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「
自
立
」
と
「
協
力
」
の
も
と
に
集
え

ク
リ
ト
リ
ス
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
る
！

カ
ト
リ
ー
ヌ
・
マ
ラ
ブ
ー

『
抹
消
さ
れ
た
快
楽
　
ク
リ
ト
リ
ス
と
思
考
』
よ
り
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七
月
二
一
日
に
烏
合
社
主
催
の
反
天
学
習
会

に
参
加
し
た
。
課
題
図
書
は
『
天
皇
制
破
壊
へ

の
渦
動
―
１
・
２
皇
居
発
煙
事
訴
訟
記
録
―
』

（
ギ
ロ
チ
ン
社
・
ネ
ビ
ー
ス
社
・
黒
色
戦
線
社　

一
九
七
一
年
）
で
、
一
九
六
九
年
一
月
二
日
に

皇
居
前
で
行
わ
れ
た
一
般
参
賀
に
際
し
大
島
英

一
郎
と
Ｋ
（
仮
称
）
が
発
煙
筒
を
投
げ
、
反
天

皇
制
を
ア
ジ
っ
た
ビ
ラ
を
撒
い
た
事
件
の
裁
判

記
録
で
あ
る
。

　

彼
ら
の
主
張
は
反
天
皇
制
で
あ
り
、
天
皇
制

を
直
接
行
動
で
廃
絶
す
る
こ
と
が
彼
ら
の
目
的

で
あ
る
。
学
習
会
で
は
そ
れ
を
報
じ
た
当
時
の

新
聞
記
事
も
交
え
、
直
接
行
動
と
し
て
の
性
格

が
議
論
に
な
っ
た
。
当
時
の
社
会
運
動
の
文
脈

に
お
い
て
反
天
皇
制
を
掲
げ
る
運
動
は
極
め
て

ま
れ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
反
天
皇
制
を
謳
う
活

動
自
体
が
突
出
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た

こ
と
、
直
接
行
動
と
し
て
は
学
生
か
ら
の
反
応

が
冷
た
く
、
後
続
の
反
天
皇
制
運
動
へ
の
接
続

性
が
希
薄
だ
っ
た
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
た
。
総

じ
て
こ
の
事
件
は
単
発
的
な
性
格
が
強
く
、
直

接
行
動
と
し
て
の
意
義
は
薄
い
と
私
は
思
う
。

さ
て
大
島
ら
の
掲
げ
る
主
張
は
、
要
は
「
天
皇

制
は
悪
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
。
黒
色
戦
線
社
出

　

し
か
し
私
は
こ
の
主
張
に
違
和
感
を
覚
え
る
。

と
い
う
の
も
天
皇
制
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
天
皇

制
は
あ
く
ま
で
時
の
権
力
を
基
礎
づ
け
る
権
威
と

し
て
機
能
し
て
い
た
時
代
が
か
な
り
長
く
、
天
皇

制
そ
れ
自
体
が
悪
だ
、
と
言
え
る
時
代
は
そ
う
多

く
な
い
か
ら
だ
（
平
安
時
代
の
藤
原
氏
に
よ
る
貴

族
政
治
や
室
町
時
代
の
足
利
氏
、
江
戸
時
代
の
徳

川
氏
に
よ
る
武
家
政
治
を
思
い
起
こ
す
と
よ
い
）。

そ
う
考
え
る
と
反
天
皇
制
を
訴
え
る
な
ら
、
そ
の

権
威
に
お
も
ね
る
政
治
家
・
官
僚
が
政
治
の
実
権

を
担
っ
て
お
り
、
悪
だ
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
二
・
二
六
事
件
で
決
起
し
た
青
年
将
校
の

よ
う
な
主
張
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ア
ナ
キ
ス
ト
と

し
て
そ
れ
は
ど
う
か
と
私
も
思
わ
な
い
で

は
な
い
が
、
歴
史
を
射
程
に
入
れ
る
と
そ

の
よ
う
な
方
向
に
主
張
が
展
開
す
る
方

が
、
ま
だ
反
天
皇
制
と
し
て
は
筋
が
通
る

よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
課
題
図
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
埴

谷
雄
高
の
証
言
記
録
に
も
「
天
皇
制
、
と

い
う
も
の
は
、
現
代
の
資
本
主
義
制
度
の

た
め
の
一
つ
の
枠
の
一
環
で
あ
っ
て
、
天

皇
制
だ
け
を
取
り
出
し
て
非
難
し
て
も
天

皇
制
が
変
化
す
る
こ
と
は
無
い
と
思
い
ま

す
（
九
頁
）」
と
あ
る
。
大
島
ら
の
主
張

は
ど
こ
か
根
本
で
ズ
レ
て
い
る
と
感
じ
ざ

る
を
え
な
い
。

　

本
学
習
会
で
は
天
皇
制
の
問
題
点
に
つ

い
て
私
が
問
う
と
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の

が
基
本
的
人
権
や
法
の
下
の
平
等
と
い
っ

た
憲
法
上
の
擬
制
と
の
矛
盾
を
生
ん
で
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
擬
制
の
効
果
が
我
々
の
生
活
圏
に
危

機
的
に
波
及
し
な
い
限
り
、
や
は
り
反
天

皇
制
と
言
っ
て
も
支
持
を
得
る
の
は
難
し

い
。
昭
和
初
期
に
日
本
（
大
日
本
帝
国
）

を
破
滅
に
導
い
た
張
本
人
と
し
て
昭
和
天

皇
を
、
ひ
い
て
は
天
皇
制
を
弾
劾
ぃ
、
そ

れ
を
直
接
行
動
あ
る
い
は
運
動
と
し
て
問

題
に
で
き
る
の
は
、
当
時
の
戦
況
・
銃
後

反
天
皇
制
を
問
う

烏
合
社
学
習
会
か
ら

版
の
冊
子
の
末
尾
に
は
、
当
日
撒
か
れ
た
ビ

ラ
の
内
容
と
思
わ
れ
る
「
大
衆
に
訴
う
」
と

題
し
た
文
章
が
あ
り
、
そ
こ
で
の
「
天
皇
制

は
悪
だ
」
と
い
う
主
張
は
個
体
論
的
で
あ
る
。
つ

ま
り
天
皇
制
そ
れ
自
体
が
悪
い
、
だ
か
ら
廃
絶
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

の
生
活
を
経
験
し
て
い
る
高
齢

者
く
ら
い
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
学
習
会
を
通
じ
て
私

は
天
皇
制
の
問
題
化
、
と
い
う

よ
り
も
そ
の
思
想
的
継
承
の
難

し
さ
を
感
じ
た
。
こ
の
ま
ま
反

天
皇
制
言
説
は
先
細
り
、
や
が

て
消
滅
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

細
々
と
思
想
的
系
譜
は
継
承
さ

れ
て
い
く
の
か
、
数
年
後
に
何

ら
か
の
思
想
的
ブ
ー
ム
と
な
っ

て
復
活
す
る
の
か
。
反
天
皇
制

の
行
く
末
は
私
に
と
っ
て
未
知

数
で
あ
る
。（
文
：
津
島
龍
三
）

▼ 69 年皇居発煙事件の記録

パリ五輪開会式フランス革命は
「黒歴史」なのか？

に寄せて「グロい」と物議を醸した
処刑のパフォーマンス▼

▲「最後の晩餐」ドラァグ・クイーン

七
月
二
六
日
夜
（
日
本
時
間
二
七
日
未
明
）、

パ
リ
中
心
部
の
セ
ー
ヌ
川
を
舞
台
に
、
パ
リ
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
巡
っ
て
、
主
に
二
つ
の
演
出
が

物
議
を
醸
し
て
い
る
。
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ

ト
の
ギ
ロ
チ
ン
処
刑
の
演
出
と
、
ド
ラ
ァ
グ
・
ク

イ
ー
ン
ら
に
よ
る
「
最
後
の
晩
餐
」
に
扮
し
た
演

出
で
あ
る
。「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
野
蛮
な
黒
歴
史

だ
っ
た
」、「
下
品
な
女
装
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の

侮
辱
」。
こ
う
し
た
声
が
、
主
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
保

守
派
か
ら
上
が
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
こ
れ
ら
の

演
出
は
「
や
り
す
ぎ
」
だ
っ
た
の
か
？

　

確
か
に
、
今
回
の
開
会
式
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価

値
観
に
大
き
く
寄
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン

ス
は
そ
も
そ
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
「
建
国
神
話
」
と
し
て

持
っ
て
い
る
事
情
が
あ
る
。
象
徴
と
し

て
の
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
処

刑
は
、「
や
り
す
ぎ
」
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
極
め
て
通
俗
的
な
歴
史
観
に
見

え
る
。
ド
ラ
ァ
グ
・
ク
イ
ー
ン
も
、
や

は
り
使
い
古
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
だ
。
七

日
に
行
わ
れ
た
国
民
議
会
の
選
挙
で
左

派
連
合
・
新
人
民
戦
線
が
最
大
勢
力
に

な
っ
た
こ
と
も
経
緯
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
要
す
る
に
こ
れ
は
、
過
激
な
演

出
で
は
な
く
、
多
数
派
や
体
制
に
お
も
ね
っ

た
無
難
な
演
出
と
見
る
べ
き
な
の
だ
。

　

今
日
の
政
治
的
な
問
題
意
識
は
、
お
よ
そ

す
べ
て
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
生
じ
た
、
フ
ラ

ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
牛
耳
ら
れ
て
い
る
。

「
右
翼
・
左
翼
」、、「
三
権
分
立
」、「
国
民
国

家
」
等
々
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
ま
さ
に
「
近

代
」
の
生
成
経
緯
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
を
論
評
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味
が

な
い
だ
ろ
う
。（
文
：
仁
科
夏
瑚
）


