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1

オ

ル
テ
ガ

に
お

け

る

「
少
数
者
」

を

め
ぐ

っ
て

大*

町

公

は

じ

め

に

か
つ
て
筆
者
は
勤
め
か
ら
帰

っ
て
、
ぼ
ん
や
り
プ

ロ
野
球
の
放
送
を
聞

い
て
い

た
時
、

い
ま
だ
試
合
前
で
あ

っ
た
ろ
う

か
、
元
プ

ロ
野
球
選
手
で
あ
り
、
現
解
説

者
の
坂
東
英
二
が
何
気
な
く
、
あ
る
い
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
の
自
ら
の
過
去
を

思
い
浮
べ
な
が
ら
で
あ
ろ
う
か
、

「
男

に
と

っ
て
実
に
辛

い
の
は
、
自
分

の
器
を

思
い
知
ら
さ
れ
る
時
だ
。
」
と
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
を
聞

い
た
。
思
わ

ず
ド
キ
ッ
と
し
、
く

つ
ろ
ぎ
つ
つ
あ

っ
た
気
持
ち
が

一
瞬
に
し
て
冷
え
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。
人
の
値
打
ち
を
批
評
す

る
場
合

に
は
い
と
も
簡
単
、
面
白
お
か
し

く
や
っ
て
の
け
る
く
せ
に
、
自
分
の
本
当
の
価
値
だ
け
は
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
。

い
や
、
自
分
自
身
で
は
な
お
の
こ
と
知

り
た
く
な
い
。
人
に
は
ど
う
や
ら
そ
ん
な

心
持
ち
が
あ
る
よ
う
だ
。
自
分

の
器
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
視
点
は
異
な

る
が
、

二
十
世
紀

ス
ペ
イ
ソ
の
哲
学
者

ホ
セ

・
オ
ル
テ
ガ

・
イ

・
ガ
セ

(
一
八
八

三
-

一
九
五
五
)
は

『
大
衆
の
反
逆
』

(
一
九
三
〇
年
刊
)
の
中

で
す
べ
て
の
人

間
を

「少
数
者
」
と

「大
衆
」
と
に
分
類
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ
に
分

類
さ
れ
て
い
る
の
か
、
自
ら
を
絶
え
ず
吟
味
し

つ
つ
、
そ
の
論
を
辿

っ
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

一
、
少
数
者
と
大
衆

「
社

会

と

い
う

も

の
は

つ
ね

に
、

少

数
者

(
日
ぎ

o
同
貯
。。
)

と

大
衆

(目
霧
o
ω
)

ハ
　
り

と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら
な
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
統

一
体

で
あ
る
。
」

オ
ル
テ
ガ
は
現
代

の
大
衆
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
従
来

の
、

一
般
的
な

意
味
で
の
大
衆
と
少
数
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「選
ば
れ
た
」
と
か
、

「
す
ぐ

れ
た

(Φ
×
O
Φ一Φ
]P
梓Φ
)」
と
か
い
っ
た
言
葉
を
冠
せ
ら
れ
る
こ
の

「少
数
者
」
と
大

衆
に
分
け
る
こ
と
は
、
人
々
を
社
会
的
な
階
層
に
分
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
言
わ

ば
人
間
的
な
階
層

に
分
け
る
こ
と
で
あ
る
。
少
数
者
と
は
特
別
な
資
質
を
備
え
た

人
お
よ
び
そ
う
い
う
人
達

か
ら
成
る
集
団
で
あ

っ
て
、
大
衆
と
は
い
わ
ゆ
る
労
働

者
大
衆
を
指
す
の
で
は
な
く
、
特
別
な
資
質
を
持
た
な
い
人
々
の
全
体
の
こ
と
で

あ
る
。
以
前
な
ら
ば
、
上
層
階
級
に
少
数
者
の
大
部
分
が
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

今
日
で
は
、
各

々
の
社
会
的
階
層

に
少
数
者
と
大
衆
が
お
り
、
以
前
に
は
大
衆
の

集
ま
り
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
労
働
者
層

の
中
に
も
す
ぐ
れ
た
精
神

の
持
ち
主
が
い

る
。そ

れ
で
は
ま
ず
大
衆
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

大
衆
と
は
平
均
的
な
人
間
の
こ
と
で
あ
り
、
万
人
に
共
通
し
た
も
の
、
社
会
に

お
い
て
特
定

の
所
有
者
を
持
た
ぬ
も
の
か
ら
成
り
、
他
人
と
異
な

っ
て
い
な
い
と

い
う
よ
り
、
自
ら
進
ん
で
類
型
的
な
形
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
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衆
は

「
心
理
的
事
実
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
何
も
集
団
を
な
し
て
い

る
必
要
は
な
く
、

一
人
で
も
大
衆
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
大
衆
と
は
自
分

に
特

別
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
な
く
、
自
分

が

「
す
べ
て
の
人
」
と
同
じ
で
あ
る
と
感

じ
、
そ
の
こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
る
の
で
な
く
、
喜
び
を
こ
そ
覚
え
る
人
た
ち
で
あ

る
。
彼
ら
は
自
分

に
何
ら
特
別
な
こ
と
を
課
す
こ
と
も
な
く
、
現
に
あ
る
が
ま
ま

の
自
己
を
保
持
す
る
だ
け
で
、
自
己
を
完
成
さ
せ
よ
う
な
ど
と
は
決
し
て
思
わ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
オ
ル
テ
ガ
の
分
類
は
も

っ
ぱ
ら
人
の

「在
り
方
」
、

「
生
き
方
」

に
か
か
わ
る
も
の
で
、
政
治
的
な
意
味
合

い
は
な
く
、
社
会
的
な
階
層
と
も
本
質

的
に
無
縁
な
分
類
で
あ
る
。

二
、
少

数

者

他

方

、

「
少

数
者

」

と

は

わ

れ

わ
れ

に

は

い

さ
さ

か
耳
慣

れ

な

い
言
葉

で
あ

る
。

マ
ダ

リ

ア
ー

ガ

(
一
八

八

六
-

一
九

七

八

)

も

言

う

よ
う

に
、

「
ス
ペ

イ

ソ
語

で

『
ミ

ノ

リ

ー

ア

(
少

数

者

)

』

と
表

現

さ

れ

る
概

念

が

、

フ

ラ

ソ

ス
語

で

エ
リ

!

　　
　

ト

(Φ洋
Φ
。・)
、
英
語
で
リ
ー
ダ
ー

(δ
巴
興
。。)
と
言
わ
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
」

た
だ
そ
れ
が

「
少
数
者
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
ス
ペ
イ
ソ
独
特

の
事
情
が

あ
る
と
彼
は
言
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
さ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

少
数
者
に
つ
い
て
は
量
的
に
も
多
く
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
に

す
る
。

「
『選
ば
れ
た
少
数
者
』
に
つ
い

て
語
ら
れ
る
場
合
、
よ
く
あ
る
悪
意

の
た

め
に
、
普
通
こ
の
言
葉
の
意
味
が
歪
曲
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
選
ば
れ
た
人

間
と
は
、
他
人
よ
り
も
自
分
が
す

ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
る
厚
顔
な
人
間

で
は

な
く
、
自
分

で
は
達
成
で
き
な
く
と
も
、
他
人
よ
り
も
多
く
の
、
し
か
も
高

度
の
要
求
を
自
分

に
課
す
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
知

っ
て
い
な
が
ら

　
　
　

知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

「選
ば
れ
た
人
間
、

つ
ま
り
す
ぐ

れ
た
人
間
は
自
分
か
ら
進
ん
で
彼
を
越
え

る
も
の
に
、
彼
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
規
範
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
内
面
的
必
然

性
を
そ
な
え
て
い
る
。

…

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
反
対
に
、

本
質
的
に
奉
仕
に
生
き
て
い
る
者
は
選
ば
れ
た
被
造
物
で
あ

っ
て
、
大
衆
で

は
な
い
。
す
ぐ
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
生
を
何
か
超
越
的
な
も
の
に
奉
仕
さ

せ
な
い
と
生
き
た
気
が
し
な
い
の
だ
。
し
た
が

っ
て
彼
は
、
奉
仕
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
圧
迫
だ
と
は
考
え
な
い
。
た
ま
た
ま
奉
仕
す
る
対
象
が

欠
け
る
と
不
安
を
感
じ
、
自
分
を
押
え

つ
け
る
、
よ
り
困
難
で
、
よ
り
求
め

　る
　

る
こ
と
の
多
い
新
し
い
規
範
を
発
明
す
る
。
」

オ
ル
テ
ガ
は
ま
た
少
数
者
は
言
葉
の
本
来
の
意
味
で
の

「
貴
族
(口
○
σ
一Φ
No
)
」

で
あ
る
と
言

っ
て
、
こ
う
も
書
い
て
い
る
。

「高
養
な
人
と
は

『
知
ら
れ
た
人
』
を
意
味
す
る
。
無
名
の
大
衆
か
ら
抜
き

ん
で
て
自
己
の
存
在
を
知
ら
せ
た
人
、
す
べ
て
の
人
が
知

っ
て
い
る
人
、
有

名
な
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
は
名
声
を
も
た
ら
し
た
測
り
知
れ
な

い
努
力

の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
高
貴
な
人
と
は
、
努
力
を

　ら
　

し
た
人
、
す
ぐ
れ
た
人
と
同
じ
で
あ
る
。
」

「私
に
と

っ
て
、
貴
族
と
は
活
力
に
満
ち
た
生
と
同
義
語
で
あ
る
。

つ
ま
り

自
分
自
身
を
越
え
、
す
で
に
獲
得
し
た
物
を
越
え
て
、
自
ら
に
対
す
る
義
務

や
要
求
と
し
て
課
し
た
も
の
の
ほ
う

へ
進
も
う
と
、

つ
ね
に
身
構
え
て
い
る

　　
　

生

の

こ
と

で
あ

る

。

」

「
そ

う

し

た

人

た

ち

に

と

っ
て
、

生

き

る

と

い

う

こ
と

は
た

え

ざ

る

緊

張

で

あ

り

、

不

断

の
鍛

練

な

の

で
あ

る
。

鍛

練

ー

粉

閃
霧

一。。
。

彼

ら

は

苦

行

者

な

　ヱ

の

だ
。

」

先

に
述

べ

た

こ
と

も

合

わ

せ

て
、

ま

と

め

て

み
る

な

ら

ば

、

お

お

む

ね

次

の
よ

う

な

も

の

に

な

ろ

う

。

少

数

者

は

ー
、

生

来

、

特

別

な

資

質

に
恵

ま

れ

て

い
る

。

2
、

自

分

に

対

し

他

人

よ

り
も

多

く

の
、

高

度

な

要

求

、

義
務
を
課
す
。
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3
、
自
分
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
規
範

に
奉
仕
す
る
。

4
、
並
は
ず
れ
た
努
力
、
飽
く
な
き
努
力
を
す
る
。

5
、
現
に
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
絶

え
ず
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
。

6
、
自
分
の
内
に
そ
の
よ
う
な

「
必
然
性
」
を
備
え
て
い
る
。

も
う

一
つ
加
え
よ
う
。
オ
ル
テ
ガ
は

「賢
者
」
と

「愚
者
」

に
つ
い
て
言

っ
て

い
る
。「賢

者
は
、
自
分
が
も
う
少
し
で
愚
者
に
な
り
下
が
ろ
う
と
し
て
い
る
危
険

を
た
え
ず
感
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
彼
は
、
身
近
に
迫

っ
て
い
る
愚
劣
さ
か

ら
逃
れ
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
努
力
の
う
ち
に
こ
そ
英
知
が
あ

る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
愚
者
は
自
分

を
疑
う
こ
と
を
し
な
い
。
彼
は
自
分
が
き

わ
め
て
分
別
に
富
む
人
間
だ
と
考

え
て
い
る
。
愚
鈍
な
人
間
が
自
分
自
身
の

愚
か
さ
の
な
か
に
腰
を
お
ろ
し
て
安
住
す
る
と
き
の
、
あ
の
う
ら
や
む
べ
き

ハ　
ソ

平
静
さ
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
」

こ
こ
で
賢
者
と
は
も
ち
ろ
ん
少
数
者
を
、
愚
者
と
は
大
衆
を
さ
す
で
あ
ろ
う
。

オ
ル
テ
ガ
の
別
の
言

い
方
で
は
、
人
間
は

「難
破
者

(器
ξ
鑓
σq
o
)」
で
あ
る

と
か
、
生
は

「
ド
ラ
マ
」

で
あ
る
と
か

い
っ
た
こ
と
の
自
覚
の
有
無
が

「
賢
者
」

と

「
愚
者
」
と
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

7
、
生
が

「危
険
」
を
本
質
と
し
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

三
、
少
数
者
の
役
割

社
会
に
は
特
別
な
資
質
、
能
力
を
必
要
と
す
る
仕
事
、
活
動
、
職
務
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
特
殊
な
活
動
は
従
来
す
べ
て
少
数
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
大

衆
は
あ
え
て
そ
れ
に
口
を
さ
し
は
さ
も
う
と
は
し
な
か

っ
た
。
少
数
者
の
創
り
出

し
た
規
範
あ
る
い
は
審
判
に
も
従
順
で
あ

っ
た
。
社
会
と
は
少
数
者
と
大
衆
に
よ

る

「
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
協
調
」

で
あ

っ
て
、

「大
衆
は
健
全
な
社
会
の
力
学
的
関

　ユ

係
の
な
か
で
の
自
分
の
役
割
を
知

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

『
大
衆
の
反
逆
』

に

先
立
つ
こ
と
九
年
、

一
九
二

一
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
無
脊
椎

の
ス
ペ
イ
ソ
』

で
は
、

両
者
の
関
係
を

「
模
範
性
と
従
順

(Φ冨
ヨ
b
一程
己
巴

く
α
o
o臼
山
巴

)」

に
よ

っ

て
説
明
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
、
物
事
を
自
分
よ
り
う
ま
く
や
る
人
を
見

る
時
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
と
か
、
そ
う
い
う
人
に
な
り
た
い
と

か
願
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
オ
ル
テ
ガ
が
取
り
上
げ
る
の
は

「模
倣

(巨

辞
ゆI

oδ
昌
)
」
し
た
い
と
い
う
願
望
で
は
な
い
。

「模
倣
」
と
は
外
面
的
な
、
単
な
る

見
せ
か
け
で
あ

っ
て
、
人
格
に
か
か
わ

っ
て
い
な
い
。
オ
ル
テ
ガ
は
人
格
そ
の
も

の
に
関
係
す
る

「
同
化

(Oω一目P一一〇〇
一ひ
]P
)
」

に
つ
い
て
言
う
。

「
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
わ
れ
る
模
範
的
人
物

に
同
化
す
る
場
合
に

は
、
わ
れ
わ
れ
の
全
人
格
は
、

こ
の
人
物

の
存
在
様
式

に
向
け
ら
れ
、
わ
れ

わ
れ
が
敬
服
し
て
い
る
模
範

に
従
い
、
ほ
ん
と
う
に
わ
れ
わ
れ
の
本
質
を
変

え
る
心
づ
も
り
に
な
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
人
物
の
模
範
性
を
模
範
性
と
し

て
感
ず
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
模
範
に
対
し
て
従
順
さ
を
感
じ
る

わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
を
創
り
出
す
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
少

数
者

の
模
範
性
は
多
数
者
の
従
順
さ
の
中

で
実
を
結
ぶ
。
そ
の
結
果
、
模
範

　り
　

性
は
広
ま
り
、
劣

っ
た
者
は
す
ぐ
れ
た
者
と
同
じ
方
向
で
完
成
に
近
づ
く
。
」

「少
数
者
の
模
範
性
」
の
及
ぼ
す
力
を

「魅
力
的
な
力
」
と
か

「精
神
的
引
力
」

と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

こ
の

「
力
」
は
ベ
ル
ク
ソ
ソ

(
一
八
五
九
-

一

九
四

一
)
の

『
道
徳
と
宗
教

の
二
つ
の
源
泉
』

(
一
九
三
二
年
刊
)
に
お
げ
る

　む

「
神
的
人
間
の
招
き

(一.
ob
b
巴

創
仁
げ
財
o
。。)」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
か
か
る
模

範
的
人
物
は
単
に
す
ぐ
れ
た
政
治
家
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
ぐ
れ

た
学
者
、
芸
術
家
、
軍
人
、
労
働
者
、
産
業
人
、
さ
ら
に
社
交
家
等
様
々
な
種
類

が
あ
る
。
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
模
範
と
な
っ
て
人
々
に
影
響
し
、
社
会
全

体
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

少
数
者

は
大
衆
を

「
支
配
す
る

(日
p
巳

貧
)」。

「
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
は

単
な
る
説
得

で
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る
強
制

で
も
な
い
。
そ
れ
は
両
者
が
絶
妙
に
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融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
命
令
す
る
と

い
う
行
為

に
は
す
べ
て
、
精
神
的
鼓
舞
と

　
ね
　

物
理
的
強
制
の
両
者
が
緊
密
に
結
合
し

て
い
る
。
」
支
配
と
は
権
威
の
正
常
な
行

使

で
あ
り
、
い
つ
の
世

に
も
世
論
に
基

づ
い
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
世
論

に
抗
し

た
支
配
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
支
配
と
は
ひ
と
つ
の
意
見
の
、

ひ
と
つ
の
精
神
の
優
位
を
意
味
す
る
。
歴
史
上
の
あ
る
時
代
、
あ
る
集
団
が
支
配

し
た
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
こ
れ
の

「
意
見
の
大
系
」
が
支
配
的
で
あ

っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
文
化
と
言
い
、
文
明
と
言
い
こ
う
い
っ
た

「意
見
の
大

系
」
以
外
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

少
数
者
は
大
衆
に
対
し
ひ
と

つ
の
目
標
、
事
業
、

つ
ま
り

「生
の
計
画
」

へ
の
、

ひ
と
つ
の
偉
大
な
歴
史
的
運
命

へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
る
。
支
配
す
る
と
は
人

々

に
仕
事
を
与
え
る
こ
と
、
人
々
を
そ
の
あ
る
べ
き
運
命

の
中

に
、
そ
の
軌
道
の
中

へ
と
引
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
ら
に
対
し
生
の
逸
脱
を
防

い
で
や
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
共
同
作
業
の
中

で
、

「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
協
調
」
が
実
現
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
オ
ル
テ
ガ
は
通
例

「支
配
す
る
」
と

か

「命
令
す
る
」
と
か
訳
さ
れ
る
ヨ
o
コ
α
碧
と
い
う
動
詞
を
使
う
の
だ
が
、
そ
の

ま
ま
訳
す
る
の
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
。
と
言

っ
て
適
当
な
訳
語
も
な
い
。
多
少

の
曖
昧
さ
を
覚
悟
の
上
で

「
リ
ー
ド
す
る
」
と
で
も
訳
す
る
方
が
ま
し
だ
ろ
う
か
。

オ

ル
テ
ガ
は

〈
少
数
者
と
大
衆
〉
と
い
う
関
係
を
、
世
界
に
お
け
る
国
々
に
も

当
て
は
め
て
い
る
。

こ
の
訳
語
を
使

っ
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
世
界
を

リ
ー
ド
し
て
き
た
の
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
中
で
も
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ソ
ス
、
ド
イ
ツ

の
三
国
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
自
信
を
失

っ

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
が
リ
ー
ド

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

い
ず

れ
も

「若

い
国
」

で
あ
り
、
苦
し
ん
だ
経
験
が
な
い
。
本
当
に
世
界
を
リ
ー
ド
で

き
る
の
は
苦

い
経
験
を
積
み
重
ね
て
き
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
し
か
な
く
、
も
う

一
度

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
潜
在
力
を
容
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
器
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
形

成
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
今
日
の

E
C
統
合
を
予
言
す
る
発
言
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
は
拙
論
と
関
係
は

な

い
。

四
、
現
代
の
大
衆
、
大
衆
人

こ

こ

ま

で
、

オ

ル

テ
ガ

に
お

け
る

少

数

者

と

大

衆

が

い

か

な

る
も

の

で
あ

る

の

か
を

辿

っ
て
き

た
。

し

か

し

現

代

の
大

衆

は

こ
れ

ま

で

の
大

衆

と

は

同

じ

で
は

な

い
。

す

こ

ぶ

る
趣

を

異

に
し

て

い
る

の

で
あ

る

。

オ

ル

テ
ガ

は

現

代

の
大

衆

に
属

す

る

個

体

を

特

に
ず
O
ヨ
び
お
1
日
霧

O

(
「
大

衆

人
」

あ

る

い

は

「
大

衆

人

間

」

と

訳

さ

れ

る
場

合

が
多

い
)

と

命

名

し

て

い
る

。

師

森

口
美

都

男

は

そ

の
著

『
現

実
』

の
中

の

「
全

体

主

義

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

の
発

生
-

庶

民

の
没

落

に

つ

い

て
i

」

に

お

い

て
、

「
私

は

オ

ル

テ
ガ

の
用
語

を

か

り

て
、

以

下

『
堕

落

し

た
民

衆

』

(
o
O
霞
仁
営

b
Φ
o
b
一Φ
)

を

『
大

衆

』

(ヨ

o
。。
ω
)

と

よ

び

、

こ

の
大

衆

に
属

す

る

個
体

を

、

『
大

衆

人

間

』

(
ヨ
o

し。。。
ー
ヨ
o
口
)

と

よ

　ヨ
ぶ

。

」

と

書

い

て

い

る
。

こ

の
書

き
方

は
原

著

を
読

む
限

り

で
は
、

正
確

で
な

い

よ

う

に
も

思

え

る
。

オ

ル
テ

ガ

に

よ

り

一
貫

し

て
否
定

的

な
意

味

が
与

え

ら

れ

て

い
る

の
は

現

代

の
大

衆

、

大

衆

人
、

す

な

わ

ち
反

逆

せ

る
大

衆

、

堕

落

し

た
大

衆

で
あ

っ

て
、

「
大

衆

」

で

は

な

い

か

ら

で

あ

る

。

そ

う

い
う

意

味

で

は
、

こ

の

「
大

衆

」

は

わ

れ

わ

れ

の
耳

に

は

「
民

衆

」

、

あ

る

い

は

「
庶

民

」

の
方

が

近

い

の

か

も

し

れ

な

い
。

現

に

オ

ル
テ

ガ
自

身

、

大
衆

に
関

し

て

「
『
民
衆

』

(b
仁
Φ
1

　き

げ
一〇
)
1
当
時
彼
ら
は
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
。
」
と
言

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

オ
ル
テ
ガ
の
方
が
精
確
さ
を
欠
い
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
彼
自
身
が
便
宜

上
ほ
と
ん
ど
の
場
合

「
大
衆
」
の

一
語
で
済
ま
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
も
こ
れ
に

従
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
、
現
代
の
大
衆
1
そ
の
個
体
が
大
衆

人
ー

は
言
わ
ぱ
頽
廃
し
た
大
衆
で
あ

っ
て
、
従
来
の
大
衆
と
は
根
本
的
に
異
な
る

の
で
あ
る
。
現
代
日
本
語

の
語
感
と
の
多
少
の
ず
れ
は
致
し
方
な
か
ろ
う
。

で
は
次
に
大
衆
人
に
つ
い
て
の
オ
ル
テ
ガ
の
考
え
を
略
述
し
て
み
よ
う
。

大
衆
人
の
出
現
を
可
能
に
し
た
の
は
十
九
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
明
、
集
約

す
れ
ば

「自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
技
術

(科
学
的
実
験
と
産
業
主
義
)
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で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
大
衆
に
と

っ
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
自
ら
の
周
囲
に
様
々

な
困
難
、
危
険
、
欠
乏
、
制
約
、
隷
属
等
を
見
出
だ
す
こ
と
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
日
、
物
質
的
領
域
に
お
い
て
は
、
経
済
的
諸
問
題
の
解
決

に
よ
る
そ

の
安
定
、
ま
た
道
路
、
鉄
道
、
電
信
、

ホ
テ
ル
等
様
々
な
快
適
さ
の
増
大
、
薬
の

発
達
等
衛
生
面
の
向
上
、
市
民
的
領
域

に
お
い
て
は
、
法
の
前

で
の
平
等
が
確
立

さ
れ
、
身
分
も
階
層
も
な
く
な
り
、
い
ま
や
生
を
拘
束
、
抑
制
す
る
も
の
が
な
い
。

こ
れ
は
ま

っ
た
く
新
し
い
世
界
の
誕
生

で
あ

っ
て
、
人
々
の
生
き
方
も
当
然
の
こ

と
な
が
ら

一
変
す
る
。

大
衆
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
生
は
容
易
で
あ
り
、
豊
か
で
有
り
余
り
、

何
の
制
約
を
も
持

っ
て
い
な
い
と
の
印
象
を
抱

い
て
い
る
。
彼
ら
は
支
配
と
勝
利

を
実
感
す
る
。

こ
の
実
感

の
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
肯
定
し
、

自
ら
の
道
徳
的
、
知
的
財
産
は
立
派
で
、
完
壁
な
も
の
と
思

っ
て
い
る
。
自
己
満

足
の
結
果
、
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
て
自
己
を
閉
ざ
し
、
他
人
の
言
葉
に

耳
を
傾
け
ず
、
他
人
を
考
慮
し
な
く
な
る
。
大
衆
人
の
魂
は
実
に

「自
己
閉
鎖
性
」

と

「
不
従
順
」
と
か
ら
成

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
相
手
に
道
理
を
説
く
こ

と
も
、
自
ら
道
理
を
持

つ
こ
と
も
望
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
介
入
し
、
な
ん
の

手
続
き
、
配
慮
も
な
し
に
、
言
わ
ば

「直
接
行
動
」
に
よ
っ
て
、
自
分

の
低
級
な

意
見
を
押
し
つ
け
る
。
彼
ら
は

「
甘
や
か
さ
れ
た
子
供
」
あ
る
い
は
反
逆
的
な
野

蛮
人
を
思
わ
せ
る
。

こ
う
い
っ
た
大
衆
人
こ
そ
現
代
人
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
置
き
換
え
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

大
衆
の
反
逆
と
は
、
大
衆
が
少
数
者

に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
失
い
、
不
従
順
と

な
り
、
少
数
者
に
倣
う
こ
と
も
、
そ
れ

に
服
従
す
る
こ
と
も
な
く
、
逆
に
こ
れ
ま

で
少
数
者
の
み
が
占
め
て
い
た
地
位
か
ら
少
数
者
を
押
し
退
け
、
自
ら
は
大
衆

の

ま
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
位
を
奪
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現

代

で
は
も
は
や
そ
の
人
が
大
衆
人
で
あ
る
か
否
か
は
家
柄
、
職
業
、
社
会
的
地
位
、

権
力
等
々
と
は
何
ら
の
関
係
も
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
現
在
リ
ー
ダ
ー
的
地
位

に
あ
る
者
が
、
果
た
し
て
リ
ー
ダ
ー
に
値
す
る
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
十
分
疑

っ

て
か

か

る

必

要

が

あ

る
。

森

口
も
指

摘

し

て

い
る

よ

う

に
、

コ

国

の
総

理
大

臣

も

マ

ス

・
マ
ソ

で
あ

り

う

る

し
、

僧

侶

も

作
家

も

科

学
者

も

マ

ス

・
マ

ソ

で
あ

り

　ヨ

う
る
。
」
大
学
教
授
が
例
外

で
な
い
の
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

『大
衆
の
反
逆
』
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
衆
人
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、

少
数
者
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
れ
ら
は
先
に
引

用
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
大
衆
人
分
析

の
過
程

で
、
少
数
者
と
し
て
は
当

然
備
え
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
い
く
つ
か
の
条
件
が
出
て
く
る
。
私
は
以
下

で
そ
の

う
ち
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
、
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
審
判

自
分
の
器
が
い
か
程
の
も
の
で
あ
る
か
。
オ
ル
テ
ガ
流
に
言
え
ば
、
自
分
と
い

う
人
間
は
少
数
者
に
属
す
る
の
か
大
衆
に
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
が
、
彼

の
考
え
方
が
自
ら
の
器
を
判
定
す
る
上
で
大

い
に
役
立
っ
て
く
れ
る

だ
ろ
う
と
い
っ
た
期
待
を
持

っ
て
こ
こ
ま
で
進
ん
で
き
た
。

オ
ル
テ
ガ
に
こ
う
い
う
言
葉
も
あ
る
。

「
人
は
成
長
す
る
に
つ
れ
、
大
部
分

の
男
が
ー
そ
れ
に
大
部
分
の
女
も
ー
外

的
必
然
に
対
す
る
反
応
の
よ
う
な
厳
密
に
い
え
ば
課
せ
ら
れ
た
努
力
を
除
け

ば
、
そ
の
ほ
か
に
は
な
ん
ら
の
努
力
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
い
や
と

　ヨ

い
う
ほ
ど
気
づ
く
。
」

人
は
歳
を
と
る
に
つ
れ
て
努
力
し
な
く
な
る
。
平
凡
な
、
だ
が
恐
ろ
し
い
ま
で

の
真
実
で
は
な
い
か
。
不
惑
を
過
ぎ
た
筆
者
に
は
冒
頭
の
坂
東
氏
の
言
葉
に
劣
ら

ず
こ
た
え
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
本
当
の
姿
を
認
め
た
が
ら
な
い
の
は
人
情
と
は

い
え
、
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
す
で
に
答
え
は
出
て
い
よ
う
。
が
、

い
ま
し
ば
ら
く
論

を
進
め
る
。
少
数
者

に
つ
い
て
も
う

一
度
思
い
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

選
ば
れ
た
人
間
、
す
ぐ
れ
た
人
間
、
即
ち
少
数
者
と
は
、
努
力
す
る
人
の
こ
と

で
あ
る
。
多
少

の
努
力
な
ら
誰
で
も
し
よ
う
が
、
少
数
者
の
行
な
う
の
は
飽
く
な

き
努
力
、
人
並
は
ず
れ
た
努
力
で
あ
る
。
少
数
者
は
自
分
か
ら
進
ん
で
自
分
を
超
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え
る
も
の
に
、
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
規
範
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な

内
的
必
然
性
を
備
え
て
い
る
。
自
分

の
生
を
何
か
超
越
的
な
も
の
に
奉
仕
さ
せ
な

い
と
、
生
き
て
い
る
気
が
し
な
い
。
彼

に
と

っ
て
奉
仕
は
圧
迫
で
は
な
い
。
奉
仕

す
る
対
象
を
失
う
と
、
か
え

っ
て
不
安
を
覚
え
、
よ
り
困
難

で
よ
り
求
め
る
こ
と

の
多

い
規
範
を
自
ら
作
り
出
そ
う
と
す
る
。
本
質
的
に
奉
仕

に
生
き
て
い
る
の
は

大
衆

で
は
な
く
、
少
数
者
の
方
で
あ
る
。

こ
れ
が

「規
律
か
ら
成
る
生
」
で
あ
り
、

「高
貴
な
生
」
で
あ
る
。
生
を
高
貴
に
す
る
も
の
は
、
自
ら
に
課
す
多
く
の
要
求
、

義
務

で
あ

っ
て
、
決
し
て
権
利
な
ど
で
は
な
い
。
自
分
に
は
た
と
え
達
成

で
き
な

く
と
も
、
人
よ
り
多
く
の
、
し
か
も
高
度
な
要
求
を
あ
え
て
己
れ
に
課
す
。
他
人

に
で
は
な
く
、
己
れ
に
対
し
て
こ
そ
す

こ
ぶ
る
厳
し
い
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
他
人

よ
り
も
す
ぐ
れ

て

い
る

こ
と
を
自

慢
す

る
よ
う
な
傲
慢

な
人

で
は
な

い
。

Z
o
げ
ざ
ω。。Φ
o
げ
団
σQΦ
●に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
の
ゲ
ー
テ
も
言

っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。

「
恣
意
に
生
く
る
は
凡
俗
な
り
。
高
貴
な
る
者
秩
序
と
法
に
あ
こ
が
れ
る
。
」

彼
ら
に
と
っ
て
、
生
き
る
と
は
絶
え
ざ

る
刻
苦
勉
励
で
あ
り
、
不
断
の
鍛
練

で
あ

る
。
彼
ら
は
言
わ
ば

「
苦
行
者
」
な
の

で
あ
る
。

し
か
し
少
数
者

の
要
件
と
し
て
今

一
つ
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は

「
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
審
判
」
に

つ
い
て
で
あ
る
。
大
衆
人
は
そ

う
い
っ
た
審
判
を
持
た
な
い
人
間
と
し

て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「中
国
の
農
夫
は
少
し
前
ま
で
、
自
分

の
生
活
が
安
楽
な
の
は
皇
帝
が
そ
な

え
た
ま
う
個
人
的
な
徳
の
せ
い
だ
と
信
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
彼
ら
の
生
は
、

い
つ
で
も
自
分
が
頼
り
に
し
て
い
る
最
高
審
判
官
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
分
析
し
て
い
る
人
間

(大
衆
人
の
こ
と
1

筆
者
注
)
は
、
自
分
以
外
の
い
か
な
る
審
判
に
も
訴
え
出
な
い
こ
と
に
慣
れ

　む

て
い
る
。
」

「自
分
以
外

の
い
か
な
る
審
判
」
に
も
訴
え
出
な
い
こ
と
が
大
衆
人
の
特
徴
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

「自
分
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
審
判
」
に
訴
え
る
こ
と
が
少
数

者

で
あ
る
こ
と
の
不
可
欠
な
条
件

で
も
あ
る
。
先
の
引
用
で
は

「自
分
か
ら
進
ん

で
彼
を
越
え
る
も
の
に
、
彼
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
規
範
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
内
面

的
必
然
性
を
そ
な
え
て
い
る
。
」
と
な

っ
て
い
た
箇
所
に
関
連
し
て
い
よ
う
。
オ

ル
テ
ガ
は
言

っ
て
い
る
。

「真
の
哲
学
1
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
い
う
る
唯

一
の
も
の
ー
が
再
び
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
支
配
す
る
日
が
訪
れ
た
日
に
は
、
人
間
と
は
そ
の
本
質
上
、
好
む

と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
審
判

(言
。。冨
口
o置

ω仁
b
Φ
同一霞
)
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
ふ
た
た
び
認
識
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
審
判
を
自
力
で
発
見
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ

た
人
間
で
あ
り
、
も
し
発
見
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
大
衆
人
な
の
で
あ
り
、

　
む
　

す
ぐ
れ
た
人
間
か
ら
そ
う
し
た
審
判
を
受
け
と
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
」

「
中
国
の
農
夫
」
同
様
、
か

つ
て
大
衆
は
誰
で
も
自
分
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
審
判

を
持

っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
審
判
は
い
つ
の
世
も
少
数
者
か
ら
与
え
ら
れ
、
彼
ら

も
ま
た
素
直
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
分
を
わ
き
ま
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
審
判
と
し
て
、
た
と
え
ば

「宗
教
、
タ
ブ
ー
、
社
会
的
伝
統
、
習
慣
」
が
挙

　ヨ

げ
ら
れ
て
い
る
。

す
ぐ
れ
た
人
間
、
少
数
者
と
は
、
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自

分
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
が
何
で
あ
り
、
あ
る
い
は
誰
で
あ
る
の
か
を
よ
く
知

っ
て

お
り
、
そ
の
も
の
を
常
に
自
ら
の
規
範
あ
る
い
は
審
判
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
人

を
言
う
。
し
か
も
そ
れ
を

「自
力
で
発
見
で
き
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
審
判
を
ま
さ
に

「自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
審
判
」

の
名
に
値

す
る
も
の
と
し
て
い
る
根
拠
を
ば
し

っ
か
り
と
握

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
少
数
者

に
属
す
る
か
否
か
を
判
定
す
る
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
ポ
イ

ソ
ト
と
な
ろ
う
。

六
、
結
論
-

運
命
に

つ
い
て
ー

清
水
幾
太
郎
は

『
倫
理
学
ノ
ー
ト
』
の
末
尾
、

「余
白
」
の
中
で
、
す
べ
て
の

人
間
を
果
た
し
て
平
等
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
し
た
あ
と
、
オ
ル
テ
ガ
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の

〈
少
数
者
と
大
衆
〉
と
い
っ
た
区
別

に
触
れ
て
、

「道
徳
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
」

と
断
り

つ
つ
も
、

「
そ
れ
が
望
ま
し
い
か
否
か
は
別
と
し
て
、
現
実
の
社
会
に
は
、

ハハ
　

こ
う
い
う
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
肯
定
し
て
い
る
。
大
事

な
こ
と
は
、
氏
も
言
う
よ
う
に
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
を
見
る
こ
と
で
あ

っ
て
、

「望
ま
し
い
」
形
と
い
っ
た
願
望
を
投
影
し
た
見
方

で
あ

っ
て
は
な
る
ま
い
。

少
数
者
と
大
衆
の
区
別
は
、
繰
り
返

せ
ば

「生
き
方
」
、

「在
り
方
」
に
よ
る

区
別
で
あ
り
、
倫
理
面
で
の
区
別
で
あ

る
。
質
的
な
区
別
で
あ
り
、
し
か
も
次
元

を
異
に
す
る
区
別

で
あ
る
。
こ
の
区
別

は
プ

ラ
ト
ソ
の
哲
学
者
と
大
衆

の
そ
れ
を

思
い
起
さ
せ
る
。
両
者

の
間
に
は
、
あ
る
越
え
が
た
い
開
き
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
大
衆
の
中

の
誰
か
が
人
並
は
ず
れ
た
努
力
を
行
な
う
こ
と
に
よ

っ
て
少
数
者

の

一
員
に
迎
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
し
、
少
数
者

の
う
ち
の
誰
か

が
堕
落
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
大
衆

に
な
り
切
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
い
。

少
数
者
と
共
に
、
社
会

の
中

に
大
衆

が
存
在
す
る
の
は
現
実
で
あ

っ
て
、
そ
の

在
り
方
と
い
え
ど
も
非
難
さ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
社
会
の

中

で
自
ら
の
分
を
わ
き
ま
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
以
前

の

「
百
姓
」
に
関
し

「
私
た
ち
は
、
彼

の
日
常
の
深
い
静
詮
さ
、
自
己
の
運
命
を
泰

然
と
見
送
る
そ
の
威
厳

に
満
ち
た
落

ち
着
き
と
に
感
嘆
す
る
の
で
す
。
」
と
い
っ

た
称
賛
の
言
葉
も
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
そ
の
後
、

「
し
か
し
今
は
こ

　
さ

う
し
た
お
百
姓
さ
ん
は
わ
ず
か
し
か
残

っ
て
い
ま
せ
ん
。
」
と
付
し
て
い
る
が
。

少
数
者
と
し
て
生
ま
れ
る
か
、
大
衆

と
し
て
生
ま
れ
る
か
は
、
オ
ル
テ
ガ
の
用
語

で
言
え
ば
ま
さ
し
く

「
運
命
(α
Φ
ωロ
コ
o
)」

で
あ
る
。

「
運
命
」

に
つ
い
て
は
た

と
え
ば

こ
う
言

っ
て
い
る
。

「運
命
-
生
と
し
て
こ
う
あ
る

べ
き
だ
と
か
、
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
か
ー

は
議
論
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
受
け
い
れ
る
か
い
な
か
の
問
題

で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
受
け
い
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
真
正
な

自
己
で
あ
る
。
も
し
受
け
い
れ
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
を
否
定

し
、
儒
造
す
る
こ
と
に
な
る
。
運
命
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
た
い
と
思

う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
し
た
く
な
い
け
れ
ど
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
意
識
の
な
か
に
、
運
命
の
厳
し
い
横
顔
が
は

っ
き
り
と
あ

　き

ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

す
で
に
出
て
き
た
言
葉
を
使
え
ば
、
少
数
者
に
は
そ
う
生
き
る
べ
く

「
内
面
的

必
然
性
」
が
備
わ

っ
て
い
る
。
本
人
は

「知

っ
て
い
な
が
ら
知
ら
な
い
ふ
り
を
し

て
い
る
」
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
少
数
者
に
は
少
数
者
と
し
て
生
き
る

「使
命

(5P一〇ゆHO
b.)
」
が
与
え
ら
れ
、
大
衆
に
は
大
衆
と
し
て
生
き
る

「
使
命
」
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。

「
不
平
等
」
、

「差
別
」
な
る
語
も
こ
こ
で
は
色
槌
せ
て
し
ま

う
。
必
然
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
悲
し
む
べ
き
こ

と
で
も
な
い
。
受
け
入
れ
る
か
否
か
。
こ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

も
し
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
質
的
に
低
い
生
、
モ
ラ
ル
の
低
下
し
た
生
を
生
き
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

も

っ
と
も
、
現
実
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
も
書
い
た
よ
う
に
、

「
自

分
の
器
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
」
の
は

「実
に
辛
い
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

自
体
、

「自
分
の
器
」
は
ほ
ぼ
生
れ

つ
き
の
も
の
で
あ
り
、
努
力
だ
け
で
は
如
何

と
も
為
し
が
た
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
大
衆
は
大
衆
と

し
て
の
幸
せ
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
大
衆
の
幸
せ
し
か
幸
せ
と
し
て
味

わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
少
数
者
も
ま
た
同
様

で
あ
り
、
運
命
に

従
う
か
ど
う
か
と
い
う
倫
理
の
問
題

で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
少
数
者
と
大
衆

の
ど
ち

ら
の
方
が
幸
せ
で
あ
る
か
。
神

の
み
ぞ
知
ろ
う
。

し
か
し
今
日

「使
命
」
と
か

「運
命
」
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
人
々
の
馴
染
む

と
こ
ろ
で
は
な

い
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
語
が
古
め
か
し
い
趣
を
持

つ
と
こ
ろ
か
ら

も
窺
え
よ
う
し
、
大
時
代
的
な
政
治
文
書
や
占
い
の
世
界
に
の
み
通
用
す
る
言
葉

と
い
っ
た
印
象
す
ら
与
え
る
。
第

一
今
日
の
大
衆
は
そ
も
そ
も
自
ら
の

「使
命
」
、

「運
命
」
に
反
逆
し
た
人
た
ち
、
言

い
換
え
れ
ば
、

い
か
な
る
規
範
に
も
従
お
う

と
し
な
い
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

オ

ル
テ
ガ
は

『
大
衆

の
反
逆
』
刊
行
七
年
後

二

九
三
七
年
)
に
書
か
れ
た



8第19号奈 良 大 学 紀 要

「
フ
ラ
ソ
ス
人

へ
の
序
文
」
の
中

で
、

大
衆
人
と
い
う
も
の
を
理
解
す
れ
ば
、
自

ず
と
こ
う
い
う
疑
問
が
わ
く
と
書
い

て
い
る
。
彼
ら
の
も

つ
欠
陥
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

を
滅
亡

へ
と
導
き
か
ね
な
い
が
、
果
た
し
て

「
こ
の
タ
イ
プ
の
人
間
を
矯
正
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
」

そ
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

「
救
い
の
可
能
性

の
す
べ

て
が
懸
か

っ
て
い
る
も
う

一
つ
の
決
定
的
な
疑
問
」
と
し
て

「
大
衆
が
か
り
に
望

　
ヨ

ん
だ
と
し
て
も
、
個
性
的
な
生
を
目
覚

め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
を

挙
げ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
未
来
に
つ
い
て
は
か
な
り
悲
観
的
な
見
方
を
し
て
い
る
。

先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
に

「真

の
哲
学
1

こ
れ
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
救
い
う
る
唯

一

の
も
の
」
と
あ

っ
た
が
、
こ
こ
に
言
う

「
真
の
哲
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

さ
て
、

『大
衆

の
反
逆
』
に
は

「神
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。
し
か
し
先

に
引
用
し
た

「
人
間
と
は
そ
の
本
質
上
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
審
判
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
ふ
た
た
び

認
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」
と
あ
る
、
そ
の
審
判

の
候
補
と
し
て
当
然

「神
」
が
念

頭
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、

『
現
代
の
課
題
』
最
終
章

「視
点
の
理
説
」
に

お
け
る
次
の
感
動
的
な

一
節
に
お
い
て
も
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

マ
ー
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
認
識
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が

「神
に
お
い
て
、
神
の
視
点
か
ら
」
事

物
を
見
る
か
ら
と
し
た
が
、
オ

ル
テ
ガ
は

そ
の
逆
、

つ
ま
り

「
神
が
人
間
を
通
し

て
事
物
を
見
る
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
人

間
は
神
の
視
覚
器
官
で
あ
る
」
と
言

っ
た
ほ
う
が
本
当
ら
し

い
と
し
た
後
、
次
ぎ

の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

「
だ
か
ら
し
て
、
神
が
そ
の
遂
行

の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る

な
ら
ば
、
彼
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
し
か
し
て
、
現
存
す
る
こ

の
場
所
に
確
固
と
立
脚
し
、
自
己

の
有
機
体
、
生
命
的
本
性
に
深

い
忠
実
さ

を
も

っ
て
わ
れ
わ
れ
の
環
境
に
眼

を
開
き
、
運
命
が
わ
れ
わ
れ
に
提
出
し
て

い
る
仕
事
1

『現
代

の
課
題
』
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の

　ね
　

義

務

な

の

で
あ

る
。

」

し
か
し
ま
た
現
代
の
大
衆
に
直
接
的
な
形

で

「神
」
を
持
ち
出
す
こ
と
の
愚
を

よ
く
承
知
し
て
い
た
ろ
う
。
こ
の
著
作

『大
衆
の
反
逆
』
の
使
命
は
現
代
の
人
間

を
大
衆
人
と
命
名
し
、
そ
れ
を
分
析
し
、
世
の
人
々
に
新
し
い
人
種
の
実
体
に
つ

い
て
い
ち
早
く
警
告
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。

「
神
」
そ
の
も
の
を
論
じ
、
人
々
の

魂
を
そ
の
根
底
か
ら
揺
さ
振
る
た
め
に
は
別
の
文
体
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
よ
う

な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
登
場
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く

『
神
よ
り
の
逃
走
』

(
一
九

三
四
年
刊
)
、

『
わ
れ
わ
れ
自
身
の
な
か
の
ヒ
ト
ラ
!
』

(
一
九
四
六
年
刊
)
の

作
者
、
オ
ル
テ
ガ
の
同
時
代
人
で
も
あ

っ
た
ス
イ
ス
の
聖
人

マ
ッ
ク
ス

・
ピ
カ
ー

ト

(
一
八
八
八
ー

一
九
六
五
)
で
あ

っ
た
が
、
オ
ル
テ
ガ
は
自
身

の
使
命
を
十

二

分
に
果
た
し
終
え
た
。
ピ
カ
ー
ト
と
は
割
り
振
ら
れ
た
使
命
が
異
な

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

注

オ

ル

テ

ガ

か
ら

の
引

用

は

『
ガ

リ

レ

オ
を

め
ぐ

っ
て
』

を

除

き

、

す

べ

て

『
オ

ル

テ

ガ
著

作

集

』

(
白

水

社

、

一
九

六
九

年

ー

一
九

七

〇

年

)

か

ら
行

な

っ
た
。

主

と

し

て
取

り

上

げ

た

『
大

衆

の
反

逆

』

(
桑

名

一
博

氏

訳

)

は

現

在

で
も

同

じ

訳

が

同
社

か
ら

単

行

本

と

し

て

出

版

さ

れ

て
お

り

、

最

も

手

に

入

り

や
す

い
も

の

で
あ

る

。

同

時

に

《
○
σ
富
ω

o
o
日
u
一①
富
ω

α
Φ

匂o
ωΦ

○
同
8
σq
鋤
望

O
o
。。ω
Φ
け》

(菊
Φ
<
♂
β

α
Φ

O
o
o
乙
Φ
ロ
8

レ
㊤
9
1

お

O
り
)

で

の

ぺ

!

ジ
数

を

も

示

し

た
。

拙

訳

を

用

い
な

か

っ
た

の

は
、

筆

者

と
異

な

る
文

体

が

必

要

と
考

え

た

か

ら

で

あ

る
。

使

わ

せ

て

い
た

だ

い
た
先

生

方

に

は
感

謝

申

し

上

げ

ま

す
。

(
1

)
第

二
巻

、

五

七
頁

、

宅

も

・一戯
q

(
2

)
佐

々
木

孝

氏

訳
、

『
情

熱

の
構

造

ー

イ
ギ

リ

ス
人

、

フ

ラ

ソ

ス
人
、

ス
ペ

イ

ソ
人

1
』

(
れ

ん
が

書

房
新

社

、

一
九

八

五
年

)

、

一
九

二
頁
、

《H
口
σq
δ
ω①
。。
讐
マ
p
口
o
①
。。霧

"

Φ
ωb
跳

9
Φ
ω
・》

(国
α
ぎ

鼠
巴

ω
鼠

。
日
巴

8

屋

℃bd
仁
8

。
。。
≧

同Φ
ω
篇
り
①
⑩
)
も

・H
お

(
3

)

第

二
巻

、

五

八
頁

、

宅

も

.
置
①

(
4

)

同

書

、

一

一

一
頁

、

一三
α
こ
b
.一
c。
H

(
5

)

同

書

、

一

=

一ー

一

=

二
頁

、

一σ
置

こ
b
」
c。
N
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(
6
)

同

書

、

一

一
四
頁

、

筐

α
・
も

」
。。
ω

(
7

)
同

書

、

一

一
四
頁

、

筐

α
・
も

●H
。。
ω

(
8
)

同

書

、

一

一
八
-

一

一
九

頁
、

一玄
α
.
も

.H
。。
刈

(
9

)
同

書

、

六
〇

頁

、

董

α
・
も

」
ミ

(
10

)
同

書

三

二

九
頁

、

日

も

●H
O
癖

(
11
)
森

口
美

都

男

氏

訳
、

『
世

界

の
名

著

』
第

五

三
巻

(
中

央
公

論

社

、

昭
和

四

四
年

)
、

二
四
五
頁
、

《冨

ω
α
Φ長

ωo
¢
8
Φ
ω
α
Φ

冨

ヨ
o
吋
巴

Φ
一
α
Φ

冨

お
嵩
凪
o
コ
》

(勺
お
。。。・Φ
ω

q
巳
く
霞

。。二
巴
お

ω
α
Φ

胃

雪

o
Φ
㌔

o
ユ
ω
レ
8

㊤
)
も

・b。
Φ

(
12

)
第

二
巻

、

二
六

二
頁

、

目

"b
.0
㎝

(
13

)

『
現

実

』

1

森

口
美

都

男

哲

学

論

集

(
二
)
1

(
晃

洋

書

房

、

一
九

八

一
年

)
、

二

四

八
頁

(
14
)

第

二
巻

、

六

七
頁

、

宅

も

」
詔

(
15

)

『
現

実

』

、

二
四

八

頁

(
16

)
第

二
巻

、

一

一
四

頁

、

宅

も

・一
。。
ω

(
17

)
同

書

、

一

一
〇

頁

、

一玄
α
.
も

」
。。
一

(
18

)
同

書

、

一
六

八
-

一
六

九

頁

、

一ぴ
乙

・
も

・N
曽

(
19

)
同

書
、

一
四

九

頁

、

一σ
乙

・
も

●b。ミ

(
20

)

『
倫

理

学

ノ
ー

ト
』

(岩

波

書

店

、

一
九

七

四
年

)

、

三

二
七

頁

(
21

)

ア

ソ

セ

ル

モ

・
マ
タ

イ

ス
、

佐

々
木

孝

両
氏

共

訳
、

『
ガ

リ

レ
オ

を

め
ぐ

っ
て
』

(
法

政

大

学

出

版

局

、

一
九

六

九
年

)
、

一
二
七

頁
、

<

も

●。。
①

(
22

)

第

二
巻

、

一
五

六
頁

、

宅

も

・曽

b。I
b。
H
ω

(
23
)

同

書

、

三
九

頁

、

一藍
α
●
も

」
舘

(
24
)

井

上

正

氏

訳

、

第

一
巻

、

二
六

八

頁

、

目

も

』
O
ω

Entornoalas`minorias'deOrtegayGasset

IsaoOMACHI
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Resumen

Segun"Larebeliondelasmasas",lasociedadessiempreunaunidaddinamicadedos

factores:minoriasymasas.Ladivisiondelasociedadenmasasyminoriasnoesunadivision

enclasessociales,sinoenclasesdehombres.

Lasminoriassonindividuosogruposdeindividuosespecialmentecualificados.Lamasaes

elconjuntodepersonasnoespecialmentecualificadas.

Elhombreselectooexcelentenoeselpetulantequesecreesuperioralosdemas,sinoel

queseexigemasquelosdemas,aunquenologrecumplirensupersonaesasexigencias

superiores.Estaconstituidoporunaintimanecesidaddeapelardesimismoaunanormamas

allydeel,superiorael,acuyoserviciolibrementesepone.Contratoquesuelecreerse,es

elhombreselecto,ynolamasa,quienviveenesencialservidumbre.

Ortegalellama`nobleza'.Noblesignificaelconocidodetodoelmundo,elfamoso.Implica

unesfuerzoinsolitoquemotivolafama.ParaOrtega,noblezaessinonimodevidaesforzada,

puestasiempreasuperarseasimisma,atrascenderdetoqueeshaciatoquesepropone

comodeberyexigencia.Eselhombreselecto,elnoble,elesforzado,Paraquienviviresuna

perpetuatension,unincesanteentrenamiento.Eselasceta.

Sobrelasminorias,hayunaotracosaquedecir.Elhombreselectosabequeelhombrees,

tengadeelloganasono,unserconstitutivamenteforzadoabuscarunainstanciasuperior.Si

lograporsimismoencontrarla,esunhombreexcelente.Encontrarunainstanciasuperiory

llevarlaconsign,seralacosamasimportante.


