
人
間
の
意
識
や
行
動
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
八
世
代
＞
帰
属
が
注
目
さ
れ
、
思
想
史
や
社
会
科
学
の
範
疇
と
し
て
八
世
代
＞
概
念
が

発
見
さ
れ
た
の
は
、
同
様
の
意
味
で
八
階
級
＞
概
念
が
獲
得
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
が
世

代
交
替
に
進
歩
の
動
因
を
求
め
た
歴
史
状
況
は
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
が
階
級
闘
争
に
歴
史
発
展
の
鍵
を
見
出
し
た
そ
れ
に
見
合
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
八
階
級
＞
概
念
が
そ
れ
が
見
出
さ
れ
た
時
代
状
況
を
離
れ
て
広
く
歴
史
解
釈
の
基
本
的
範
疇
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、
八
世
代
＞
概
念
の
適
用
は
コ
ン
ト
の
時
代
だ
け
に
は
限
ら
な
い
と
し
て
も
、

い
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
形
式
社
会
学
的
な
概
念
規
定
の
試
み
や
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
カ
セ
ッ
ト
に
よ
る
文
化
史

(
1
) 

的
探
究
の
例
は
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
史
観
の
よ
う
な
形
で
[
世
代
史
観
」

、
、
、

代
論
は
つ
ね
に
あ
る
特
定
の
世
代
の
自
己
主
張
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
に

九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題

ー
思
想
史
の
た
め
の
試
論
|
|

（
？
）
が
論
議
の
対
象
と
た
る
余
地
は
た
い
。
世

い
く
つ
か
の
特
定
の
時
代
状
況
に
緊
密
に
結
び
つ

松

本

礼

八



一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
ー
思
想
史
の
た
め
の
試
論
ー
！

一九

八
世
代
＞
意
識
顕
在
化
の
歴
史
的
条
件

般
的
考
察
を
行
い
、
次
い
で
、

世
代
分
化
の
事
実
そ
れ
自
体
は
階
級
分
化
以
上
に
普
遍
的
で
あ
り
、
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
以
上
の
事
実
は
一

見
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
あ
る
一
定
の
時
代
に
の
み
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
社
会
事
象
と
し

て
の
八
世
代
＞
問
題
の
本
質
的
な
属
性
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
あ
る
特
定
の
時
代
、
特
定
の
社
会
に
つ
い
て
八
世

代
＞
問
題
が
顕
在
化
す
る
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
そ
の
社
会
の
特
性
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

コ
ン
ト
の
八
世
代
＞
概
念
の
背
景
で
あ
り
、

ま
ず
、
八
世
代
＞
意
識
な
い
し
八
世
代
＞
問
題
が
顕
在
化
す
る
歴
史
的
条
件
に
つ
い
て
若
干
の
一

た
し
か
に
八
世
代
＞
が
強
く
意
識
さ
れ
る
条
件
を
備
え
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
状
況
に
つ
い
て
、
と
く
に
自
由
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
二
つ
の
思
想
運
動
を

(
2
) 

素
材
に
八
世
代
＞
問
題
の
観
点
か
ら
照
明
を
当
て
て
み
た
い
。

の
記
述
が
概
要
を
教
え

(

1

)

世
代
概
念
の
学
説
史
と
文
献
に
つ
い
て
は
、

E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
of 

Social 

Sciences
中
の

Julian
M
a
r
i
a
s 

て
く
れ
る
。

(

2

)

本
稿
は
筆
者
が
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
思
想
研
究
に
お
い
て
出
あ
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
作
業
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
と
く
に
、
世

代
意
識
の
顕
在
化
の
条
件
を
一
般
的
に
論
じ
た
部
分
は
な
お
ま
っ
た
く
の
ト
ル
ソ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

年
齢
と
と
も
に
も
の
の
考
え
方
や
行
動
の
パ
タ
ー
ン
が
変
化
す
る
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
は
ヒ
ト
の
生
物
学
的
次
元
に
由
来
す
る
普
遍

的
現
象
で
あ
る
。
社
会
も
ま
た
「
誕
生
ー
成
長
ー
老
化
ー
死
」
と
い
う
人
間
の
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
を
前
提
と
し
て
成
員
の
交
替
を
円
滑

に
行
う
と
こ
ろ
に
存
続
の
根
拠
を
も
つ
。
ど
ん
な
に
停
滞
的
、
伝
統
的
な
社
会
に
も
こ
の
意
味
で
の
世
代
問
題
ぱ
存
在
す
る
。
寿
命
に
対



決
定
的
こ
大
き
い
人
間
文
化
の
特
質
，
こ
が
こ

ギ
リ
シ
ァ
悲
劇
以
来
わ
れ
わ
れ
に
町
染
み
戌
い
父
と
子
の
相
克
、
視

f
の
葛
藤
と
い
う
周
知
の
テ
ー
マ
ほ
基
本
的
に
は
生
物
学
的
次
元

(
1
) 

に
発
す
る
世
代
問
辺
を
慈
識
化
し
た
ぶ
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
一
般
に
人
間
の
存
在
条
件
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
提
起

、
、
、
、
、
、
、
ヽ

(
2
)

さ
れ
る
限
り
は
、
そ
こ
に
社
会
集
団
と
し
て
の
世
代
間
の
対
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
に
伝
統
社
会
で
は
一
定
の
年
代
に
一

定
の
思
考
と
行
動
の
定
型
が
対
応
す
る
構
造
そ
れ
自
体
は
、
成
員
の
交
替
と
移
動
に
か
か
わ
ら
ず
不
変
だ
か
ら
で
あ
る
。
新
し
い
世
代
の

登
場
が
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
、
思
考
と
行
動
の
定
型
そ
れ
自
体
を
変
化
さ
せ
る
事
態
は
そ
こ
で
ほ
生
じ
な
い
。

「
大
人
に
な
る
」
こ
と

は
そ
の
社
会
の
フ
ル
・
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
一
定
の
行
動
型
へ
の
適
応
を
意
味
す
る
。
成
長
の
途
上
で
の
逸
脱
、
日
由
、
反
抗
は
伝
統
社

会
も
必
ず
し
も
こ
れ
を
排
除
し
な
い
が
、
通
例
年
齢
に
即
し
た
さ
ま
さ
ま
な
青
年
組
織
が
存
在
し
て
こ
れ
を
社
会
的
に
管
理
し
て
い
る
こ

(
3
) 

と
は
民
俗
学
、
文
化
人
類
学
、
歴
史
学
の
各
分
野
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
八
世
代
>
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
の
問
題
は

八
年
齢
集
団

V
a
g
e 

g
r
o
u
p
s
の
問
題
に
収
細
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
含
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
社
会
事
象
と
し
て
靴
代
の
相
違
が
顕
在
化
す
る
に
ぱ
単
に
人
間
が
年
齢
に
応
じ
て
成
長
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
ら
ま

た
時
と
と
も
に
変
化
す
る
と
い
う
条
件
が
不
可
欠
で
あ
る
。
八
世
代
＞
閲
題
の
顕
在
化
は
社
会
変
動
な
し
に
超
こ
り
得
な
い
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
こ
と
は
思
想
史
に
お
い
て
世
代
の
問
題
が
鋭
く
意
識
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
時
代
を
試
み
に
想
起
す
れ
ば
す
ぐ
に
納
得
さ
れ
よ

(

4

)

(

5

) 

う

F
・
マ
ン
ト
レ
や
k・

マ
ン
ハ
イ
ム
が
八
世
代
＞
概
念
の
社
会
（
学
）
的
次
元
を
強
調
す
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
画
期
や
社
会
変
動
が
つ
ね
に
世
代
問
題
を
顕
在
化
せ
し
め
、
世
代
論
的
発
想
を
促
す
わ
け
で
ぱ
な

い
。
た
い
て
い
の
世
代
論
は
一
九
世
紀
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
社
会
、
な
い
し
は
そ
の
影
繹
い
の
下
に
あ
ろ
仕
会
を
素
材
と
し
て
怜
り
、

の
事
情
を
増
幅
ず
う
？

し
て
養
育
判
間
が
異
常
に
長
い
ヒ
，
＂
の
比
校
動
物
学
杓
待
性
と

こ
よ

ヽi
し

―1
0 



九
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
以
前
に
問
題
を
遡
ら
せ
る
場
合
に
も
世
代
論
と
い
う
観
方
ほ
歴
史
家
の
も
の
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
れ
自
体
に
世
代
意
識
が
認
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
史
に
世
代
の
問
題
を
見
出
す
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

ン
ス
の
知
識
人
自
身
に
明
確
な
八
世
代
＞
意
識
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
う
。
ブ
ル
ソ
ク
ハ
ル
ト
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス

の
個
の
解
放
は
そ
の
ま
ま
普
遍
的
な
精
神
と
文
化
形
式
と
へ
の
一
体
化
と
不
可
分
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
知
識
人
の
意
識

代

V
e
p 
g h
, 

e
r
a
の
観
念
は
あ
っ
て
も
、
八
世
代
＞
の
意
識
ほ
認
め
難
い
で
あ
ろ
う
。

「
学
問
の
あ
る
人
が
居
を
定
め
る
と
こ
ろ
、
そ

に
お
い
て
は
新
し
い
時
代
の
創
造
と
古
代
崇
拝
と
の
間
に
は
な
ん
の
矛
盾
も
な
か
っ
た
。

(
7
) 

こ
に
よ
い
故
郷
が
あ
る
」
と
い
う
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
精
神
に
と
っ
て
、
世
代
に
し
ろ
民
族
に
し
ろ
身
分
に
し
ろ
、
限
定
さ
れ
た
社
会
集

団
の
特
定
の
時
代
の
経
験
の
関
数
と
し
て
自
か
ら
の
営
み
を
意
識
す
る
こ
と
ほ
ど
縁
遠
い
態
度
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
新
し
い

A
時

フ
ラ
ン
ス
思
想
史
に
名
高
い
古
代
11
近
代
論
争
は
新

n
旧
の
時
代
意
識
が
論
争
の
中
心
主
題
で
あ
り
、
論
争
の
経
緯
に
ほ
実
質
上
世
代

の
問
題
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
も
そ
こ
で
問
わ
れ
た
の
は
単
に
古
さ
が
権
威
を
も
つ
こ
と
の
問
題
性
で
ほ
な
く
、
古
典

(
8
) 

と
し
て
の
古
代
に
対
す
る
近
代
精
神
の
挑
戦
な
の
で
あ
っ
た
。
近
代
派
も
ま
た
近
代
文
化
と
近
代
精
神
の
普
遍
的
価
値
へ
の
信
頼
に
立
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
特
定
の
時
代
の
個
性
的
な
体
験
に
即
し
て
発
想
し
て
い
る
わ
け
で
ほ
な
い
。

以
上
の
簡
単
な
考
察
か
ら
も
、
世
代
問
題
が
顕
在
化
し
世
代
論
と
い
う
発
想
が
可
能
に
な
る
に
は
、
社
会
変
動
一
般
で
は
十
分
で
な

く
、
い
わ
ば
社
会
変
動
な
い
し
社
会
進
歩
が
構
造
化
さ
れ
た
社
会
た
る
近
代
社
会
の
到
来
が
前
提
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
世

代
意
識
の
顕
在
化
が
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
帰
結
と
密
接
に
関
連
し
、
歴
史
の
動
因
と
し
て
世
代
の
相
克
が
注
目
さ
れ
た
最
初
の
事
例
が
一

結
論
を
や
や
先
取
り
す
る
形
に
な
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
を
い
ま
少
し
敷
術
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
る
身
分
社

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
ー
思
想
史
の
た
め
の
試
論
ー
ー

ル
ネ
サ



稀
薄
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

会
の
解
体
が
社
会
移
動

social
m
o
b
i
l
i
t
y
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
実
と
し
て
一

定
の
社
会
移
動
が
唾
直
的
に
も
水
乎
的
に
も
あ
る
と
い
う
だ
げ
で
な
く
、
身
分
的
障
壁
が
た
て
ま
え
と
し
て
咽
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
第
一
一
に
、
啓
蒙
の
進
歩
観
を
継
承
し
た
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
激
し
い
社
会
的
変
動
は
社
会
が
不
断
に
進
歩
し
変
化
す
る

と
い
う
信
念
を
一
層
助
長
し
た
。
こ
の
二
つ
の
条
件
の
下
で
、
個
人
の
社
会
的
上
昇
の
サ
イ
ク
ル
と
生
理
的
成
長
の
サ
イ
ク
ル
と
が
合
致

し
、
し
か
も
社
会
全
体
と
の
関
連
で
上
昇
の
要
求
に
よ
り
普
遍
的
な
意
義
を
付
与
し
え
た
と
き
は
じ
め
て
、
明
確
な
形
で
ひ
と
つ
の
八
世

代
＞
が
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
思
考
や
行
動
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
身
分
や
社
会
的
帰
属
以
上
に
、
あ
る
い
は
少
く
と
も

そ
れ
と
並
ん
で
世
代
へ
の
帰
属
が
自
覚
さ
れ
る
と
き
で
も
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
三

0
年
を
区
切
り
と
す
る

世
代
の
交
替
に
進
歩
の
涙
因
を
見
出
し
た
が
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
自
体
近
代
の
社
会
変
動
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
世

代
の
交
替
が
社
会
的
意
義
を
生
ず
る
こ
と
は
進
歩
の
要
因
と
い
う
よ
り
は
そ
の
帰
結
で
あ
る
。

世
代
問
題
と
世
代
意
識
の
顕
在
化
が
す
ぐ
れ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
と
近
代
社
会
の
所
産
で
あ
る
と
し
て
も
、

二
つ
あ
る
。

な
お
注
意
す
べ
き
こ
と
が

、、

第
一
は
世
代
意
識
の
形
成
ほ
プ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
帰
結
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
革
命
を
行
っ
た
当
事
者
に
世
代
と
い
う
意
識
ほ
通
例

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
本
来
複
合
的
な
革
命
で
あ
り
、
そ
の
指
導
者
は
年
齢
の
点
で
も
社
会
的
出

n

の
点
で
も
実
は
相
当
に
多
様
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
人
権
宜
言
か
ら
最
高
存
在
の
礼
拝
に
至
る
ま
で
、
革
命
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
移
動
し
ィ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
変
化
し
て
も
、
革
命
指
導
者
の
普
遍
的
理
念
へ
の
信
念
ほ
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
か
れ
ら
に
あ
る
の
は
新
し
い
時

代
の
創
造
の
意
識
で
あ
り
、
同
世
代
と
し
て
の
連
帯
感
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い

3

世
代
の
意
識
は
本
来
、
既
に
国
き
て
し
ま
っ
た
社
会

変
動
を
所
与
と
し
て
受
け
と
り
、
そ
の
産
物
と
し
て
自
己
を
応
識
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
革
命
の
当
事
者
と
し
て
時
代



コ
ン
ト
が
期
待
し
た
よ
う
に
近
代
社
会
に
お
い
て
世
代
の
交
替
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
わ
れ
、
そ
れ
が
規
則
的

な
進
歩
を
促
し
た
と
し
た
ら
、
そ
の
と
き
に
ほ
世
代
意
識
も
ま
た
消
失
し
、
世
代
の
問
題
が
思
想
史
の
主
姐
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
世
代
意
識
は
自
か
ら
の
世
代
が
歴
史
の
基
木
的
な
趨
勢
を
担
う
こ
と
を
確
信
し
つ
つ
、
現
実
に
は
古
い
権
威
に
よ
っ
て
自
分
の

道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
と
き
も
っ
と
も
強
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

旧
約
塑
書
サ
ム
エ
ル
記
に
お
け
る
サ
ウ
ル
と
ダ
ビ
デ
の
関
係
も
こ
の
意
味
で
の
父
と
子
の
対
立
を
象
徴
的
な
こ
と
ば
で
語
っ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

(
2
)

。
フ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
登
場
人
物
の
問
に
は
あ
る
意
味
で
慎
重
に
年
齢
差
が
設
定
さ
れ
て
お
り
そ
こ
に
世
代
の
違
い
を
認
め
る
こ
と
も
今

日
の
読
者
に
ほ
可
能
で
あ
る
。
だ
が
『
国
家
』
冒
頭
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ヶ
バ
ロ
ス
と
の
老
年
に
つ
い
て
の
対
話
も
示
す
よ
う
に
、
対
話
者
自
身

に
お
い
て
は
人
問
の
存
在
条
件
一
般
の
問
題
と
し
て
し
か
年
齢
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
時
代
は
と
ぶ
が
、
ツ
ル
ケ
ー
不
フ
の

i"

が
父
と
子
』
の

バ
ザ
ロ
フ
父
子
の
対
立
は
明
瞭
に
一
九
世
紀
中
葉
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
世
代
の
相
剋
を
背
景
と
す
る
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
数
多
の
「
フ
ロ
イ

ト
」
的
主
題
を
扱
っ
た
文
学
作
品
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

(
3
)

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家

J
e
a
n

P
i
e
r
r
e 

G
u
t
t
o
n

の
伝
え
る
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ム
の
聖
堂
区
に
存
在
し
た
青
年
組
織
、

i

百

garc;;ons
d
e 

p
ar
o
i
s
s
e
" 

1;!
 

日
本
の
ム
ラ
に
お
け
る
若
者
組
に
酷
以
し
て
い
る
。

J
e
a
n
P
i
er
r
e 

G
u
t
t
o
n
, 

L
a 
sociabilite 

village-

oise 

d
a
n
s 

l
'
a
n
c
i
e
n
n
e 

Fr
a
n
c
e
, 

H
a
c
h
e
t
t
e
, 
1
9
7
9
, 

p. 
5
1 

et 

seq. 
こ

S
い
ち
二
の
今
育
年
千
幻

g幽
〖
の
ふ
3

つ
レ
J
J
9苗
手
安
な
底i咄
叩
は
土
ハ
向
四
伏
げ
の
み
礁
々
の

祭
俊
へ
の
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
と
婚
姻
、
お
よ
び
性
行
動
を
管
理
す
る
こ
と
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

h
o
m
o
s
y
m
b
o
l
i
c
u
m 

の
構
成
す
る
共
同
体
に
と
っ
て
そ
の

1

一
点
は
共
同
体
の
安
定
再
生
産
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
請
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

4

)

一
九
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
大
陸
諸
国
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
、
明
治
二

0
年
代
、
あ
る
い
は
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
な
と
、
い

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
ー
由
心
想
史
の
た
め
の
試
論
ー
ー

第
一
一
に
、
も
し
本
当
に
、

対
置
す
る
明
六
社
ま
で
の
段
階
で
は
世
代
の
意
識
は
な
捻
月
砧
的
で
な
い
。
徳
富
蘇
峰
が
王
〈
保
老
人
」

(
9
) 

に
自
か
ら
の
ア
イ
テ
ン
テ
ィ
ー
を
求
め
た
と
き
は
じ
め
て
そ
れ
は
明
確
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

に
対
ず
う
「
祈
日
本
の
青
年
」

を
動
か
し
た
人
び
と
に
ほ
み
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

明
治
の
日
本
}
1

例
を
と
る
ば
ら
ぼ

旧
弊
固
晒
・
伝
統
墨
守
に
文
明
開
化
を



枠
の
中
で
、 ず

れ
も
巨
大
な
社
会
変
動
を
経
験
し
た
そ
の
次
の
時
代
で
あ
る
。

(

5

) 

F
r
a
n
,
o
i
s 

M
e
n
t
r
e
, 

L
e
s 
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s 

sociales. 1920• 

K
a
r
l 

M
a
n
n
h
e
i
m
, 

T
h
e 
P
r
o
b
l
e
m 
o
f 

G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
, 

in 

K
. 

M
目
n
h
e
i
m
,
E
s
s
a
y
s 

o
n 
t
h
e 

S
o
c
i
o
l
o
g
y 

of 

K
n
o
w
l
e
d
g
e
, 

R
o
u
t
e
l
e
d
g
e 

& 
K
e
g
a
n 
Paul. 
1
9
5
2
. 

(

6

)

ャ
コ
ブ
・
フ
ル
ク
ハ
ル
ト
・
柴
田
治
三
郎
訳
『
イ
ク
リ
ア
・
ル
ネ
ザ
ン
ス
の
文
化
』
（
中
央
公
論
社
・
世
界
の
名
著
45)

一
九
四
ー
一
九

八
ベ
ー
ジ
。

(

7

)

同
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
。

(

8

)

ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
は
こ
の
論
争
の
結
果
と
し
て
古
代
の
歴
史
、
さ
ら
に
歴
史
一
般
へ
の
不
信
が
強
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

P
a
u
l 

H
a
z
a
r
d
, 

L
a 
crise 

d
e 

la 

8 n
s
c
i
e
n
c
e 

e
u
r
o
p
e
e
n
n
e
, 

F
a
y
a
r
d
, 

1
9
6
1
, 

p
p
. 

44
 
1 7
. 

一
八
二

0
年
＇
在
い
に
お
け
ッ
る
ロ
マ
ン
主
碑
盆
暉

争
は
古
典
へ
の
盲
目
的
崇
拝
を
論
点
と
し
た
限
り
で
古
代
11
近
代
論
争
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

理
性
で
は
な
く
情
念
や
惑
情
を
掲
げ
た
点
に
ロ
マ
ン
派
の
近
代
派
と
の
決
定
的
相
違
が
あ
る
の
だ
が
、
ア
ザ
ー
ル
の
指
摘
に
関
連
し
て
興
味
深

い
の
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
卦
揚
ほ
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
歴
史
へ
の
関
心
が
も
っ
と
も
め
宝
ま
し
く
増
大
し
た
時
代
を
背
娯
に
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

(

9

)

明
治
時
代
の
日
本
に
お
け
る
世
代
の
問
題
に
つ
い
て
ほ
岡
和
田
常
忠
氏
の
短
い
が
興
味
の
尽
き
な
い
論
文
「
青
年
論
と
世
代
論
|
ー
明
治

期
に
お
け
る
そ
の
政
治
的
特
質
」
思
想
、
一
九
六
七
年
四
月
号
に
学
ん
で
い
る
。

立
憲
王
政
期
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
と
自
由
主
義
の
新
世
代

(
1
) 

世
代
問
題
の
顕
在
化
は
一
九
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
ベ
に
広
く
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
革
命
の
祖
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
れ

了
八
一
四
年
か
ら
一
八
四
八
年
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
は
政
治
史
的
に
ぱ
い
う
ま
で
も
た

<LIL荻
E
政
期
で
あ
り
、
厳
格
な
制
限
選
挙
制
の

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
担
げ
た
立
憲
主
義
の
諾
原
則
が
曲
朽
を
仔
つ
つ
も
政
治
制
度
に
定
着
し
て
い
っ
た
時
期
て
あ
る
。
そ
の
過

は
と
く
に
著
し
く
、
ま
た
独
特
の
様
相
を
帯
び
て
い
る
。

0) 

世
代
問
題
顕
在
化
の
事
例

ニ
四



ュ
ス
ク
ン
・
テ
イ
ニ
リ
、

晩
年
の
回
想
的
著
作
に
『
三
つ
の
世
代
、

程
は
ま
た
同
時
に
、

二
五

．、
i
r 

J 

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

か
れ
の
晩
年
の
感
傷
は
復
古
王
政
期
に
台
頭
し
て
七
月
王
政
を
担

ア
ソ
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ム
以
来
の
貴
族
勢
力
の
社
会
的
影
響
力
が
衰
え
、

わ
ち
プ
ル
ジ
ョ
ア
シ
ー
が
社
会
の
指
導
的
地
位
を
手
中
に
収
め
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
権
力
基
盤
の
移
行
、
支
配
層
の
交
替
が
一
面

に
お
い
て
世
代
の
交
替
と
連
動
し
て
い
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
視
点
で
あ
る
。

中
産
階
級
出
身
の
歴
史
家
、
政
治
家
と
し
て
こ
の
時
期
の
思
想
と
政
治
と
を
導
い
た
典
型
的
人
物
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
ギ
ゾ
ー
の

(
2
) 

一
七
八
九
|
_
―
八
一
四
ー
ー
，
一
八
四
八
』
と
い
う
小
著
が
あ
る
。
そ
こ
で
か
れ
は
八
九
年
の

精
神
を
継
承
し
て
政
治
的
自
由
の
実
現
を
め
ざ
し
た
自
か
ら
の
世
代
を
歴
史
的
に
弁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
も
一
貫
し
て

そ
の
基
底
に
流
れ
て
い
る
ト
ー
ン
は
、
「
私
は
、
わ
れ
わ
れ
が
政
治
的
自
由
の
証
明
で
あ
り
保
障
で
あ
る
と
考
え
た
制
度
、
体
制
と
と
も

(3) 

に
没
落
し
た
」
と
い
う
敗
残
の
念
で
あ
っ
た
。
学
者
と
し
て
も
政
治
家
と
し
て
も
最
高
の
地
位
を
究
め
た
ギ
ゾ
ー
が
、
二
月
革
命
に
よ
っ

て
強
い
ら
れ
た
引
退
生
活
の
中
で
無
念
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
、
権
威
主
義
的
な
第
二
帝
政
の
下
に
眠
り
こ
ん
で
い
る
次
の
世
代
に
対
し
て

焦
燥
感
を
拭
い
き
れ
な
か
っ
た
の
は
あ
る
意
味
で
自
然
で
あ
ろ
う
。

い
、
そ
し
て
第
二
帝
政
の
下
で
活
躍
の
舞
台
を
奪
わ
れ
た
オ
ル
レ
ア
ン
派
自
由
主
義
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
事
者
の
回
顧
を
離
れ
て
客
観
的
に
み
る
な
ら
ば
、

キ
ゾ
ー
の
い
う
「
一
八
一
四
年
の
世
代
」
は
必
ず
し
も
敗
北
の

世
代
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
く
と
も
か
れ
が
比
較
し
た
前
後
の
世
代
、
大
革
命
お
よ
び
二
月
革
命
の
低
代
と
比
較
す
る
な
ら

ば
、
ギ
ゾ
ー
自
身
の
世
代
の
方
が
ほ
る
か
に
長
期
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ソ
ス
社
会
を
導
い
た
指
導
的
人
物
を
多
く
年
寮
出
し
て
い
る
。
ギ
ゾ
ー
、

テ
ィ
エ
ー
ル
、

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ド
・
プ
ロ
ー
イ
、

シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
レ
ミ
ュ
サ
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
サ
ン
、

ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
・
・
・
：
t

ヽ

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ニ
ェ
、
ヴ
ィ
ク
ト
レ
・
ユ
ー
ゴ
ー

ー

政
治
と
文
化
の
基
礎
を
築
い
た
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
い
ず
れ
も
一
七
九

0
年
代
を
中
心
こ
す
ろ
前
後
一
〇
数
年
の
間
に
生
ま
れ
、

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
—
思
想
史
の
た
め
の
試
論
ー
ー

オ
ー
ギ

「
中
産
階
級
」

la
classe 

m
o
y
e
n
n
e
す
な



(
4
) 

四
年
前
後
に
成
人
し
た
世
代
に
属
し
て
い
る
e

一
八
二

0
年
か
ら
一
八
五

0
年
に
至
る
三

0
年
問
が
こ
の
世
代
の
も
っ
と
も
活
躍
し
た
時

期
で
あ
り
、
そ
れ
ば
一
九
世
紀
の
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
フ
ラ
ン
ス
『
の
原
型
が
形
づ
く
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
の
う
ち
の
何
人
か

こ
の
世
代
に
比
べ
る
と
い
わ
ゆ
る
「
八
九
年
の
世
代
」
は
、
も
し
そ
れ
を
革
命
史
の
登
場
人
物
と
と
る
な
ら
ば
、
世
代
と
し
て
ま
と
ま

っ
た
存
在
と
い
う
よ
り
ほ
党
派
と
理
念
に
よ
っ
て
分
裂
し
た
い
く
つ
か
の
集
団
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
八
九
年
に
一

1
0歳
で
あ

っ
た
世
代
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
代
の
事
業
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
そ
れ
に
重
な
る
。
そ
し
て
一
人
の
軍
事
的
天
才
に
率
い
ら
れ
た
国

民
的
動
員
の
体
制
の
下
で
は
、
特
定
の
世
代
の
意
識
が
生
ず
る
余
地
は
少
い
。

似
た
よ
う
な
こ
と
は
文
脈
を
異
に
し
て
「
四
八
年
の
人
び
と
」

les
q 
u
a
r
a
n
t
e 
, h
u
i
t
ar
d
s
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
感
情

「
ギ
ゾ
ー
を
倒
せ
」
の
叫
び
の
下
に
二
月
の
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
い
た
。
ハ
リ

(
5
) 

の
青
年
、
学
生
た
ち
の
心
底
に
一
種
の
世
代
意
識
が
強
く
慟
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
か
れ
ら
の
手
で
新
し
い
社
会
、
新

し
い
時
代
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
二
月
革
命
の
成
果
は
余
り
に
も
実
り
少
く
第
二
共
和
政
は
あ
ま
り
に
も
短
命
で
あ
っ
た
。
六
月
蜂
起
が

革
命
に
決
定
的
な
危
裂
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
、
革
命
の
担
い
手
た
ち
ば
世
代
の
一
体
惑
よ
り
は
階
級
間
の
敵
対
を
否
応
な
く
意
識
さ
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

ク
ー
・
デ
タ
以
後
の
「
四
八
年
の
人
ぴ
と
」
の
複
雑
な
分
岐
が
示
す
よ
う
に
、
二
月
革
命
の
体
験
ば
あ
る
い
ほ
痛
手
と

し
て
あ
る
い
は
感
傷
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
新
た
な
世
代
意
識
形
成
の
核
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ

の
世
紀
の
後
半
は
ま
さ
に
階
級
帰
属
が
意
識
を
決
定
す
る
こ
と
を
当
然
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

ギ
ゾ
ー
の
い
う
「
一
八
一
四
年
の
世
代
」
が
世
代
と
し
て
の
一
体
性
と
そ
の
自
覚
に
お
い
て
著
し
い
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
理
由
は
こ
の
世

代
を
社
会
的
に
形
成
し
た
歴
史
条
件
そ
の
も
の
の
独
自
性
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

K
・
マ
ン
ハ
イ
ム
は
生
理
的
に
同
一
年
代
に
属
す
ろ
こ
と

教
育
』
の
中
で
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
造
型
し
て
み
せ
た
よ
う
に

は
第
三
共
和
政
の
初
期
に
も
決
定
的
な
役
割
を
呆
し
て
い
る
り

二
六



最
や
歴
史
的
事
件
を
「
肛
代
現
実
」

二
七

一！

ノ＼

(
g
e
n
er
a
t
i
o
n 

location, 

g
e
n
e
r
a
t
i
o
n 

status)
と
ば
冨
加
し
て
、
あ
る
範
囲
の
年
齢
集
団
に
具
体
的
な
同
質
性
を
付
与
す
る
社
会
的
背

(
6
) 

三
称
し
て
い
る
が
、

&，

1

心
世
代
に
と
二

J

f

J

て
れ
は
し
か
な
ろ
性
格

ギ
ゾ
ー
の
い
う
二
八
一
四
年
の
枇
代
」
、
い
ま
少
し
厳
密
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
キ
ゾ
ー
を
最
年
長
と
し
て
ほ
ぼ
一
八

0
0年
過
ぎ
ま

で
に
生
ま
れ
、
主
と
し
て
中
産
階
級
の
出
身
者
、
復
古
王
政
期
に
台
頭
し
七
月
革
命
以
後
本
格
的
に
社
会
の
指
導
的
地
位
に
つ
い
た
人
び

と
か
ら
な
る
世
代
に
と
っ
て
、
そ
の
「
世
代
現
実
」
は
基
本
的
に
は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
以
来
の
社
会
変
動
で
あ
り
、

玉
政
の
政
治
反
動
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
革
命
の
体
験
を
直
接
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
革
命
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
階
級
の
子
弟
と

し
て
自
か
ら
の
社
会
的
進
出
が
革
命
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
登
識
し
て
い
た
。
そ
の
舷
味
で
「
八
九
年
の
子
」
と

(
7
) 

い
う
世
代
意
識
は
「
第
三
身
分
の
子
孫
」
と
い
う
階
級
意
識
と
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
世
代
意
識
に
一
層
積
極
性
と
攻
撃
性
と
を
付
与
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
事
情
が
あ
る
。

会
的
成
果
が
転
覆
し
え
ぬ
事
実
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

王
政
復
古
に
よ
っ
て
ア
ソ
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ム
勢
力
が
政
治
的
に
復
帰
し
た

こ
と
で
あ
る
。
帰
国
し
た
王
党
派
、
毀
朕
勢
力
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
反
革
命
運
動
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、
門
地
と
情
実
に
よ
る
社

会
的
地
位
の
独
占
を
図
っ
た
か
ら
、
中
産
階
級
出
身
の
青
年
た
ち
の
遮
出
は
理
念
の
上
で
も
現
実
に
も
大
彦
な
悴
胄
に
出
あ
っ
た
。

九
年
の
子
」
と
い
う
そ
れ
自
体
は
受
動
的
な
世
代
慈
識
が
革
命
の
継
承
と
い
う
能
勁
的
課
題
を
発
見
し
え
た
の
は
そ
う
し
た
復
古
王
政
の

体
制
的
価
値
と
の
衝
突
を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
8
) 

の
こ
と
な
し
に
ほ
起
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
八
―

-0年
代
の
自
由
主
義
の
日
四
揚
か
ら
七
月
革
命
に
至
る
政
治
史
の
展
開
は
そ

一
八
一
四
年
の
枇
代
に
限
ら
な
い
が
、
中
産
階
級
の
子
弟
の
社
会
的
上
昇
の
通
路
と
し
て
学
校
体
系
と
教
育
制
度
と
が
果
し
た
役
割
は

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
＇
｀
ー
忌
想
史
の
た
め
の
試
誨
ー

1

の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

g
e
n
er
a
t
i
o
n 

actuality 

よ
り
短
期
的
に
は
復
古

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
革
命
の
社



競
足
し
た
近
代
大
学
制
度
の

一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
ほ
重
要
で
あ
る
。
学
校
教
育
、
と
く
に
公
教
育
の
体
系
は
大
体
に
お
い
て
年
齢
に
応
じ
て
網
成
さ
れ
た
集
団
に

一
定
の
知
見
と
道
徳
を
系
統
的
に
教
授
す
る
制
度
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
一
般
に
世
代
意
識
の
培
養
基
と
な
り
が
ち
な
こ
と
は

ど
こ
の
国
で
も
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
公
教
育
ほ
す
ぐ
れ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
思
想
で
あ
り
、
こ
れ
を
制
厖
化
し
た
の
は
ナ
ボ
レ
オ
ン

の
帝
政
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
八
一
四
年
の
世
代
こ
そ
は
フ
ォ
ン
タ
ー
ヌ

F
o
n
t
a
n
e
s
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
中
・
高
等
教
育
の
担

一
八

0
六
年
の
法
律
と
一
八

0
八
年
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
確
立
し
た
「
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
テ
」

の
自
由
を
め
ぐ
る
教
会
勢
力
と
の
長
い
抗
争
の
発
端
と
な
っ
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
中
・
高
等
教
育
機
関
は
一
九
世
紀
を

(
9
) 

通
じ
て
一
貫
し
て
革
命
の
「
世
俗
主
義
」

lai'cite
と
共
和
主
義
的
精
神
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。
ギ
ゾ
ー
も
先
に
触
れ
た
著
作
の
中
で
、

(10)
 

復
古
王
政
初
期
の
自
由
主
義
理
念
の
供
給
源
が
帝
政
末
期
の
大
学
と
学
士
院
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
治
性
は
復

古
王
政
期
の
反
動
期
に
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
り
、
一
八
二

0
年
代
の
ソ
ル
ポ
ン
ヌ
ほ

tr
iumvir
at
と
称
さ
れ
た
ヴ
ィ
ル
マ
ン
、
ク
ザ
ン
、

ギ
ゾ
ー
の
一
二
教
授
を
中
心
に
広
く
学
生
、
市
民
を
聴
衆
に
集
め
、
自
由
主
義
的
言
論
の
発
火
点
の
親
を
呈
し
た
。
そ
の
た
め
ク
ザ
ン
と
キ

(11) 

ゾ
ー
の
講
義
は
政
府
に
よ
っ
て
一
時
中
止
さ
せ
ら
れ
て
さ
え
い
る
。

一
八

0
九
年
に

一
八
二

0
年
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
を
構
成
し
た
教
授
と
学
生
、
い
い
か
え
れ
ば
キ
ゾ
ー
、
ク
ザ
ン
、
ヴ
ィ
ル
マ
ン
ら
と
そ
の
弟
子
た
ち
と
は

政
治
的
に
一
体
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
学
問
的
-
↑
も
一
九
世
紀
の
学
問
の
基
礎
を
築
い
た
ひ
と
つ
の
世
代
を
構
成
す
る
。

の
事
情
か
ら
し
て
、
ギ
ゾ
ー
年
や
ク
ザ
ン
の
帖
代
は
「
教
師
な
き
世
代
]
で
あ
り
、

(12X13) 

る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
紅
峠
で
「
教
え
な
が
ら
学
ん
た
」
世
代
で
も
あ
っ
や

J
o
u

こ
の
時
代
の
青
年
の
自
己
主
張
の
場
と
し
て
大
学
と
な
ら
ん
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
新
聞
を
中
心
と
す
る
ジ
ャ
ー
＇
ナ
リ
ス
ム
の

い
手
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
最
初
の
受
益
層
で
あ
っ
た
。

対
し
て
、

し
か
も
直
ち
に
教
え

I'Univer
site
の
教
育
権
独
占
が
教
育

ニ
八



世
界
で
あ
る

C

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
論
壊
は
革
命
り
兌
呆
た
る
言
論
の
自
由
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
仄
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

い
年
の
憲
章
1
ぇ
認
め
た
新
聞
の
自
由
は
復
古
主
政
の
政
治
力
学
の
中
で
佃
度
か
蹂
り
ん
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
自
体
、
裏
返
せ
ば
こ
の
時

阻
に
お
け
る
罰
聞
の
力
が
無
視
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
言
論
の
自
由
の
原
則
だ
け
で
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

手
、
い
い
か
え
れ
ば
生
産
者
と
消
費
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
厚
み
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
点
で
学
校
教
育

と
通
じ
て
中
産
陪
級
の
子
弟
が
知
識
人
予
仙
軍
と
し
て
確
実
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
な
転
換
点
と
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
・
雑

誌
は
一
八
世
紀
に
も
あ
っ
た
し
、

シ
モ
ン
・
ニ
コ
ラ
・
ラ
ン
ゲ

S
i
m
o
n
Nicolas 

L
i
n
g
u
e
t
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
先
駆
は
革

命
前
に
も
存
在
し
た
＞
だ
が
不
特
定
多
数
の
読
者
の
存
在
を
前
捉
に
耽
業
と
し
て
ジ
ャ
ー
・
プ
リ
ズ
ム
が
確
立
し
た
の
は
や
は
り
復
古
王
政

こ
の
事
情
は
書
類
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
読
者
層
の
増
大
を
前
提
に
ル
ソ
ー
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
普
及
版
が
大
量
に
刊
行
さ
れ

そ
の
点
で
ト
ゥ
．
ゲ
大
佐

colonel
T
o
u
q
u
e
t
の
よ
う
な
出
版
家
が
こ
の
時
期
の
知

(14)
 

幻
カ
ル
チ
ュ
ア
の
形
成
に
果
し
た
役
罰
は
口
直
り
し
れ
な
い

C

一
八
一
四
年
の
世
代
は
ジ
ャ
ー
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
出
版
の
戦
界
に
生
産
者
を
出
提
供
し
た
e

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
世
代
は
学
佼
教
育

(15) 

を
終
え
て
社
会
に
出
た
そ
の
と
き
に
王
政
復
古
に
よ
っ
て
就
職
と
上
昇
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
世
代
で
あ
る
。
そ
う
し
た
知
識
青
年
た
ち
が

ン
ャ
）
＇
ナ
リ
ズ
ム
つ
世
界
、
と
く
に
文
政
府
内
自
由
主
義
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界

-,1
身
を
投
じ
て
い
っ
ピ
っ
ぱ
十
分
に
理
由
り
あ

-
＼
)
こ
と
で
あ
っ
た
一
ー
ゾ
ー
が
帝
政
末
門
に
可
似
と
し
て
学
者
と
し
て
日
己
を
形
成
し
て
い
こ
の
に
対
し
ィ
・
、
‘

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
|
|
＇
息
想
史
の
た
め
の
試
論
ー
ー

た
の
は
こ
の
閂
代
こ
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

期
を
始
ま
り
と
す
る
。

二
九

．L
．
年
年
下
の
テ
ィ

-
[
i
ル

実
除
に
そ
れ
が
成
り
た
つ
に
は
言
論
の
送
り
手
と
受
け

一
八



わ
れ
わ
れ
は
ギ
ゾ
ー
の
い
う
「
一
八
一
四
年
の
世
代
」
を
中
心
に
し
て
立
憲
王
政
期
の
世
代
問
題
を
検
討
し
、
こ
の
世
代
に
と
っ
て
学

校
教
育
、
と
く
に
大
学
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
が
主
要
な
活
躍
の
場
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
か
れ
ら
の
世
代
意
識
の
基

(18) 

盤
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
°
と
こ
ろ
で
、
こ
の
世
代
が
政
治
の
直
接
の
楊
で
あ
る
議
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
の
に
は
ュ
ル
ト
ラ
勢

を
果
し
た
事
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。

一
八
二
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
『
ル
・
グ
ロ
ー
ブ
』

le
G
l
o
b
e
で
あ
ろ
う
。

自
由
主
義
、
文
学
思
潮
と
し
て
は
ロ
マ
ン
主
義
を
旗
印
に
出
兌
し
た
こ
の
新
聞
の
斉
稿
者
の
傾
向
は
か
な
り
多
様
で
あ
り
、
そ
の
編
集
方

針
も
次
第
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
少
く
と
も
七
月
革
命
後
サ
ン
・
シ
モ
ン
派
の
機
関
紙
に
転
換
す
る
ま
で
、
執
筆
者
た
ち
の

同
世
代
意
識
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ピ
ニ
ー
ル
・
ル
ル
ー
と
と
も
に
初
期
の
『
ル
・
グ
ロ
ー
プ
』
を
主
幹
し
た
デ
ュ
ボ
ア

(16) 

P
a
u
l
、F
r
a
m
;0 
is
 

D
u
b
o
i
s
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
ル
・
グ
ロ
ー
プ
の
成
功
の
主
要
な
原
因
は
そ
の
編
集
部
の
性
格
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
。
編
集
部
は
若
く
、
過
去
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
わ

り
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
中
に
古
く
か
ら
の
書
き
手
、
名
の
と
お
っ
た
筆
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
四
方
八
方
か
ら
集
ま

り
、
カ
ル
ボ
ナ
リ
も
い
れ
ば
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
出
自
の
リ
ベ
ロ
ー
が
い
た
。
意
見
と
精
神
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と

(17) 

つ
の
ま
っ
た
く
新
し
い
軍
勢
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
」

こ
こ
に
は
復
古
王
政
期
の
社
会
状
況
の
中
で
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
マ
ン
ハ
イ
ム
の
い
う
「
批
代
単
位
」
の
形
成
に
決
定
的
な
役
割

あ
る
の
が
、

政
治
的
に
ほ
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
系
列
の
穏
健

テ
ィ
エ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
意
欲
的
な
青
年
に
担
わ
れ
た
二

0
年
代
の
新
聞
の
な
か
で
も
と
く
に
世
代
集
団
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
で

『
ナ
シ
オ
ナ
ル
紙
]
le
 

N
a
t
i
o
n
a
l
が
七
月
革
命
に
大
き
な
役
団
を
呆
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

ぱ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
足
場
に
上
昇
し
て
い
っ
た
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
僚
友
ミ
ニ
ェ
、

ア
ル
マ
ン
・
カ
レ
ル
と
語
ら
っ
て
刊
行
し
た

10 



て、ろ。 ら
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
行
年
へ

カ
の
支
配
と
い
う
現
実
を
別
に
し
て
選
挙
法
に
よ
る
制
度
的
要
因
が
あ
っ
た
。
財
産
制
限
が
制
約
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
青
年
に
と

っ
て
そ
れ
以
上
に
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
年
齢
制
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
復
古
王
政
期
を
通
じ
て
選
挙
資
格
は

1f0歳
以
上
、
被
選
挙
資

格
は
四

0
歳
以
上
の
士
ょ
ま
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
ど
は
一
八
一
四
年
の
批
伏
に
と
っ
て
隈
会
政
治
家
と
し
て
活
躍
す
る
可
能
性
は
初
め
か

一
八
竺

0
年
の
七
月
革
命
百
前
の
選
挙
に
お
い
て
も
辛
う
じ
て
最
年
長
者
の
ギ
ゾ
ー
が
被
選
挙
資

格
を
得
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
窟
味
で
一
八
一
四
年
の
枇
代
は
一
八
三

0
年
に
喧
る
問
二
重
に
政
治
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

か
れ
ら
の
主
張
が
ま
ず
大
学
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
知
的
な
場
で
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
そ
こ
に
あ

七
月
革
命
が
そ
う
し
た
制
約
な
と
り
払
っ
た
と
き
か
れ
ら
の
多
く
が
政
治
家
と
し
て
活
躍
を
開
始
し
た
の
は
刈
然
で
あ
っ
た
。
か
く
し

ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
「
プ
ル
ジ
ョ
ア
主
政
」
は
ま
た
「
教
授
た
ち
の
王
国
」

(
R
・
レ
モ
ン
）
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「
学
生
同
叫
」

(

1

)

も
っ
と
も
表
面
的
な
事
実
を
あ
げ
れ
ば
、
こ
の
時
代
（
ー
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
時
代
）
は
「
青
年
イ
ク
リ
ア
党
」

ー
ゲ
ル
学
派
」
等
々
、
青
年
の
運
動
、
学
生
の
連
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。

(

2

) 

Fr
ani:ois 

G
u
i
z
o
t
, 

"
T
r
o
i
s 

g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
, 

1
7
8
9ー

1
8
1
4
1 
1
8
4
8
" 

M
i
c
h
e
l 

L
e
v
y
, 

3 0 

e
d
i
t
i
o
n
. 

1863. 

(

3

) 

Ibid., 

p
.
2
. 

(

4

)

左
に
簡
単
に
生
没
年
を
記
し
て
お
こ
う
。

V
i
c
t
o
r 

d
e 
B
r
o
g
l
i
e (1785

—

1870), 

・
F
r
a
n
(
(
)
i
s 

G
u
i
z
o
t 

(
1
7
8
7ー

1
8
7
4
)
,

A
l
p
h
o
n
s
e 

d
e 
L
a
m
a
r
t
i
n
e 

(
1
7
9
0 1 
1869), 

V
i
c
t
o
r 

C
o
u
s
i
n 

(
1
7
9
2 
1 
1867), 

A
u
g
u
s
t
i
n 

T
h
i
e
r
r
y 

(
1
7
9
5ー

1
8
5
6
)
,

F
r
a
n
r
o
i
s 

M
i
g
n
e
t 

(
1
7
9
6 
1 
1884), 

A
d
o
l
p
h 

T
h
i
e
r
s 

(
1
7
9
7 

ー

'・1877),

C
h
a
r
l
e
s 

d
e 

R
c
m
u
竺
t(1797・・,'1875),

J
u
l
e
s 

M
i
c
h
e
l
e
t 

(1798・ 
ー

1874),
Victo1• 

H
u
g
o 
(
1
8
0
2
-
1
8
8
5
)
. 

も
ち
ろ
ん
ご

□

芦
代
の
人
々
が
革
命
(
V

圧
穴
ご
，
四
八
年
の
世
代
よ
て
孔
自
体
と
し
で
偉
i

、
[
：
た
と
い
う
わ
-
―
}
ば
入
い
い
。
生
理
的
生
心

も
長
い
が
フ
ラ
ン
ス
符
公
の
指
導
的
地
位
に
怠
[
た
社
会
的
生
命
せ
し
[
ど
以
治
家
、
知
識
人
‘
'
＇
C

玄
f

文
学
者
が
こ
の

ilt代
に
は
多
V
出
て
忙

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
！
思
想
史
の
た
め
の
試
誇
ー
ー



り
、
か
れ
ら
C
四
四
こ
恢
代
と
し
て
の
均
只
4
ぷ
古
臼
い
と
い
う
に
過
ざ
心
、
、

J

(
5
)

も
ら
ろ
ん
ー
「
惑
情
教
育
一
一
、
-m
小
説
で
あ
っ
て
史
料
で
は
{
[
い
が
、
作
者

4

か
剖
作
こ
お
た
っ
て
綿
密
に
噂
一
只
史
料
を
渉
銀
し
、
一
｀
、
四
こ

年
代
か
ら
二
月
革
命
に
か
け
て
の
出
米
ボ
を
的
確
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
は
歴
史
家
の
一
致
し
た
評
価
で
あ
る
，
．
私
見
に
よ
れ
ば
、
フ
レ
テ
リ

ッ
ク
と
デ
ロ
ー
リ
ニ
と
い
う
二
人
の
青
年
（
こ
の
二
人
の
友
附
の
あ
り
方
自
体
が
こ
の
時
代
の
青
年
の
胚
識
を
よ
く
伝
え
て
い
る
）
を
主
人
公

に
、
周
辺
に
ざ
ま
ざ
ま
な
群
像
を
配
し
た
こ
oJ
小
説
は
一
八
四

0
年
代
の
官
年
像
を
造
型
ず
る
と
と
も
に
か
れ
ら
の
世
代
鯰
識
の
頂
点
に
生
し

た
1

一
月
革
命
が
逆
に
こ
れ
を
拡
散
せ
し
め
る
転
換
点
と
な
っ
た
屯
砧
塁
鮮
や
か
に
伝
え
て
い
る
。

(

6

) 

K .• 
M
a
n
n
h
e
i
m
, 

op. 

cit.,
 

p. 
3
0
2 

e
t 

seq. 

マ
ン
ハ
イ
ム
は
さ
ら
に
―
つ
の
「
批
代
現
実
」
は
政
治
的
、
息
想
的
傾
向
性
を
異
こ
ず

ろ
複
数
の
世
代
机
団
を
生
み
だ
す
と
し
て
、
後
者
を
「
世
代
単
位
」

g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
u
n
i
t
s
と
呼
ん
で
い
る
。

(
7
) 

V
i
c
t
o
r 

d
e 

B
r
o
g
l
i
e
や

A
l
e
x
i
s
d
e 

T
o
c
q
u
e
v
i
l
l
e

の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
世
代
の
指
導
者
に
家
柄
を
誇
る
貴
族
が
い
な
か

っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
個
々
の
出
自
と
そ
の
個
人
が
帰
属
意
識
を
も
つ
世
代
の
社
会
的
性
格
と
は
別
の
問
題
で

あ
る
。

(

8

)

青
年
の
他
代
紘
識
が
社
会
進
歩
を
前
捉
に
し
つ
つ
「
父
の
世
代
」
の
征
威
的
抑
圧
に
反
投
す
る
と
き
強
化
さ
れ
る
と
い
う
構
図
は
一
八
↓
↓

1

0
年
以
後
、
「
一
八
一
四
年
の
世
代
」
ぶ
権
力
の
出
に
就
い
た
場
介
に
も
其
本
的
に
は
変
わ
り
な
い
。
ギ
ゾ
ー
の
世
代
が
今
度
は
打
偽
の
対
象

に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

一
八
一
―
―
]
年
に
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
で
は
父
権
が
幼
少
期
の
子
供
に
し
か
及
ば
な
い

こ
と
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
に
青
年
期
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
A
l
e
x
i
s

d
e 

T
o
c
q
u
e
v
i
l
l
e
, 

D
e 

la 

d
e
m
o
c
r
a
t
i
e 

e
n 

A
m
e
r
i
q
u
e
, 

O
e
u
v
v
e
s 
C
o
m
p
l
e
t
e
s
. 

G
a
l
l
i
m
a
r
d
, 

t.
 

l 
1(i) 
P
.
2
0
0
)

ア
メ
リ
カ
社
会
は
進
歩
と
変
動
を
構
浩
化
し
て
い
る
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比

で
な
く
、
ま
た
か
れ
の
訪
れ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ア
メ
リ
カ
は
た
し
か
に
建
囚
の
父
た
ち
か
ら
次
の
世
代
へ
の
指
埠
者
の

交
替
の
時
期
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
さ
に
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
定
期
的
改
需
構
想
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
造
歩
と
変
化
が
あ
ま
り

に
も
公
理
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
社
会
で
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
世
代
対
立
は
表
面
化
せ
ず
、
青
年
の
問
題
も
解
消
さ
れ
る
て
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
祖
国
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
変
動
が
不
断
に
世
代
問
題
の
因
と
な
り
錯
果
と
な
っ

て
い
る
事
実
を
逆
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
9
)

フ
ラ
ン
ス
教
育
史
の
概
説
と
し
て
は

A
n
t
o
i
n
e
Pr
ost, 

H
i
s
t
o
i
r
e 

d
e 

l
'
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t 

e
n 
F
r
a
n
c
e 

 ̀1
8
0
0 
1 
1967, 

A
r
m
a
n
d 

g llin, 
を
参
照
。
プ
ロ
ス
ト
も
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
テ
ぶ
一
貫
し
て
「
中
滸
左
派
」
的
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

ibid.,
p
.
8
0 

(10) 

F
. 

G
u
i
z
o
t
, 

op. 

cit., 

p
p
.
8
7 | 
90. 



(

1

1

)

一
八
二
二
年
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
を
追
わ
れ
た
キ
ゾ
ー
の
講
義
が
一
八
二
八
年
に
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
を
も
っ
て
再
開
さ
れ
た
と
き
の
セ

ン
亡
イ
シ
ョ
ン
ぱ
そ
バ
戸
濯
冒
辞
か
ら
も
眉
う
こ
二
玉
，
で
き
る
。

F
r
a
n
c
o
i
s

G
u
i
z
o
t
, 

H
i
s
t
o
ir
c 

d
e 

la
 

civilisation 

e
n 

E
u
r
o
p
e
, 

Paris• 

Didier, 

1
9
0
4
, 

P
r
e
m
i
e
r
e 

h
o
n
. 
当
時
ヴ
H

,

し
ナ
・
イ
ユ
心
法
廷
に
職
を
得
て
い
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
そ
の
時
内
の
中
に
い
た
こ
と
Ic

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
ヤ
ニ
，
げ
キ
ソ
ー
の
講
義
が
べ
＇
t

の
知
識
層
の
話
題
を
隼
め
た
証
拠
と
い
う
こ
と
が
て
．
ぎ
芯
―

-
0年
代
の
百
由
エ

義
に
果
し
だ
ソ
・
ル
ボ
ン
ヌ
の
径
真
こ
っ
、
て
ほ
、

L
o
u
i
s
Gir
ar
d, 

L
e 
l
i
b
er
a
l
i
s
m
e 

e
n 
F
r
a
n
c
e 

d
e 

1
8
H 
-
1
8
・
1
8 

: 

D
o
c
t
r
i
n
e 

ct 

m
o
u
v
e
m
e
n
l
, 

C. 

D
. 

U. 

P
r
e
m
i
e
r
e 

Partie, 

p
p
. 
1
9
7ー

2
0
2
.

大
学
そ
の
他
の
高
等
教
育
機
関
で
の
人
気
教
授
の
講
義
が
学
生
の
み
な
ら
ず
市
民
一
般
を
広
く
魅
了
し
、
一
種
の
知
的
流
行
を
つ
く
り
だ
す

現
象
は
フ
ラ
ン
ス
知
識
界
の
独
特
の
伝
統
で
あ
る
が
、
一
八
二

0
年
代
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
は
そ
の
原
型
を
つ
く
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
反
政

府
的
言
論
の
昴
揚
の
場
と
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
権
力
の
弾
圧
が
問
題
を
大
ぎ
く
し
て
反
乱
の
き
っ
か
け
と
な
る
事
態
も
、
一
八
四

0
年
代
の

後
半
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
フ
ン
ス
に
お
け
る
ミ
シ
ュ
レ
の
講
義
を
舞
台
に
繰
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

(12)

ギ
ゾ
ー
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
歴
史
学
教
投
に
推
薦
し
た
ロ
ワ
イ
ェ
・
コ
ラ
ー
ル

R
o
y
e
r, C
o
l
l
ar
d

は
、
背
学
と
違
っ
て
歴
史
に
ほ
研
究
荼

積
が
な
い
と
述
べ
る
ギ
ゾ
ー
に
対
し
て
「
そ
れ
な
ら
ば
教
え
な
が
ら
学
べ
ば
よ
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。

L
o
u
i
s
Girard, 

0 
p. 

cit.,
 

p, 
1
7
7
. 

文
脈
を
や
や
異
に
す
る
が
、
ミ
シ
ュ
レ
も
教
育
者
と
し
て
の
経
験
が
か
れ
の
歴
史
研
究
そ
れ
自
体
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
も
し
歴
史
家
と
し
て
の
私
が
、
著
名
な
先
駆
者
た
ち
の
か
た
わ
ら
に
並
ば
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
特
別
の
功
績
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
教
え
た
こ
と
の
お
陰
と
な
る
だ
ろ
う
。
教
え
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
友
情
で
あ
っ
た
。
あ
あ
い
っ
た
偉
大
な
歴
史
家
た
ち
は
輝
や
か
し
い

才
気
と
正
し
い
判
断
力
を
持
ち
、
そ
し
て
深
み
が
あ
っ
た
。
し
か
し
私
は
そ
れ
以
上
に
愛
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」

J
u
l
e
s
M
i
c
h
e
l
e
t
, 

P
r
e
f
a
c
e 

a
u 

P
e
u
p
l
e
, 

大
野
一
道
訳
『
民
衆
』
序
文
、
ニ
ド
ガ
ー
ル
・
キ
ネ
氏
へ
、
二
七
ペ
ー
ジ
。

ミ
シ
ュ
レ
特
有
の
感
情
の
こ
も
っ
た
表
視
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
先
人
の
直
接
の
導
き
な
し
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
間
の
礎
を
築
い
た
精
神

が
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
ろ
。

「
教
師
な
含
世
代
」
と
い
う
点
は
、
思
想
史
的
に
い
え
に
、
か
れ
ら
が
革
命
の
た
め
に
一
八
世
紀
の
思
想
と
学
問
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
地
，
ぃ
ぃ

か
ら
歩
ぎ
始
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
梢
に
関
わ
る
。
こ
の
場
合

m
i
s
s
i
n
g
link
を
あ
え
て
た
ず
ね
れ
ば
、
そ
れ
は
帝
政
期
の
学
士

院
に
集
ま
っ
た

D
e
s
t
u
t
t
d
e 

T
r
a
c
y
, 

M
a
i
n
e 
d
e 

B
i
r
a
n
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
」
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
ロ
ワ
イ
ニ
・
コ
ラ
ー
ル
や
ク
ザ
ン
の
い
わ
る
折
衷
哲
学
が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
以
来
の
感
覚
論
を
当
面
の
敵
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
ろ
よ
う
に
、
医
学
や
自
然
科
学
と
遠
っ
て
哲
学
と
歴
吏
学
の
分
野
で
は
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
一
八
世
紀
思
想
と
一
九
世
紀
の
学
問
と
の
媒
介
役

を
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
！
思
想
史
の
た
め
の
試
論
I

ー
ー

言



ロ
マ
ン
主
義
は
出
こ
ふ
り
文
学
に
限
ら
れ
る
も
つ
で
は
た
；
v＼

閻
の
精
神
生
活
の
全
領
域
に
わ
た
ご
J

ル
ネ
サ
ン
ス
の
個
の
解
放
を
継
承
し
た
近
代
精
神
の
第
二
の
波
と
も
い
う
べ
き
巨
大
な
精
神
運
動

＼口）

青

年

の

運

動

と

し

て

の

ロ

マ

ン

主

訂
楽
、
芸
術
一
般
が
ら
哲
学
、
屈
愁
に
己
る
ぎ
て
、
主
よ
そ
人

(
1
3
)

こ
こ
で
は
大
学
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
た
が
、
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
新
し
い
ェ
リ
ー
ト
を
供
給
し
た
と
い
う
点
で
は

E

8
le 

n
o
r
m
a
l
e
, 

E
c
o
l
e 

p
o
l
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
な
ど
の
い
わ
ゆ
る

g
r
a
n
d
e
s
e 8 
!es
が
よ
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
ほ
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

教
師
と
軍
人
、
高
級
官
僚
の
供
給
源
と
し
て
こ
れ
ら
の
学
校
の
役
割
は
大
き
く
、
ま
た
ボ
リ
テ
ク
ニ
シ
ア
ン
が
サ
ン
・
シ
モ
ン
主
義
の
担
い

手
と
な
っ
た
事
実
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
講
義
自
体
が
広
く
社
会
の
注
目
を
梨
め
、
教
授
た
ち
が
知
的
指
導
者
と
な
る
と
い
う
事
態
は
こ
の
時

期
の

g
r
a
n
d
e
s
e
c
o
l
e
s
に

は

ま

だ

み

ら

れ

な

い

。

．

（
り
一
七
八
九
年
に
ル
ソ
ー
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
読
ん
で
い
た
の
ぱ
貴
族
や
一
部
の
知
的
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
あ
り
、
啓
蒙
思
想
が
国
民
一
般
の

教
壺
に
浸
透
し
だ
す
の
は
復
古
王
政
期
の
こ
と
で
あ
る
。
一
八
二

0
年
代
の
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
主
義
」
を
直
接
に
つ
く
り
出
し
た
点
で
こ
れ
ら

の

包
iteur
s
の
存
在
ほ
重
要
で
あ
る
。

L
o
u
i
s
Gir
ar
d, 

op. 

cit.,
 

p. 

188. 

(15) 

Y
v
o
n
n
e 
K
n
i
b
i
e
h
l
e
r 

F
r
a
n
f
Q
i
S 

M
i
唇
et,
h
i
s
t
or
i
e
n 
!ibex'al, 

1
7
9
6ー

1884.
U
n
i
v
e
r
s
i
t
e 

d
e 

Lille 

ill,
 

1973. 

p
p
.
1
7
~
1
8
. 

(16) 

P
i
e
r
r
e 

L
e
r
o
u
x
, 

F
r
a
n
,
o
i
s 

D
u
b
o
i
s
の
二
人
を
中
心
に
刊
行
さ
れ
た

le
G
l
o
b
e

に
は
や
が
て

R
密
nusat,
Vitet, 

D
u
v
e
r
g
i
e
r 

d
e 
H
a
u
r
a
n
n
e
, 

S
a
i
n
t
e 
, B
e
u
v
e
, 

B
e
r
t
r
a
n
d

な
ど
が
加
わ
り
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
原
型
を
つ
く
っ
た
。

Cf. 

J
e
a
n 
, J
a
c
q
u
e
s 

Goblot, 

P
i
er
r
e 

L
e
r
o
u
x 

e
t 

s
e
s 

p
r
e
m
i
e
r
s 

ecrits 

(
1
8
2
4 
1 
1830), 

P
r
e
s
s
e
s 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
s 
d
e 
L
y
o
n
. 

(
1
7
) 

C
i
t
e 

p
a
r 

J
e
a
n 

T
o
u
c
h
a
r
d
, 

L
a 
G
l
o
i
r
e 

d
e 

B
e
r
a
n
g
e
r
, 

A
r
m
a
n
d 
Colin, 

1968, 

I 
• 

p. 
365. 

文
芸
批
評
の
確
立
を
叫
ん
だ
そ
の
創
刊
の
辞
に
も
そ
う
し
た
青
年
の
気
負
い
が
溢
れ
て
い
る
。

「
王
政
復
古
以
後
育
ち
、
知
識
欲
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
き
た
こ
の
世
代
は
文
芸
批
評
に
か
れ
ら
の
関
心
を
ひ
き
う
る
も
の
を
見
出
す
で
あ
ろ

う
か
。
若
も
の
ほ
し
ば
し
ば
政
治
論
争
に
性
急
に
関
わ
ろ
と
し
て
非
雖
さ
れ
て
ぎ
た
。

．．．．．．
 

」
le
G
l
o
b
e
, 

le 

1
5 

sep. 

1824. 

(18)

こ
の
時
期
の
世
代
意
識
の
形
成
を
よ
り
微
細
に
検
4
翌
9

る
に
は
、
こ
の
ほ
か
当
時
の

salon,
cafe, 

club. 

cercle, 

な
ど
、
品
近
の
社

会
史
が

sociabilite
の
研
究
と
し
て
と
り
あ
げ
る
生
団
の
あ
り
万
を
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

四



デ
ミ
ー
攻
撃
か
ら
、

党
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

五

ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
概
ね
政
治
的
に
自
由
主
義

(
1
) 

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
巨
視
的
観
点
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
の
全
体
像
に
迫
る
こ
と
は
で
者
な
い
e

対
象
を
フ
ラ
ン
ス
の
ロ

マ
ソ
主
義
、
そ
れ
も
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
を
中
心
と
す
る
一
群
の
文
学
者
、
芸
術
家
の
一
九
世
紀
前
半
の
運
動
に
限
定
し
て
、
そ
れ

が
有
し
た
青
年
の
運
動
と
し
て
の
一
面
を
時
代
の
社
会
状
況
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。

(
2
) 

し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
の
対
照
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

の
政
治
的
傾
向
も
変
化
す
る
。
だ
が
ロ
マ
ソ
主
義
運
勁
を
全
体
と
し
て
み
る
と
き
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
社
会
変
勁
、
革
命
に

よ
る
社
会
の
解
放
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
は
フ
ァ
ン
・
テ
ィ
ー
ゲ
ム
も
ロ
マ
ン
派
の
作
家
の
社
会
的
出

(
3
) 

自
の
検
討
か
ら
確
認
し
て
い
る
。
マ
ソ
ハ
イ
ム
は
一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、

「
ロ
マ
ソ
主
義
的
保
守
主
義
」
と
「
自
由
主
義

(
4
) 

的
合
理
主
義
」
と
が
同
じ
―
つ
の
「
世
代
現
実
」
に
対
す
る
二
つ
の
相
反
す
る
反
応
と
し
て
生
じ
た
と
し
て
い
る
。

同
様
の
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
も
ま
た
、
前
節
で
分
析
し
た
一
八
一
四
年
の
世
代
に
属
し
て
い
る
。

ア
ソ
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、
初
期
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
の
出
発
点
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
、
王

一
八
二

0
年
代
に
な
る
と
ユ
ー
ゴ
ー
自
身
を
含
め
て
、

的
な
立
場
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
促
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
―

-
0年
代
の
政
治
反
動
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中
で
か
れ
ら
な
り

に
行
な
っ
た
革
命
の
伝
統
の
発
見
で
あ
っ
た
。
―

-
0年
代
の
自
由
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
は
ス
タ
ー
ル
夫
人
を
―
つ
の
出
発
点
と
す
る
点

に
共
通
の
根
を
も
っ
て
い
，
四
前
節
に
触
れ
た
ル
・
グ
ロ
ー
ブ
紙
は
自
由
派
の
青
年
と
ロ
マ
ン
派
の
青
年
と
の
間
に
共
通
の
場
を
設
定
し

(
5
) 

た
と
こ
ろ
に
最
大
の
存
在
意
義
を
見
出
し
た
。

「
今
日
、
政
治
臼
I、
'
ン
シ
-
'
'
ン
・
〗
ぃ
』
4こ
と
同
じ
ょ
う
こ

C
6
) 

ア
ソ
ニ

J

〉
;
レ
ン
ム
が
存
在
す
る
」
と
い
う
一
八
二
六
年
の
ア
カ

(
7
) 

「
ロ
マ
ン
主
義
と
は
そ
の
破
闘
的
側
面
か
ら
す
れ
は
文
学
に
お
け
る
日
由
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
れ
名
た

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
ー
思
想
史
の
た
め
の
試
論
ー
ー
、

シ
ャ
ト
ー
ブ
リ

ロ
マ
ン
主
義
も
国
が
違
い
、
時
期
が
変
わ
れ
ば
、
そ



し
か
し
な
が
ら
、
二

0
年
代
の
自
由
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
が
世
代
の
運
動
と
し
て
共
通
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
両
者
の
主
観
的
な
懺

代
意
識
に
は
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
青
年

j
e
u
n
e
s
s
e

の
目
意
識
ぱ
共
通
で
あ
る
が
、

識
ほ
一
八
一
四
年
前
後
の
歴
史
状
況
に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
―

-
0年
代
に
そ
の
世
代
は
た
ま
た
ま
青
年
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
っ
て
、
立
寮
主
義
や
政
治
的
自
由
と
い
う
か
れ
ら
の
課
題
そ
れ
自
体
は
普
遍
的
な
目
標
で
あ
っ
て
、

か
れ
ら
の
世
代
と
の
み
排
他

的
に
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
ら
が
そ
う
し
た
課
遁
を
担
っ
た
の
は
あ
る
峙
定
の
歴
史
状
況
が
そ
う
さ
せ
た
に
筵
ぎ
な
い
。
に
か
ら

こ
そ
一
八
一
―

-0年
の
勝
利
を
か
ち
と
っ
た
自
由
主
義
者
の
多
く
は
七
月
王
政
体
制
の
中
に
多
か
れ
少
か
れ
安
定
的
な
地
位
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。
そ
こ
に
は
生
理
的
成
熟
と
社
会
的
上
昇
の
リ
ズ
ム
が
合
致
し
た
、
そ
の
限
り
で
幸
福
な
世
代
の
姿
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

を
価
値
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
「
ロ
マ
ン
派
の
軍
勢
に
あ
っ
て
は
、

ロ
マ
ン
主
義
の
世
代
意
識
に
は
特
定
の
時
代
状
況
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
青
春
そ
れ
自
体
を
意
識
し
、
若
さ
一
般

(
8
) 

イ
タ
リ
ア
遠
征
軍
に
お
け
る
と
同
じ
く
誰
も
が
若
か
っ
た
」

と
い
う
の
は
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
ェ
の
老
年
に
な
っ
て
か
ら
の
回
想
で
あ
る
が
、
そ
の
徹
底
的
に
陶
酔
的
な
調
子
は
、
『
三
つ
の
世
代
』

に
お
け
る
ギ
ゾ
ー
が
と
も
か
く
も
自
己
の
世
代
の
歴
史
的
役
割
の
客
観
的
な
評
価
を
通
し
て
次
の
世
代
へ
呼
び
か
け
よ
う
と
し
た
の
と
対

照
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
文
学
者
と
歴
史
家
と
の
相
違

}

1

と
ど
ま
ら
な
い
精
神
の
在
り
方
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
。

青
春
や
若
さ
そ
れ
自
体
を
価
値
と
す
る
領
向
は
お
そ
ら
く
ロ
マ
ソ
主
義
の
文
学
理
念
と
内
在
的
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
。

r
e
g
l
e
に
対
し
て
「
霊
感
」

inspir
ation
を
、
「
手
腕
」

talent
1J.
 

対
し
て
「
天
稟
」

g
e
n
i
e
を
主
張
す
る
ロ
マ
ン
的
精
神
は
本
来
、
成

な
る
。

「
規
則
」

「
八
九
年
の
子
」
と
い
う
自
由
主
義
者
の
悦
代
意

中
で
獲
ち
と
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
-3
。
本
稿
0

観
点
か
ら
み
ゎ
旦
、
そ
れ
げ
詞
し
世
代
の

し
て
の
見
辿
性
と
し
う
こ
と
に

定
義
こ
至
る
ヴ
ィ
7

ト
ル
・

r
L
9
9
‘

、
「
一
，
＇
の
歩
み
ぱ
‘

一
八
三

0
年
に
捻
合
ろ
目
由
主
義
こ
u
．
マ
ン
王
義
つ

つ
歴
史
的
文
脈
の

,. 
ノ‘



が
イ
ロ
ニ
ー
と
異
和
感
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
0

ア
カ
デ
ミ
ー
入
り
を
果
し
て
自
か
ら
時
代
の
最
高
の
文
学

的
権
威
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ュ
ー
ゴ
ー
に
と
っ
て
政
治
的
理
由
に
よ
る
晩
年
の
不
遇
は
お
そ
ら
く
か
れ
自
身
の
ロ
マ
ン
的

二
ル
ナ
ニ
」
の
勝
利
後
、
七
月
王
政
下
の
ロ
マ
ソ
主
義
は
む
し
る
社
会
的
政
治
的
な
局
面
で
運
動
と
し
て
の
生
命
力
を
も
っ
た
と
い

え
よ
う
。
七
月
王
政
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
通
俗
性
を
痛
罵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
マ
ソ
主
義
は
新
し
い
世
代
と
所
し
い
階
級
を
一
時
的

に
は
惹
き
つ
け
た
。

一
八
囚
八
年
は
そ
の
意
味
で
文
学
青
年
と
政
治
青
年
と
が
手
を
携
え
て
最
後
の
口
醤
類
を
示
し
た
口
期
で
あ
る
。
た
が

ロ
マ
ン
主
義
に
固
有
の
個
我
の
慈
識
と
、
政
治
運
動
・
社
会
運
動
の
論
理
と
の
間
に
は
根
本
的
な
矛
盾
が
あ
る
。

C
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い

(11) 

う
「
自
凸
月
身
の
習
俵
」
と
い
う
ロ
マ
ソ
主
義
の
精
神
は
ウ
ェ
ー
ー
バ
ー
つ
い
う

D
i
e
n
s
t
a
n 
S
a
c
h
e 

Q
対
極
に
あ
る
精
神
態
度
で
あ

り
、
「
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
」
が
機
会
主
義
的
に
な
る
の
ほ
保
守
的
ロ
マ
ソ
主
義
で
あ
る
と
革
命
的
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
心
と
を
問
わ
な
い
。

一八――

-
0年
に
お
け
る
ラ
・
フ
ァ
イ
ニ
ッ
ト
の
役
割
が
啓
蒙
主
義
の
政
治
化
の
白
烏
の
歌
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

テ
ィ
ー
ヌ
と
と
も
に
ロ
マ
ン
主
義
の
政
治
的
役
割
も
終
焉
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
八
四
八
年
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
も
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
泄
代
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
げ
れ
ど
も
個
々
の
専
門

領
域
、
文
化
領
域
を
超
え
て
時
代
の
一
般
状
況
、
時
代
精
神
日
体
が
世
代
意
識
を
尖
鋭
化
せ
し
め
る
事
態
は
お
そ
ら
く
第
一
次
大
戦
、
少

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
世
代
の
問
題
ー
ー
思
想
史
の
た
め
の
拭
論
ー
'
1

精
神
の
維
持
に
は
有
益
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七

一
八
四
八
年
の
ラ
マ
ル

『
ン
的
精
神
の
独
じ
生
か
あ
る
幻
で
お
さ
っ
そ

e`

＇
し
こ
意
識
は
あ
る
場
合
こ
に
夭
近
の
価
位
化
や
死
と
自
殺
へ
幻
願
望
を
さ
子
王
臼
こ
と

(10) 

に
な
ろ
が
、
ま
た
成
熟
し
成
功
し
た
ロ
マ
ン
主
義
各
を
特
異
な
梢
神
状
況
に
追
い
こ
む
こ
と
に
も
芯
る

ゴ
ー
-
―
}
一
刀
回
想
を
似
む
砒
者

熟
や
界
験
と
い
っ
た
価
薗
な
ア
プ
リ
オ
ー
に
否
定
す
る
。
「
老
衰
ア
』
，
回
っ
て
ほ
青
春
を
以
っ
て
し
、

(
9
) 

る―

（
松
点
竺
限
文
イ
ク
リ
ッ
ク
J

と
い

l

グ
し
ぎ
月
か
＾
つ
？
ま
こ
い
つ
か
老
い
る
こ
い
う
事
r
え
べ
を
應
識
？
年
｝
』
追
い
や
る
と
こ
る
に

且
去
に
対
す
ろ
に
ぱ
未
来
を
は
っ
て
す



く
と
も
ド
レ
ス
フ
ェ
ス
事
件
に
至
る
ま
で
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
°

一
五
ペ
ー
ジ
。

(

1

)

ロ
マ
ン
主
義
の
研
究
文
献
は
そ
れ
こ
そ
汗
牛
充
棟
の
量
で
あ
り
、
見
解
の
差
達
も
無
限
に
幅
が
あ
る
。
こ
こ
に
要
約
し
た
評
価
ほ
近
年
の

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
学
史
的
研
究
の
共
通
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
フ
ァ
ン
・
テ
ィ
ー
ゲ
ム
の
も
の
で
あ
る
。

V
a
n 
T
i
e
g
h
e
m
, 

L
e 
r
o
m
a
n
t
i
s
m
e 

d
a
n
s 

la
 

litterature 

e
u
r
o
p
e
e
n
n
e
. 

(

2

)

た
と
え
ば
、

C
ar
l
S
c
h
m
i
t
t
, 

Politische 

R
o
m
a
n
t
i
k
, 

D
u
n
c
k
e
r 

& 
H
u
m
b
l
o
t 

 ̀19
2
5
. 

E
i
n
l
e
i
t
u
ng
. 

も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
の

ロ
マ
ン
主
義
を
も
っ
ば
ら
ル
ソ
ー
の
延
長
と
み
る
点
で
も
、
ル
ソ
ー
自
身
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
解
は
今
日
で
は
疑
問
が
多

(

3

) 

V
a
n 
T
i
e
g
h
e
m
, 

op. 

cit.,
 

p, 
1
2
6
・ 

(
4
) 

K
. 

M
a
n
n
h
e
i
m
, 

op. 

cit.,
 

p. 
3
0
4
. 

(

5

)

「
政
治
新
聞
は
も
は
や
真
実
を
語
れ
な
い
」
と
し
て
「
文
芸
紙
」

J
o
u
r
n
a
l
litt
硲
aire
と
し
て
出
発
し
た
ル
・
グ
ロ
ー
ブ
は
一
八
二
六

年
八
月
に
は
「
哲
学
・
文
芸
紙
」

J
o
u
r
n
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e 

e
t 

litteraire

を
名
の
り
、
一
八
二
八
年
八
月
に
は
言
論
統
制
法
の
緩
和
を

受
け
て
「
哲
学
・
政
治
・
文
芸
紙
」

J
o
u
r
n
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
, 

politique 

e
t 

litteraire

と
称
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
に
応
じ
て
ギ
ゾ

ー
、
レ
ミ
ュ
ザ
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
・
ド
・
オ
ラ
ン
ヌ
な
ど
の
自
由
主
義
者
の
書
く
政
治
記
事
の
比
重
が
増
し
て
い
る
。

Cf.
J
e
a
n 
, J
a
c
q
u
e
s 

Goblot, 

op. 

cit.,
 

pp. 
6
ー

8
.

(

6

) 

P
r
e
f
a
c
e 

d
e 
C
r
o
m
m
w
e
l
l
. 

(
7
)

『
ニ
ル
ナ
ニ
』
序
文
、
邦
訳
、
中
公
文
庫
、
六
ペ
ー
ジ
。

(
8
) 

T
h
e 0 
file 

G
a
u
t
i
er
, 

H
i
s
t
o
ir
e 

d
u 
r
o
m
a
n
t
i
s
m
e
, 

渡
辺
一
夫
訳
「
壱
春
の
回
想
」
富
山
房

(
9
)

同

‘
1
0ペ
ー
ジ
。

(
1
0
)
H
.
G
・
シ
ェ
ン
ク
、
生
松
・
塚
太
訳

j

」
戸
マ
ン
主
義
の
精
神
』
八
三
ペ
ー
ジ
以
下
。

(11) 

C
ar
l 

S
c
h
m
i
t
t
, 

a.
 

a.
 

0
. 

S.
 

100 

一八




