
可
能
性
に
立
ち
返
り
︑
資
本
主
義
が
も
た
ら
し
た
近
代
と
い
う
世
界
の

姿
を
再
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
著
作
に
な
る
だ
ろ
う
︒




