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四

ア
ー
レ
ン
ス
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
批
判

一

亡
命
後
の
ア
ー
レ
ン
ス
が
最
初
に
論
壇
に
登
場
し
た
作
品
と
目
さ
れ
る
の
は
、「
最
近
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
宗
教
的
、

道
徳
的
お
よ
び
政
治
的
展
開
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
長
文
の
論
説
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
コ
ッ
タ
社
が
一
八
二
八
年
の
元
旦
に

創
刊
し
た
日
刊
紙
『
ダ
ス

ア
ウ
ス
ラ
ン
ト
』（『
外
国
』、
副
題
は
「
諸
民
族
の
精
神
的
・
道
徳
的
生
活
の
情
報
の
た
め
の
日
刊
紙
、

と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
類
似
現
象
に
留
意
し
て
」）
に
、
一
八
三
二
年
の
五
月
二
十
二
日
号
か
ら
七
月
十
日
号
ま
で
、
計
十
一
回

に
わ
た
っ
て
連
載
さ
（
７６
）

れ
た
。
全
体
は
四
つ
の
論
説
で
構
成
さ
れ
、
第
一
論
説
（
二
回
分
）
で
は
、
執
筆
の
意
図
と
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主

義
に
お
け
る
宗
教
へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
、
第
二
論
説
（
三
回
分
）
で
は
同
じ
く
道
徳
論
が
、
第
三
論
説
（
三
回
分
）
で
は
政
治
論

が
分
析
・
批
判
さ
れ
、
最
後
の
第
四
論
説
（
三
回
分
）
で
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
全
体
像
が
総
括
さ
れ
る
。
四
つ
の
各
論
説
の
末
尾

に
「
Ａ
」
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
連
載
第
一
回
に
の
み
、「
パ
リ
、
四
月
の
末
」
と
い
う
日
付
が
表
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
外
形
的
に
は
こ
の
日
付
は
四
論
説
全
体
に
か
か
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
五
月
二
十
二
日
号
の
第
一
面

ト
ッ
プ
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
第
一
回
は
、
つ
ぎ
の
文
章
で
始
ま
る
。

「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
機
関
紙
グ
ロ
ブ
が
、
発
行
を
停
止
し
て
お
り
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
と
そ
の
支
持
者
た
ち
は
、
か

れ
ら
が
告
知
し
た
言
葉
づ
か
い
で
い
え
ば
、
山
に
引
き
こ
も
っ
た
。
明
ら
か
に
こ
れ
が
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
没
落
さ
せ
た
主
要

な
危
機
の
一
つ
だ
。」
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
い
ま
の
没
落
」
の
原
因
は
「
そ
の
教
義
そ
の
も
の
に
あ
っ

た
」
と
と
ら
え
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
確
固
と
し
た
基
礎
と
統
一
性
と
を
欠
い
て
い
た
た
め
に
そ
の
思
想
と
教
義
が
陥
っ
た
ア
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ナ
ー
キ
ー
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
仲
間
た
ち
の
現
在
の
結
社
秩
序
を
完
全
に
解
体
さ
せ
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
み
る
。
サ
ン
‐

シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
、「
そ
の
体
系
を
展
開
す
る
こ
と
を
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
」
か
ら
、「
没
落
の
芽
は
非
常
に
急
速
に
展
開
し

た
。」
お
か
げ
で
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
欠
陥
、
誤
り
、
お
よ
び
生
活
に
と
っ
て
の
危
険
性
の
す
べ
て
が
早
々
に
明
ら
か
に
な
っ

た
。」「
人
類
は
も
ち
ろ
ん
こ
ん
に
ち
大
い
に
進
歩
し
て
お
り
、
誤
り
や
転
倒
に
も
遠
い
将
来
へ
の
見
込
み
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
ほ
ど
だ
が
、
多
く
の
点
で
そ
れ
ら
に
結
び
つ
い
た
良
い
も
の
や
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
人
々
を
誤
り
へ
と
導
く

こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
ば
あ
い
に
は
、
多
く
の
人
々
を
誤
り
へ
導
い
た
。
サ
ン
‐
シ
モ

ン
主
義
の
教
義
は
ド
イ
ツ
で
も
時
折
共
感
を
呼
び
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
学
問
的
現
象
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
届
く
さ
ま
ざ
ま
な
著
述
や
発
言
か
ら
み
る
と
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
の
第�

一�

部�

、
そ
の
生
涯
の
第�

一�

幕�

し
か
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
第�

二�

部�

、
結
末
、
そ
し
て
一
八
三
一
年
十

一
月
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
最
初
の
重
大
な
分
裂
で
明
ら
か
に
な
っ
た
そ
の
解
体
、
そ
れ
以
降
首
領
ア�

ン�

フ�

ァ�

ン�

タ�

ン�

に

よ
っ
て
述
べ
ら
れ
、
ま
た
あ
と
に
残
っ
た
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
大
部
分
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
そ�

の�
〔
新
段
階
の
〕教
義
は
、

ド
イ
ツ
で
は
現
在
ま
で
大
部
分
が
知
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。」(N

o.
143,

22.
M
ai
1832,

S.
569

L
-569

R
)

こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
す
で
に
た
び
た
び
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
本
紙
で
、

よ
り
新
し
い
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
を
簡
潔
に
描
写
し
批
判
す
る
こ
と
は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
な
ん
ら
か
の
関
心
を
抱
い

て
い
る
ド
イ
ツ
の
多
く
の
人
々
に
歓
迎
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
第

二
段
階
の
諸
教
義
は
、
い
つ
も
断
片
的
で
し
か
な
く
、
発
行
部
数
も
少
な
い
」
う
え
に
、「
そ
れ
ら
は
無
料
で
提
供
さ
れ
た
」
と
い

う
事
情
も
あ
っ
て
、「
外
国
で
は
入
手
が
困
難
に
な
っ
た
。」
本
稿
で
の
「
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
中
立
的
で
あ
り
、
ま
じ
め
で
あ
る
だ
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ろ
う
。」
非
難
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
長
い
熟
慮
の
結
果
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
何
度
も
筆
を
取
ろ
う
と
し

た
が
、「
事
態
が
完
全
に
展
開
し
て
決
定
的
な
時
点
に
な
る
ま
で
待
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
、
や
っ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ

れ
の
状
態
に
よ
っ
て
、
他
の
ド
イ
ツ
人
よ
り
も
は
る
か
に
正
確
に
そ
の
教
義
を
知
る
に
至
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
公
に
発
言
す

る
こ
と
は
真
の
義
務
で
あ
る
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
の
読
ん
で
い
な
い
よ
う
な
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
著
作
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し

う
る
し
、
加
え
て
わ
れ
わ
れ
は
最
も
す
ぐ
れ
た
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
と
親
密
な
交
流
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

と
く
に
最
初
は
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
か
な
り
の
善
い
点
の
ゆ
え
に
、
そ
の
教
義
に
大
い
に
好
意
を
抱
い
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ

が
善
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
大
国
で
そ
れ
が
熱
心
に

普
及
す
る
の
を
見
て
、
う
れ
し
く
思
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
教
義
の
誤
り
と
生
活
に
と
っ
て
の
危
険
性
と
に
注
目
し
た
が
、
し
ば

ら
く
の
あ
い
だ
は
、
こ
の
雑
草
は
む
や
み
に
繁
茂
し
た
り
せ
ず
に
理
性
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
て
、
高
次
の
見
方
に
代
わ
る
だ
ろ
う
と

信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
は
わ
れ
わ
れ
を
裏
切
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
そ
の
教
義
の
構
想
全
体
に
お
い
て
理�

性�

と
学�

問�

の
軽
視
が
間
接
的
に
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
こ
れ
か
ら
は
感�

情�

が
、
理�

論�

と
生�

活�

に
お
け
る
主
導
者
に
な
る
、
と
言
う

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
に
外
見
を
と
り
つ
く
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
基
礎
的
な
学�

問�

と
、
と
り
わ
け
哲�

学�

を
ま
っ
た
く
知
ら
な

か
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
感
情
が
、
つ
ま
り
、
感
情
と
い
う
も
の
は
普�

遍�

的�

な�

も
の
や
理�

念�

や
教
義
を
な
ん
ら
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、

百
人
い
れ
ば
百
通
り
の
や
り
方
で
生
ま
れ
る
し
、
理
性
の
光
で
照
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
や
す
く
熱
狂
や
狂
信
へ
導
か
れ
う

る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
う
い
う
感
情
が
理
性
の
主
導
者
に
な
る
の
だ
な
ど
と
言
う
こ
と
に
な
る
。」(S.

569
R
-570

L
)

こ
の
原
理
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、「
は
じ
め
は
、
理�

性�

と
学
問
の
人
（
学
識
者le

savant

）
に
は
、
結
社
の
中
で
、
感�

情�

の
人
つ

ま
り
聖
職
者(le

prêtre)

よ
り
低
い
地
位
し
か
あ
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
の
ち
に
、
学
問
的
教
養
の
あ
る
人
々
の
大
部
分
が
分
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離
・
退
場
し
た
の
ち
に
は
、〈
学
識
者
〉
は
奇
形
の
人
間
と
し
か
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
哲
学
者
が
、
学
識
者
、
理
性
の
人
、
論

理
の
人
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
表
現
し
う
る
か
ぎ
り
で
最
大
の
拒
否
と
侮
蔑
で
あ
っ
た
。」
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
大
い
な

る
献
身
的
行
為
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
そ
の
人
柄
を
わ
れ
わ
れ
が
た
い
て
い
尊
敬
し
て
い
る
人
々
の
誤
り
を
こ
こ
で
公
に
述
べ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
悲
し
い
こ
と
だ
」
が
、
そ
れ
は
「
人
類
に
と
っ
て
危
険
な
教
義
」
を
洞
察
し
た
者
の
「
義
務
」
な

の
だ
と
言
う
。
ま
た
、「
こ
こ
〔
こ
の
論
説
〕
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
も
、
わ
れ
わ
れ
が
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
結
社
の
中
心
人

物
た
ち
に
対
し
て
率
直
に
話
し
た
よ
り
も
も
う
少
し
抑
制
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
」(S.

570
L
)

と
述
べ
て
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン

や
バ
ザ
ー
ル
ら
中
枢
メ
ン
バ
ー
と
の
個
人
的
な
交
流
と
論
争
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
、
全
体
の
序
論

に
あ
た
る
第
一
回
分
の
主
旨
で
あ
る
。

連
載
第
二
回
で
は
、
ま
ず
、「
分
裂
」
の
前
か
ら
組
織
内
に
路
線
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。「
十
一
月
に
サ
ン
‐
シ
モ
ン

主
義
の
仲
間
に
起
こ
っ
た
分
裂
の
最
も
自
然
な
原
因
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
す
で
に
長
い
あ
い
だ
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
た
、
婚
姻
、
女

性
一
般
に
か
ん
す
る
、
ま
た
、
位
階
制
と
聖
職
者
の
機
能
に
か
ん
す
る
考
え
方
の
相
異
に
あ
っ
た
。
こ
の
相
異
は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン

主
義
の
教
義
の
な
か
で
道�

徳�

お
よ
び
道
徳
的
諸
関
係
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
た
」
が
、「
根
本
的
に
は
教
義
体
系

全�

体�

に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
の
首
領
の
一
人
バ
ザ
ー
ル
も
、
ま
た
そ
の
他
大
勢
も
、
承
認
し
て
い
た
し
、
か

れ
は
本
稿
の
著
者
に
対
し
て
、
何
度
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
確
信
を
語
っ
た
。
つ
ま
り
、
教
義
は
根
本
か
ら
新
た
に
つ
く
り
あ
げ
る
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
は
か
れ
一
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
生
の
新
た
な
形
成
に
か
ん
す
る
高
い
理
念
を
も
ち
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と

の
で
き
る
人
々
全
員
の
一
致
し
た
活
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、（
７７
）

と
。」(N

o.
144,

23.
M
ai
1832,

S.
574

R
)

そ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
教
義
全
体
の
主
要
部
分
を
「
宗�

教�

、
道�

徳�

お
よ
び
政�

治�

と
い
う
三
つ
の
観
点
」
か
ら
考
察
し
た
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い
、
と
宣
言
し
、
最
初
に
、
と
く
に
「
分
裂
」
後
の
「
現
在
の
首
領
」
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
説
く
「
新
し
い
宗
教
」
を
と
り
あ
げ

る
。ア

ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、『
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
教
理
解
説
』
第
二
部
第
八
回
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
「
サ
ン
‐
シ

モ
ン
主
義
は
神
を
、
そ
こ
に
世
界
と
人
類
の
い
っ
さ
い
が
存
し
、
そ
の
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
一
つ
の
無
限
の
存
在
者
と
と
ら
え

て
い
た
が
、
こ
の
理
念
は
ま
っ
た
く
外
的
に
し
か
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
体
と
の
有
機
的
な
関
係
を
欠
い
て
い
た
。」
と
こ
ろ
が
、

現
在
で
は
、
さ
ら
に
、「
有�

限�

な�

存
在
で
あ
る
一
人
の
人
間
が
無�

限�

の�

神
性
に
取
っ
て
代
わ
る
」
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

ン
フ
ァ
ン
タ
ン
が
言
う
に
は
、〈
無
限
の
神
性
〉
は
〈
こ
の
世
で
啓�

示�

さ
れ
〉、〈
人�

類�

に
お
い
て
最�

高�

度
に
顕
現
さ
れ
る
〉
の
で
あ

り
、
そ
の
〈
人
類
に
は
つ
ね
に
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
の
う
え
に
そ
び
え
立
つ
一
人
の
至�

高�

の�

人
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
最
高
の
人
々
は
、
歴
史
の
発
展
の
な
か
で
は
宗�

教�

創�

設�

者�

と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
〉、
と
。「
い
ま
や
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義

に
よ
っ
て
新
し
い
宗
教
が
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
が
結
社
の
首
領
と
し
て
、
人
類
の
頭
、
人
類
の
父�

(père
de

l’hum
anité)

な
の
だ
。
こ
の
頭�

に
お
い
て
の
み
神�

性�

が
至�

高�

の�

啓
示
に
至
る
。」
ま
た
、
神
性
の
「
自�

覚�

」
は
「
一
人
の
個�

人�

に
お

い
て
の
み
生
じ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
頭�

以
外
の
何
者
で
も
な
い
。」「
人
類
が
自�

覚�

さ
れ
る
の
も
、
そ
の
最
高
の
代�

表�

者�

、
人
類

の
頭�

に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
頭
が
、
地
上
に
お
け
る
神�

性�

の�

生�

き�

た�

代�

表�

者�

で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
た
ん
に

神
性
の
代�

理�

人�

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
性
の
ま
こ
と
の
具�

現�

者�

で
も
あ
る
。」
そ
の
結
果
、
こ
れ
か
ら
は
「
い
っ
さ
い
の
神�

秘�

主�

義�

は
消
滅
」
し
、「
そ
れ
に
代
わ
っ
て
本
来
の
真
の
宗
教
的
関
係
が
生
ま
れ
る
の
だ
。」(S.

575
L
)

そ
の
関
係
と
は
、「
上�

位�

者�

に
対
す
る
下�

位�

者�

（
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
用
語
に
お
け
る
父�

に
対
す
る
子�

）
の
関�

係�

」
で
あ
る
。

「
そ
こ
で
は
、
結
社
全
体
が
至�

高�

の�

父�

(pére
suprém

e)

と
全
面
的
に
結�

合�

し
て
い
る
（
一
致＝

聖
体
拝
領
を
す
るcom

m
unier

）。
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だ
か
ら
、
位�

階�

制�

H
ierarchie

が
真
に
宗�

教�

的�

な�

関�

係�

と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
宗
教
はreligare

、lier

〔
結
び
付
け
る
〕
に
由
来

し
、
そ
の
意
味
は
ま
さ
し
く
人
々
が
互
い
に
結
合
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。」「
位
階
制
は
、
宗
教
の
神
秘
そ
の
も
の
で

あ
る
。」

こ
の
よ
う
な
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
主
張
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
は
、「
真
に
宗
教
的
な
生
の
い
っ
さ
い
を
全
面
的
に
圧
殺
す

る
」
も
の
だ
っ
た
。「
人
類
は
い
ま
や
原
理
的
に
も
神
性
か
ら
分�

離�

さ
れ
た
。」
神
性
は
「
呪�

物�

」
に
し
か
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
た
。

こ
こ
に
出
現
し
た
「
位�

階�

制�

」
は
、「
人
類
が
知
る
か
ぎ
り
最
も
神
聖
か
ら
堕
落
し
た
も
の
、
最
も
生
に
有
害
な
も
の
」
で
あ
る
。

「
盲
目
的
な
従�

属�

が
宗
教
的
帰�

依�

（
献
身dévouem

ent

）
と
呼
ば
れ
、
上
位
者
の
恣�

意�

が
愛�

の
マ
ン
ト
で
包
ま
れ
、
奴
隷
的
服�

従�

が

上
位
者
に
対
す
る
下
位
者
の
忠�

誠�

（
敬
意hom

m
age

）
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
。」

し
か
も
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
、
一
八
三
二
年
三
月
二
九
日
の
『
グ
ロ
ブ
』
誌
に
載
っ
た
書
簡
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る

に
至
っ
た
。〈
五
年
前
か
ら
わ
た
く
し
は
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
に
、
わ
た
く
し
の
血�

、
わ
た
く
し
の
肉�

、
わ
た
く
し
の
命�

を
与

え
て
き
た
。
多
く
の
者
が
わ
た
く
し
の
肉�

、
あ
る
い
は
わ
た
く
し
の
血�

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
、
あ
る
い
は
魅
了
さ
れ
て
わ
た
く
し
の

も
と
を
去
り
、
一
滴
ず
つ
わ
た
く
し
を
拡
散
し
て(repandent)

、
世�

界�

中
に
わ
た
く
し
の
断
片
を
投
げ
て
い
る
。〉〈
わ
た
く
し
は
、

わ�

た�

く�

し�

自�

身�

を
生
き
て
い
る
よ
う
に
世�

界�

で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
、
わ�

た�

く�

し�

自�

身�

の�

半�

分�

(m
oitié

de
m
oi-

m
êm
e)

を
わ
た
く
し
に
告
げ
て
く
れ
る
の
だ
。〉
こ
う
い
う
言
葉
か
ら
み
る
と
、「
こ
の
首
領
は
た
ん
に
神
性
の
代
理
人
以
上
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
神
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
外
的
世
界
は
、
い
ま
で
は
か
れ
自
身
の
半�

分�

と
し
て
表
示
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。」(S.

575
R
)

―
―
こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
分
裂
後
の
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
宗
教
意
識
と
そ
の
活
動
の
異
様
さ

を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
こ
に
む
し
ろ
宗
教
の
「
堕
落
」
形
態
、「
信
仰
心
の
欠
如
」
を
見
た
。
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ア
ー
レ
ン
ス
は
、
右
の
指
摘
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
汎
神
論
的
性
格
を
み
と
め
て
い
た
が
、
新
し
い
首
領

ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
が
、
い
ま
や
「
神
性
の
生
き
た
代
表
者
」
と
し
て
「
人
類
を
自
覚
」
し
、
み
ず
か
ら
「
神
性
そ
の
も
の
」
を
具
現

し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
、
し
か
も
外
界
を
「
自
分
の
半
分
」
と
み
な
し
て
い
る
事
態
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
の
教
義
を

「
あ
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
体
系
と
取
り
違
え
た
り
、
対
照
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
は
「
フ�

ィ�

ヒ�

テ�

の
哲
学
体
系
」
と
の
「
外
見
上
の
類
似
点
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

「
フ
ィ
ヒ
テ
は
外�

的�

世
界
を
、
自
我Ich

の
半
分
、
そ
し
て
自
我
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
み
な
し
た
。
し
か
し
、
つ
ぎ
の
点

を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
を
、
個�

�々

人�

の�

自
我
と
し
て
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
自
我
、
す
な

わ
ち
神
そ
の
も
の
と
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
か
れ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
長
い
あ
い
だ
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
ご
一
八
〇
六
年
に
、
こ
の
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
は
っ
き
り
と
洞
察
し
、
絶
対
的
な
自
我
を
、
絶
対
的
な
存
在
者
と
い
う
本

当
の
名
称
で
呼
ん
だ
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
自�

分�

の�

自
我
を
絶
対
的
な
自
我
の
代
わ
り
に
置
き
か
え
よ
う
と
し
て
い
た
、
な
ど
と
か
れ
を
非

難
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
無
分
別
だ
け
が
な
し
う
る
こ
と
だ
。
―
―
し
か
し
そ
れ
以
外
の
点
で
は
、
か
れ
の
体
系
に
は
こ
こ
で
説

明
し
た
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
と
共
通
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。」(S.

576
L
)

こ
の
「
一
八
〇
六
年
」
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
新
た
な
展
開
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
こ
で
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
全
十
一
回
の

こ
の
論
説
全
体
の
中
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
言
及
は
こ
れ
だ
け
な
の
だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
を
「
絶
対
的
な
存
在
者
」
つ
ま
り
「
神

そ
の
も
の
と
理
解
し
て
い
た
」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ス
の
指
摘
は
、
後
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
実
践
者
（
学
者
）
と
し
て
の
社
会
変
革
の
「
使

命
」
意
識
の
根
底
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
重
要
で
あ
る
。
自
我
は
神
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
は
、
ま
ず
一
八
〇
四
年

の
ベ
ル
リ
ン
で
の
「
知
識
学
」
講
義
（
生
前
は
未
公
刊
）
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
は
自
我
を
超
越
的
絶
対
者
の
あ
ら
わ
れ
（「
現
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象E
rscheinung

」
あ
る
い
は
「
映
像B

ild

」）
と
し
て
「
自
覚
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
我
の
「
確
信U

eberzeugung

」

あ
る
い
は
「
知
的
直
観intellektuelle

A
nschauung

」
に
ほ
か
な
ら
（
７８
）

な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
の
内
在
化
し
た
も
の
と
し
て
、
自

分
の
内
な
る
良
心
の
声
に
従
う
こ
と
、
そ
う
い
う
強
い
実
践
性
を
も
っ
た
「
自
覚
」
あ
る
い
は
「
自
己
意
識
」
と
い
う
意
味
で
自
我

が
語
ら
れ
て
い
る
（
と
く
に
良
心
へ
の
服
従
の
趣
旨
は
、
一
八
〇
〇
年
公
刊
の
『
人
間
の
使
命
』）。
そ
れ
は
、
自
我
（
主
体
）
と
非

自
我
（
客
体
）
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
主
体
的
実
践
性
論
の
一
つ
の
到
達
点
に
ほ
か
な
ら
ず
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

そ
の
よ
う
な
絶
対
者
の
「
映
像
」
と
し
て
自
我
の
自
覚
を
と
ら
え
る
見
地
を
、
ま
も
な
く
歴
史
論＝

『
現
代
の
根
本
特
徴
』（
一
八

〇
四
―
〇
五
年
の
講
義
に
も
と
づ
い
て
〇
六
年
に
公
刊
）、
道
徳
論＝

『
学
者
の
本
質
』（
〇
五
年
の
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
で
の
公
開

講
義
、
出
版
は
〇
六
年
）
と
並
ん
で
、
と
く
に
宗
教
論
と
し
て
は
同
じ
く
〇
六
年
公
刊
の
講
義
『
幸
い
な
る
生
へ
の
導
き
』
で
展
開

し
た
。

自
我
と
絶
対
者
（
神
）
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
、
右
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ス
の
フ
ィ
ヒ
テ
理
解
は
、
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ

観
念
論
が
生
み
だ
し
た
神
観
の
一
つ
の
あ
り
方
へ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
押
し
広
げ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、『
幸
い
な
る

生
へ
の
導
き
』
に
お
い
て
、
福
音
書
の
冒
頭
に
「
初
め
に
言
葉
が
あ
っ
たIm

A
nfange

w
ar
das

W
ort

」
と
掲
げ
た
ヨ
ハ
ネ
だ
け

に
、「
創
造
の
否
定
」、
つ
ま
り
奇
跡
で
は
な
く
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
に
よ
る
証
明
の
標
識
を
み
と
め
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
か

れ
〔
神
〕
は
必
然
的
に
そ
の
内
的
絶
対
的
本
質
に
よ
っ
て
現
存
在
す
るda

ist

。」「
―
―
言
葉
が
初
め
に
あ
り
、
―
―
言
葉
は
神
と

共
に
あ
り
、〔
…
…
〕
―
―
神
自
身
が
言
葉
で
あ
る
」。「
神
の
う
ち
で
は
、
ま
た
神
か
ら
は
、
何
も
の
も
生
成
し
な
い
し
、
何
も
の

も
生
じ
な
い
。
神
の
う
ち
に
は
永
遠
に
た
だ
、
が�

あ�

る�

das
Ist

、
が
在
る
だ
け
で
あ
る
。」
神
と
共
に
あ
る
「
こ
の
現
存
在D

aseyn

」

は
「
ロ
ゴ
ス
ま
た
は
言
葉
」
で
あ
り
、「
存
在
の
精
神
的
表
現
で
あ
る
。」「
神
の
直
接
的
現
存
在
は
必
然
的
に
意�

識�

B
ew
ußtseyn
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で
あ
る
、
一
つ
に
は
自
分
自
身
の
、
ま
た
一
つ
に
は
神
の
意
識
で
あ
る
」。
そ
し
て
、「
世
界
と
万
物
は
も
っ
ぱ
ら
概
念
の
う
ち
に
、

ヨ
ハ
ネ
の
言
う
言�

葉�

の
う
ち
に
、
そ
し
て
把
握
さ
れ
た
も
の
、
意
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
―
―
神
の
自
己
自
身
の
表
現
と
し
てals

G
ottes

Sich=
A
ussprechen

Seiner
Selbst

―
―
現
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
っ
た
く
概
念
ま
た
は
言
葉
の
み
が
世
界

一
般
の
創
造
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
本
質
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
分
裂
に
よ
っ
て
、
世
界
の
中
に
あ
る
多
様
と
無
限
の
事
物

の
創
造
者
な
の
で
（
７９
）

あ
る
。」
神
は
「
言
葉
」
で
あ
り
「
意
識
」
で
あ
る
、
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
神
観
を
、
弟
子
ク
ラ
ウ
ゼ
は
ど
う
継

承
す
る
だ
ろ
う
か
。

二

つ
ぎ
に
第
二
論
説
で
は
、
分
裂
後
の
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
主
張
す
る
「
新
し
い
道
徳
」
が
、
そ
の
実
「
こ
の
世
の
い�

っ�

さ�

い�

の�

不�

道�

徳�

な�

も�

の�

の�

体�

系�

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
原
因
を
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
人
間
と
い
う
存
在
の
最
高
の

諸
問
題
に
か
ん
す
る
明
確
な
哲
学
的
理
念
の
ま
っ
た
く
の
欠
如
、
哲
学
の
盲
目
的
軽
蔑
」
に
見
る
。
か
れ
ら
が
お
こ
な
っ
た
の
は

「
旧
い
教
皇
制
度
を
こ
こ
に
コ
ピ
ー
し
て
、
哲
学
を
〈
新
教
会
〉
の
た
め
に
追
放
し
た
だ
け
」
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え

ば
、「
哲
学
に
対
す
る
憎
悪
と
迫
害
」
は
、
す
で
に
分
裂
の
前
に
現
れ
て
お
り
、
一
八
三
一
年
六
月
に
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
、
リ

ヨ
ン
の
教
会
長
宛
の
手
紙
の
な
か
で
、「
教
育
計
画
に
哲
学
や
形
而
上
学
も
含
め
た
り
、
ク
ー
ザ
ン
ら
の
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

者
た
ち
、
あ
る
い
は
〈
ド
イ
ツ
哲
学
〉
と
さ
え
多
少
と
も
か
か
わ
り
を
も
と
う
と
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
耳
に
し
た
、
と

不
満
を
述
べ
」、
そ
れ
は
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
」
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
か
ら
、「
即
刻
パ
リ
に
来
て
、
よ
り
良
い

も
の
を
学
び
と
る
べ
き
だ
」
と
要
求
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
、「
こ
の
手
紙
は
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
支
持
者
た

ち
の
あ
い
だ
で
は
傑
作
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。」(N

o.
146,

25.
M
ai
1832,

S.
583

L
u.
A
nm
.)

一
方
、「
バ
ザ
ー
ル
は
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
に
と
っ
て
は
、
つ
ね
に
教
養
が
あ
り
す
ぎ
、
哲
学
的
で
あ
り
す
ぎ
た
」
か
ら
、
か
れ
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が
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
「
自
分
の
考
え
を
勝
手
放
題
に
や
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。」
そ
の
結
果
、「
最
初
に
す

ぐ
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
現
れ
る
の
は
、
ひ
ど
い
無
知
で
あ
る
。
道
徳
学
に
お
い
て
立
て
ら
れ
解
決
さ
れ
る
べ
き
諸
問
題
、
つ
ま
り
、

こ
の
世
で
の
、
ま
た
人
間
の
行
為
に
お
け
る
善
と
悪
、
自
由
、
意
思
決
定
、
行
為
に
向
か
わ
せ
る
倫
理
的
動
機
、
人
間
の
義�

務�

と
し

て
の
善
、
と
い
っ
た
こ
と
に
か
ん
す
る
深
遠
な
諸
問
題
に
つ
い
て
さ
え
、
無
知
が
あ
ら
わ
に
な
る
。」「
こ
の
世
に
悪�

は
存
在
し
な

い
、
こ
の
世
の
す�

べ�

て�

は
善�

で
あ
る
」
と
い
う
根
本
的
に
誤
っ
た
想
定
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
不
道
徳
な
諸

関
係
」
さ
え
も
「〈
復
権
〉
さ
れ
た
。」

そ
の
背
景
に
は
、
か
れ
ら
の
特
殊
な
歴
史
区
分
が
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
過
去
に
お
け
る
本
当
の
善
と
み
な
す
も
の
は
、
か
れ
ら

の
い
わ
ゆ
る
批�

判�

的�

時
代
に
あ
た
っ
た
。」「
か
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
批
判
的
時
代
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
時
代
に
始
ま
り
、
キ

リ
ス
ト
教
の
出
現
ま
で
で
あ
る
。
近
代
史
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
十
五
世
紀
、
宗
教
改
革
の
成
立
、
哲
学
の
自
由
な
形
成
と
と
も
に

始
ま
り
、
現
在
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
人
類
が
か
つ
て
の
約
束
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
思
考
と
生
活
が
よ
り

自
由
に
発
展
し
た
二
つ
の
時
代
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」「
と
こ
ろ
が
、
こ
の
批�

判�

的�

時
代
は
、
か
れ
ら
か
ら
は
、
例�

外�

と
し
て
、

ま
た
、
た
ん
な
る
い
び
つ
な
過�

渡�

期�

と
し
て
、
無
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
組�

織�

的�

時
代
（
こ
れ
に
は
旧
い
祭�

司�

時�

代�

と
、
教�

皇�

制�

度�

を
と
も
な
う
中�

世�

と
が
該
当
す
る
）
が
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
唯
一
、
そ
こ
か
ら
人
間
存
在
の
正�

常�

状
態
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
時
代
で
あ
り
、
巧
み
に
組�

み�

合�

わ�

せ�

る�

べ
き
時
代
な
の
で
あ
る
。」(S.

583
L
-583

R
u.
A
nm
.)

（
以
上
第
三
回
）

さ
ら
に
、「
す
べ
て
は
神
に
存
し
て
い
る
か
ら
、
す
べ
て
が
神
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
世
に
は
災
い
も
悪
も
存
在
し
な
い
。

そ
し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
に
何
か
が
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
制
約
さ
れ
た
観
点
の
せ
い
で
し
か
な
い
」、
と
か
れ

ら
は
主
張
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
無
邪
気
な
自
己
満
足
」
な
の
だ
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
そ
れ
に
対
置
す
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
生
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の
意
味
で
あ
る
。「
た
と
え
す
べ
て
は
神
に
存
す
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、（
ご
く
さ
さ
や
か
な
こ
と
を
申
し
立
て
る
た
め

に
）
そ
れ
に
固
有
の
自
然
と
そ
れ
に
固
有
の
地
位
と
を
、
ま
っ
た
き
こ
の
世
の
中
で
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
ど

ん
な
存
在
者
も
、
自
分
の
生
を
、
こ
の
自
然
と
こ
の
地
位
と
に
即
し
て
営
む
べ
き
で
は
な
い
の
か
。」「
し
か
し
さ
ら
に
、
げ
ん
に
そ

う
で
あ
り
、
ま
た
本
当
の
哲
学
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
自�

由�

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
自
分
で
自
由
に
、
た
だ
善
に
の

み
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
自
分
の
意
志
を
、
転
倒
し
た
も
の
や
よ
こ
し
ま
な
も
の
へ
導
く
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
り
、
か
れ
は
道
徳
的
ま
た
は
不�

道�

徳�

的�

に�

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
（
カ

ン
ト
）
哲
学
の
色
調
で
、
こ
う
つ
づ
け
る
。「
人
間
の
こ
の
高
い
固
有
性
、
つ
ま
り
、
ま
っ
た
き
道
徳
的
自
己
決
定
に
よ
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
一
面
的
・
利
己
的
な
衝
動
な
し
に
、
純
粋
に
た
だ
そ
れ
が
善
で
あ
る
か
ら
、
義�

務�

で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
善
を
な

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
こ
の
固
有
性
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
は
、
か
れ
を
神
性
に
似
せ
る
そ
の
ま
っ
た
き
無
条
件
的
な
尊�

厳�

を

あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
の
固
有
性
は
、
し
か
し
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
よ
っ
て
は
つ
か
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
。」

(N
o.
147,

26.
M
ai
1832,

S.
586

R
-587

L
)

「
ハ
ー
グ
の
新
聞
は
、
す
で
に
早
く
か
ら
、
か
れ
ら
に
は
道�

徳�

的�

義�

務�

と
い
う
概
念
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
、
と
非
常
に
正
し

く
か
れ
ら
を
非
難
し
て
い
た
。
グ
ロ
ブ
〔
三
月
十
二
日
〕
で
は
、
と
て
も
軽
薄
な
や
り
方
で
応
答
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら

に
と
っ
て
義
務
と
は
、
あ
る
と
き
は
キ
リ
ス
ト
教
の
厳�

格�

さ�

が
も
た
ら
し
た
概
念
だ
っ
た
。
そ
う
か
と
思
え
ば
今
度
は
、
義
務
と
は

哲
学
者
た
ち
の
怠
惰
な
頭
の
中
に
生
ま
れ
た
理
念
だ
っ
た
。
し
か
し
愛
と
壮
麗
と
歓
喜
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
義
務
と
い
う
も
の
は

も
は
や
問
題
に
な
り
え
な
い
事
柄
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
こ
れ
か
ら
は
皆
、
各
自
が
、
名
誉
欲
、
功
名
心
、
利
己
心
、
献
身
、
ね

た
み
、
愛
情
な
ど
、「
自
分
に
固
有
の
動
機
に
従
っ
て
行
動
す
る
」
の
で
あ
り
、「
外�

的�

社�

会�

に
と
っ
て
そ
れ
ら
か
ら
不
利
益
が
生
じ
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な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
」
の
は
「
あ
の
祭
司
」
な
の
だ
。

し
か
し
「
あ
の
祭
司
は
全
員
を
自
分
に
統
合
す
る
。」
し
か
も
「
そ
の
祭
司
は
、
理
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
か
れ
の
人�

身�

に
よ

っ
て
社
会
を
導
き
決
定
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。」「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
〔
精
神
だ
け
で
な
く
〕
物
質
、
肉(la

m
atière,

la
chaire)

を
も
復
権
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
祭
司
は
か
れ
の
身
体(sa

chaire)

を
も
っ
て
信
者
の
身
体
と
感�

覚�

(sur
la

chaire
et
les
sens)

に
も
は
た
ら
き
か
け
る
べ
き
な
の
だ
。」
そ
の
結
果
、「
人
間
は
も
は
や
道
徳
的
理
念
に
服
す
る
の
で
は
な
く
、

祭
司
の
臣
従
と
な
る
。
祭
司
は
、
い
わ
ば
魅
力
と
反
発
の
化
学
法
則
に
従
っ
て
、
か
れ
を
意
志
の
な
い
素
材
の
よ
う
に
扱
う
。」
そ

れ
は
「
完
全
な
野�

獣�

化�

」
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。「
こ
の
よ
う
な
道
徳
は
、
と
く
に
性
的
な
諸
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。」(S.

587
L
-587

R
)

（
以
上
、
第
四
回
）

「
こ
の
新
し
い
性
道
徳
は
、
と
く
に
至
高
の
父
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
新
し
い
啓
示
の
本
質
を
な
し
て
い
た
。」「
こ
の
啓
示
の
固
有

性
」
は
、「
た
ん
に
一
人
の
男�

の
啓
示
で
し
か
な
い
こ
と
」、
つ
ま
り
「
ま
ず
啓
示
女�

性�

(fem
m
e
revellatrice)

が
現
れ
て
語
る
必
要

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
げ
ん
に
「
グ
ロ
ブ
で
は
女
性
へ
の
呼
び
か
け(appel

aux
fem

m
es)

が
な
さ
れ
た
。」(N

o.
148,

27.
M
ai
1832,

S.
590

L
)

ア
ー
レ
ン
ス
が
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
『
家
族
の
全
体
集
合
―
―
至
高
の
父
に
よ
る
教
え
』（
一
八
三
二
年
）

に
も
と
づ
い
て
抽
出
し
た
「
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
啓
示
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

「
い
ま
ま
で
男
女
交
際
は
婚
姻
に
お
い
て
の
み
合
法
的
で
許
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
キ

リ
ス
ト
教
の
帰
結
で
あ
り
」、「
精�

神�

、
永�

遠�

、
不�

変�

、
持�

続�

性�

お
よ
び
解�

消�

不�

能�

性�

」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
の
「
婚
姻
」
へ

の
反
映
で
あ
る
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
こ
れ
を
一
面
的
と
み
な
し
、「
物�

質�

、
肉�

、
時�

間�

、
可�

変�

性�

、
一�

時�

性�

、
解�

消�

可�

能�

性�

も

ま
さ
に
神
的
諸
特
性
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ど
の
性
に
も
二
種
類
の
個
人
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
方
は
不�

変�

で
不�
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動�

(constants
et
im
m
obiles)

で
あ
り
、
他
方
は
可�

変�

で
可�

動�

で
あ
る
。」「
離
婚
が
と
く
に
存
在
す
る
の
は
、
後
者
の
個
人
種
類
の

変
化
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
で
あ
る
。」
こ
れ
ら
の
二
つ
の
「
部
類
」
を
結
び
つ
け
る
の
は
「
男
女
の
祭
司der

Priester
und

die

Priesterin

」
で
あ
る
。「
祭
司
は
、
夫
で
あ
れ
妻
で
あ
れ
、
か
れ
は
い
っ
さ
い
の
生
活
形
態
と
性�

質�

と
を
自�

分�

の�

一�

体�

性�

に�

お�

い�

て�

把�

握�

し�

て�

い�

る�

か
ら
、
同�

時�

に�

不�

変�

か�

つ�

可�

変�

で�

あ�

り�

、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
結
合
が
生
じ
る
。
不�

変�

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
か
れ

は
つ
ね
に
夫
婦
の
一
方
と
し
て
、
あ
る
同
じ
個
人
と
結
合
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
可�

変�

で
あ
る
と
い
う
の
は
、

か
れ
は
婚
姻
に
お
け
る
性
的
交
際
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祭
司
は
、
夫
で
あ
れ
妻
で
あ
れ
、
告

解
で
は
告
解
者
と
こ
の
可
変
性
に
身
を
任
せ
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
聴
罪
祭
司
と
告
解
者
と
の
あ
い
だ
に
精
神
的

な
共
同
だ
け
を
想
定
し
導
入
し
た
が
、
い
ま
は
物�

質�

と
肉�

は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
よ
っ
て
精
神
と
同
じ
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
か
ら
、
―
―
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
差
し
控
え
ら
れ
た
こ
と
だ
が
―
―
祭
司
と
告
解
者
と
の
あ
い
だ
に
物�

質�

的�

で
肉�

体�

的�

な
共

同
も
導
入
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
て
祭
司
は
、
か
れ
の
臣
従
の
ま
っ
た
き
愛
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
よ
り

良
く
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。」「
キ
リ
ス
ト
教
が
導
入
し
た
純
潔
、
自
制
、
慎
み
深
さ
、
処
女
性
と
い
っ
た
に
ぎ
に
ぎ
し
さ
」

は
、「
生
活
の
中
に
虚
偽
と
虚
飾
と
混
乱
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
え
て
、
い
ま
や
、
率
直
さ
、
公
明
正
大
さ
、
真

実
、
そ
し
て
秩
序
が
現
れ
る
。
一
夫
多
妻
制
は
、
過
去
に
は
憎
々
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
夫�

に
と
っ
て
一
つ
の
特
権
で
あ

っ
た
た
め
な
の
だ
が
、
い
ま
や
妻�

に
も
同
じ
特
権
を
与
え
る
の
だ
か
ら
、
憎
々
し
さ
は
す
べ
て
消
え
去
る
の
で
あ
る
。」(S.

590
R
-

591
L
)

こ
の
よ
う
な
教
義
が
、「
新
し
い
道
徳
に
か
ん
す
る
至
高
の
父
の
啓
示
」
で
あ
り
、「
グ
ロ
ブ
は
そ
れ
を
公
示
す
る
日
刊
紙
で
あ
っ

た
。」「
子
ど
も
は
も
は
や
父
親
を
知
る
必
要
は
な
く
、
た
ん
に
母
親
が
わ
か
れ
ば
よ
い
の
だ
」、
と
言
う
。「
イ
エ
ス
は
マ�

リ�

ア�

の�

息�
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子�

と
称
し
た
の
で
あ
り
、
ヨ�

ー�

ゼ�

フ�

の�

息�

子�

と
は
称
さ
な
か
っ
た
」、
と
（
一
八
三
二
年
三
月
十
九
日
の
グ
ロ
ブ
）。
ア
ー
レ
ン
ス

は
、
そ
こ
に
「
す
べ
て
の
道
徳
の
正
反
対
の
も
の
」
を
見
た
の
で
あ
る
。(S.

591
L
)

（
以
上
、
第
五
回
）

三

つ
ぎ
に
第
三
論
説
で
は
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
政
治
」
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
宗
教
・
道
徳
と
同
様
に
、「
全
体
と
し

て
は
無
条
件
に
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
が
、「
部
分
的
に
は
拍
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
若
干
の
諸
側
面
が
存
在
す
る
」

と
言
う
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
分
裂
の
前
と
あ
と
と
を
区
別
し
て
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
最
初
の
政
治
的
基
本
教
義
」
を
検
証

し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
「
部
分
的
に
善
い
点
」
に
も
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
。「
そ
の
点
に
よ
っ
て
、
グ
ロ
ブ
は
長
い
あ
い
だ

公
共
の
福
祉
の
た
め
に
有
益
に
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
そ
の
教
義

の
主
要
教
理
と
し
て
、
人
間
社
会
の
全
体
を
労
働
者
た
ち(travailleurs)

の
社
会
へ
改
造
す
る
と
い
う
任
務
を
み
ず
か
ら
に
課
し
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
無
為
の
、
大
部
分
は
上
層
の
諸
階
級
を
廃
止
し
、
少
な
く
と
も
ま
ず
第
一
に
か
れ
ら
の
い
っ
さ
い
の
社
会
的
諸

特
権
を
奪
い
、
無
産
の
下
層
身
分
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
を
引
き
上
げ
て
、
可
能
な
方
法
を
尽
く
し
て
か
れ
ら
を
よ
り
よ
い
社
会

的
状
態
に
置
く
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
こ
う
言
っ
た
。
イ
エ
ス
は
奴�

隷�

身�

分�

を
廃
止
し
た
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
プ�

ロ�

レ�

タ�

リ�

ア�

ー�

ト�

を
廃
止
す
る
の
だ
、
と
。
こ
う
し
た
教
義
に
従
っ
て
、
か
れ
ら
は
労
働
階
級
の
こ
と
を
熱
心
に
心
に
か
け
、
か
れ

ら
の
た
め
に
グ
ロ
ブ
誌
上
で
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
、
大
衆
の
激
情
に
訴
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。」(N

o.
154,

2.
Junius

1832,
S.
614

L
-614

R
)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
提
起
し
た
問
題
意
識
を
評
価
し
、
そ
の
中
心
概
念
と
し
て
「
産
業
」
に
注
目

す
る
。「
産
業
が
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
主
要
着
眼
点
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
産
業
が
、
こ
れ
ま
で
政
治
と
呼
ば
れ
た
も
の
の
す
べ

て
を
廃
棄
し
て
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
物�

質�

と
肉�

と
の
い
わ
ゆ
る
再
救
済W

iedererlösung

（
名
誉
回
復
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rehabilitation

）
の
結
果
と
し
て
、
産
業
は
、
社
会
の
物
質
的
関
心
の
表
現
と
し
て
、
同
様
に
再
生
を
は
た
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

産
業
は
社
会
の
大
黒
柱
と
な
る
。
科�

学�

と
産�

業�

が
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
社
会
の
二
つ
の
主
要
身
分
を
基
礎
づ
け
る
の
だ
が
、

別
々
に
存
在
す
る
そ
れ
ら
を
、
祭�

司�

身
分
が
結
び
あ
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
、
あ
る
本
質
的
な
貢
献
を
な
し
た

唯
一
の
点
は
、
産
業
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
理
論
的
に
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
と
く
に
産
業
の
理
論
を
仕
上
げ
た
首
領
ア

ン
フ
ァ
ン
タ
ン
に
と
っ
て
は
、
か
れ
の
以
前
の
仕
事
（
か
れ
は
取
引
所
で
雇
わ
れ
て
い
た
）
が
役
立
っ
た
。
そ
し
て
、
も
し
か
れ
が

そ
れ
に
自
己
限
定
し
て
、
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
啓
示
や
宗
教
や
道
徳
に
よ
っ
て
堕
落
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
大
い
に
拍
手
に
あ
た

い
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
か
れ
が
展
開
し
た
理
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
も
ち
ろ
ん
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
か
れ
は
、

そ
れ
ら
を
実
際
的
な
ま
な
ざ
し
で
明
確
に
描
き
だ
し
、
多
く
の
新
し
い
側
面
を
発
見
し
、
そ
し
て
一
般
に
そ
れ
ら
を
普
遍
的
な
知
識

に
し
た
と
い
う
功
績
を
あ
げ
た
の
で
（
８０
）

あ
る
。」(S.

614
R
)

そ
の
さ
い
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
と
く
に
紹
介
す
る
の
は
、「
商
業
活
動
に
お
け
る
競
争
体
制
」
と
社
会
の
深
刻
な
分
裂
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
の
批
判
的
見
地
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
「
銀�

行�

」
制
度
の
全
国
的
組
織
化
の
必
要
性
を
訴
え
た
だ
け

で
は
な
い
。
か
れ
ら
が
描
い
て
み
せ
て
い
る
の
は
、「
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
、
レ
ッ
セ
・
パ
ッ
セ
」
は
「
生
死
を
か
け
た
競
争
者
の

闘
争
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
い
っ
さ
い
の
道
徳
的
動
機
と
い
っ
さ
い
の
道
徳
的
感
情
は
衰
滅
し
て
、
最
強
者
す
な
わ
ち
最
も
長
く

も
ち
こ
た
え
る
こ
と
の
で
き
る
最
も
豊
か
な
者
、
あ
る
い
は
最
も
ず
る
が
し
こ
い
者
や
抜
け
目
の
な
い
者
が
勝
ち
、
一
人
の
富
裕
化

が
そ
の
他
の
大
勢
の
破
滅
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
下
層
の
労
働
階
級
は
日
当
賃
金
の
低
下
に
よ
っ
て
つ
ね
に
負
け
る
」
と
い
う
事
態

で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
無
条
件
の
競
争
が
全
面
的
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
す
で
に
多
く
の
危
機
が
生
じ
て
い
る
。
昨
年
の
リ
ヨ
ン
で
の
労
働
者
た
ち
の
蜂
起
で
は
、
労
働
者
た
ち
は
競
争
体
制
に
反
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対
し
て
、一
定
の
賃
金
率
を
か
れ
ら
の
雇
主
か
ら
無
理
や
り
獲
得
し
た
が
、人
は
そ
れ
を
そ
の
ご
維
持
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
し
、

国
の
商
業
制
度
全
体
が
本
質
的
に
変
化
し
な
い
う
ち
は
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
可
能
で
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
あ
の
蜂
起
は
、

社
会
的
な
交
易
体
制
に
お
け
る
弊
害
の
血
ま
み
れ
の
警
告
だ
っ
た
。
モ
ニ
テ
ルM

oniteur

〔
世
界
報
知
〕
を
は
じ
め
政
府
の
広
報

誌
は
す
べ
て
、
蜂
起
の
時
点
で
は
こ
の
こ
と
を
承
認
し
た
。
そ
し
て
、
蜂
起
が
も
た
ら
し
た
重
要
な
諸
問
題
と
真
剣
に
取
り
組
み
た

い
と
、
公
式
に
約
束
し
た
。
し
か
し
そ
れ
以
降
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。」(S.

614
R
-615

L
)

つ
づ
け
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
こ
う
述
べ
る
。「
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
思
索
す
る
国
家
経
済
学
者
た
ち
が
無
条
件

の
競
争
の
諸
問
題
と
諸
帰
結
に
つ
い
て
も
う
一
度
熟
慮
検
討
し
、
そ
れ
ら
を
と
く
に
労
働
階
級
の
利
益
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
、
競

争
を
制
限
す
る
た
め
の
最
適
の
手
段
や
、
あ
る
い
は
お
こ
り
う
る
弊
害
を
最
も
よ
く
除
去
す
る
こ
と
を
考
え
る
の
を
妨
げ
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
こ
う
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
点
で
ツ
ン
フ
ト
や
ギ
ル
ド
や
関
税
の
類
の
も
の
を
云
々
し
よ

う
と
し
て
い
る
な
ど
と
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
願
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
、
文
明
の
利
益
の
た
め
に
廃
止
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
競
争
が
無
条
件
的
に
理
解
さ
れ
て
、
そ
れ
が
唯
一
の
代
替
手
段
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
に
は
疑
問
を
呈
し
た
い
。
生
に
お
い
て
は
無
条
件
的
な
も
の
は
何
も
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
は
お
の
れ
の
制
約
と
限
界
を
も
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
無
条
件
の
競
争
も
〈
全
面
的
に
勝
利
し
たom

ne
tulit

punctum

〉
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

(S.
615

L
)

ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
「
生
」
の
根
源
的
制
約
性
へ
の
言
及
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
基
本
理
念
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
は
、
グ
ロ
ブ
誌
や
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
で
こ
う
し
た
問
題
を
「
才
能
豊
か
に
、
ま
た
実
際
的
な
洞
察
を

も
っ
て
」
論
じ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
と
き
に
「
排
他
的
で
呪
う
べ
き
方
向
」
を
と
り
、
あ
る
い
は
「
民
衆
の
物�

質�

的�

利�

益�

に
か
ん
す

る
議
論
」
の
域
を
こ
え
な
か
っ
た
。「
民
衆
は
自
由
に
は
も
う
あ
き
あ
き
し
て
い
る
」、「
憲
章
や
選
挙
法
の
拡
張
を
問
う
て
い
る
の
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で
は
な
い
、
仕
事
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
、
と
。」
そ
し
て
「
立
憲
制
国
家
装
置
の
全
体
が
過
渡
期
の
も
の
で
し
か
な
く
、
専
制
に

対
す
る
防
具
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
し
か
な
い
。
も
し
専
制
が
も
は
や
存
在
し
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
防
具
も
消
滅
す
る
し
か
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
専
制
な
き
社
会
こ
そ
が
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
な
の
だ
、
と
。」(S.

615
L
)

（
以
上
、
第
六
回
）

こ
の
よ
う
な
「
立
憲
制
国
家
装
置
」
に
対
す
る
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
意
者
た
ち
の
不
信
感
の
根
拠
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
か

れ
ら
は
自
由
主
義
体
制
自
体
が
「
不
信
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
だ
と
述
べ
る
。
か
れ
ら
の
言
い
分
は
、
こ
う

で
あ
る
。「
自
由
主
義
体
制
は
種
々
の
保
証G

arantien

の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
保
証
の
理
念
は
、
不�

信�

M
ißtrauen

の
理

念
を
う
ち
に
含
ん
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
不�

信�

が
自
由
主
義
体
制
の
基
礎
で
あ
る
。
不
信
か
ら
、
人
は
憲
法
を
要
求
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
政
府
が
専
制
的
に
な
り
う
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」
同
様
に
、
議
院
や
議
会
制
審
議
は
大
臣
の
恣
意
へ
の
不
信
か
ら

要
求
さ
れ
、
代
議
員
の
有
期
制
は
代
議
員
の
清
廉
へ
の
不
信
か
ら
、
国
民
軍
は
国
家
権
力
に
よ
る
軍
事
力
の
不
当
な
使
用
へ
の
不
信

か
ら
、
陪
審
裁
判
所
は
裁
判
官
の
不
偏
不
党
性
へ
の
不
信
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
論
と
し
て
は
、「
不�

信�

は
何
か

不
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
性
の
正
常
状
態
に
は
属
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。
自
由
主
義
国
家
体
制
全
体
も
、
不�

信�

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
」、
と
。
そ
う
し
て
か
れ
ら
は
、「
哲
学
に
対
す
る
敵
意
」
も
込
め
て
、
立
憲

体
制
全
体
を
「
立
憲
制
形�

而�

上�

学�

」
と
呼
び
、
あ
る
い
は
「
自
分
た
ち
の
科
学
的
根
拠
と
明
晰
さ
を
信
じ
さ
せ
る
」
た
め
に
「
議
会

制
神�

秘�

主�

義�

」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
、
民
衆
を
「
ま�

ど�

わ�

せ�

て�

」
い
る
。(N

o.
155,

3.
Junius

1832,
S.
618

L
-618

R
)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
の
主
張
は
「
本
当
の
事
実
関
係
の
意
図
的
な
歪
曲
」
だ
と
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
批
判

す
る
。
憲
法
、
議
会
な
ど
、
上
述
の
諸
制
度
は
す
べ
て
、「
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
国
家
が
全
員
の
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
よ�

り�

良�

く�

管

理
さ
れ
う
る
の
だ
と
い
う
確
信
、
つ
ま
り
信�

頼�

V
ertrauen

を
人
々
が
抱
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
国
家
に
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
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の
か
。」「
立
憲
体
制
は
、
専
制
に
よ
る
恣
意
と
乱
費
と
陰
謀
の
支
配
に
対
す
る
保
証
の
体
制
で
あ
る
。」「
さ
ら
に
立
憲
体
制
は
諸�

形�

式�
Form

en

の
体
制
で
も
あ
る
。」「
ま
っ
た
き
生
は
、
形
式
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
形
成
さ
れ
う

る
の
だ
。
生
が
真
の
、
正
し
い
、
美
し
い
諸
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。
諸
形
式
に
お
い
て
こ
そ
、
本
質
、

精
神
が
は
っ
き
り
と
現
れ
鮮
明
な
姿
を
と
る
。
だ
か
ら
諸
形
式
が
政
治
的
生
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
の
は
、
身
体
が
創
造
的
な
生

の
活
力
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
諸
形
式
は
生
か
ら
直
接
流
出
し
、
生
と
と
も
に
変
化
す
る
。」
だ
が
、
そ
れ
に

対
し
て
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
と
っ
て
は
、「
思
想
と
生
活
に
お
け
る
自
由
の
再
獲
得
」
が
達
成
さ
れ
た
こ
こ
三
世
紀
と
い
う
時
代

は
、
か
れ
ら
の
言
う
「
批�

判�

的�

時
代
」、
の
り
こ
え
ら
れ
る
べ
き
た
ん
な
る
過
渡
期
で
し
か
な
い
。
宗
教
と
道
徳
に
お
け
る
最
高
の

諸
理
念
の
す
べ
て
が
、
か
れ
ら
に
よ
っ
て
「
物
質
化
さ
れ
肉
体
化
さ
れ
た
」
―
―
つ
ま
り
「
至
高
の
父
に
受�

肉�

し
た
」
―
―
の
と
同

様
に
、「
国
家
、
法
お
よ
び
法
律
に
か
ん
す
る
事
柄
の
す
べ
て
も
、
最
高
司
祭
の
人
格
の
な
か
に
据
え
ら
れ
た
。」
そ
れ
が
「
生�

き�

た�

法�

律�

(loi
vivante)

に
か
ん
す
る
理
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
す
で
に
以
前
に
」
つ
ま
り
『
教
理
解
説
』
第
二
巻
の
第
十
三
科
で

「
打
ち
立
て
た
の
は
バ
ザ
ー
ル
自
身
で
あ
っ
た
。」(S.

618
R
-619

L
)

（
以
上
、
第
七
回
）

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
「
転
倒
し
た
見
方
」
に
し
た
が
え
ば
、「
法�

律�

の
理
念
自
体
は
形
而
上
学
的
な
産
物
で
あ
り
、
思�

考�

の�

産�

物�

(être
de
raison)

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
意
志
も
力
も
も
た
ず
、
一
般
に
無
で
あ
る
。」
そ
こ
で
「
法
律
が
生
命
を
も
つ
た
め
に
は
、

あ
る
生
き
た
存
在
者
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
点
で
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
こ
う
述
べ
た
。」
―
―

ア
ー
レ
ン
ス
は
『
至
高
の
父
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
授
業E

nseignem
ent

、
第
三
回
』
に
依
拠
し
て
―
―
「
祭
司
は
生
の
生
き
た
表
現

で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
の
は
、
か
れ
は
あ
ら
ゆ
る
生
固
有
性
と
あ
ら
ゆ
る
特
質
と
を
一
身
に
統
合
し
て
い
る
か
ら
だ
が
、
祭�

司�

は
社�

会�

に�

と�

っ�

て�

生�

き�

た�

法�

律�

で
あ
り
、
ま
た
、
至
高
の
父
、
人
類
の
父
は
社
会
全
体
の
絆
で
あ
り
結
合
点
で
あ
っ
て
、
生
の
す
べ
て
を

―２２２（１９）―

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
ハ
イ
ネ
、
ア
ー
レ
ン
ス
、
モ
ー
ル
（
下
）



知
っ
て
お
り
、
み�

ず�

か�

ら�

に�

お�

い�

て�

了�

解�

し�

て�

い�

る�

か
ら
、
最�

高�

祭�

司�

は
全�

人�

間�

社�

会�

に�

と�

っ�

て�

完�

全�

な�

生�

き�

た�

法�

律�

で�

あ�

る�

、

と
。」
こ
う
し
て
法
律
は
生
命
を
得
て
、
あ
る
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
例
示
さ
れ
た
の
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
と
ナ
ポ
レ
オ

ン
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
臆
面
も
な
く
」
モ
ー
セ
、
イ
エ
ス
、
ル
タ
ー
で
あ
っ
た
。(N

o.
158,

6.
Junius

1832,
S.
630

L
-630

R
)

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
言
う
。「
そ
の
通
り
！

た
し
か
に
人
類
の
生�

き�

た�

法�

律�

は
存
在
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
人�

類�

自�

身�

な
の
だ
。
そ

の
永�

遠�

の�

自�

然�

本�

性�

は
、
時�

間�

の�

中�

で�

の�

生
き
た
発�

展�

に
と
っ
て
の
法�

律�

で
あ
る
。
個
々
の
ど
ん
な
人
間
社
会
も
、
国
家
も
、
生
き

た
法
律
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
そ
の
国
家
社
会
の
全
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
内
在
す
る
生
の
精
神
は
、

つ
ね
に
新
た
に
形
成
さ
れ
、
新
た
な
必
要
、
新
た
な
要
求
が
発
展
し
、
そ
れ
ら
は
新
た
な
法
律
と
し
て
の
新
た
な
法
の
規
定
を
必
要

に
す
る
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
こ
の
理
念
を
再
び
具
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
の
祭
司
が
か
つ
て
こ
う
言
っ
て
い
た

よ
う
に
。
わ�

た�

く�

し�

が�

人�

類�

で�

あ�

る�

、
と
。
だ
か
ら
か
れ
は
、
い
ま
、
こ
う
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
わ�

た�

く�

し�

が�

国�

家�

で�

あ�

り�

、
ま�

た�

ま�

っ�

た�

き�

生�

で�

あ�

る�

。
わ
た
く
し
が
そ
の
法�

律�

で
あ
る
、
と
。」
こ
れ
が
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
体

系
的
な
祭
司
専
制
」
で
あ
り
、
か
れ
の
道
徳
教
義
は
祭
司
の
権
力
の
た
め
の
「
統�

治�

手�

段�

」
に
な
っ
た
。(S.

630
R
)

そ
し
て
と
く
に
「
あ
の
分
裂
」
の
の
ち
に
は
、「
グ
ロ
ブ
の
政
治
」
は
「
国
家
権
力
の
存
す
る
側
」
へ
関
心
を
向
け
、
い
ま
や
「
自

由
派
か
ら
離
脱
」
す
る
に
至
っ
た
。『
グ
ロ
ブ
』
の
人
々
は
絶
対
主
義
の
「
家
父
長
的
諸
政
府
」
に
愛
着
を
抱
き
、「
秩�

序�

と
位
階
制

H
ierarchie

を
欲
す
る
人
々
（
秩
序
が
自
由
に
対
置
さ
れ
た
）」
つ
ま
り
「
正
統
派L

egitim
isten

」
に
対
し
て
、「
新�

し�

い�

秩�

序�

と
新�

し�

い�

位�

階�

制�

を
も
た
ら
す
」
自
分
た
ち
は
「
親
和
的
な
の
だ
」
と
名
乗
り
出
た
（
と
く
に
三
二
年
三
月
二
十
一
日
の
『
グ
ロ
ブ
』）。

さ
ら
に
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
は
、「
説
得
に
よ
っ
て
平
和
的
に
」「
国
家
権
力
を
み
ず
か
ら
手
に
入
れ
る
」
こ
と
を
も
試
み
た
。
そ

し
て
同
年
四
月
一
日
の
『
グ
ロ
ブ
』
は
、
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
対
し
て
「
そ
の
個
人
的
資
質
を
称
揚
し
た
の
ち
、
か
れ
の
王
位

―２２１（２０）―
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を
、
能
力
と
品
位
の
ま
さ
る
至
高
の
父
に
譲
る
べ
き
だ
と
い
う
ま
じ
め
な
提
案
」
を
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。(S.

631
L
)

（
以

上
、
第
八
回
）

こ
の
よ
う
に
、
と
く
に
分
裂
後
の
『
グ
ロ
ブ
』
は
、
新
た
な
「
秩
序
と
位
階
制
」
を
鮮
明
に
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
派
か
ら

離
脱
し
、
む
し
ろ
正
統
王
朝
派
に
接
近
し
て
国
家
権
力
の
平
和
的
獲
得
を
志
向
し
て
い
る
と
ア
ー
レ
ン
ス
が
観
察
し
て
い
る
こ
と

は
、
当
時
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
留
意
に
あ
た
い
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
年
後
、
す
で
に
み
た
よ
う

に
、
た
し
か
に
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
は
、
一
八
三
五
年
十
月
の
手
紙
で
ハ
イ
ネ
に
対
し
て
も
「
王
と
預
言
者
と
の
協
同
」
を
説
い
た
の

で
あ
る
。

四

以
上
の
よ
う
に
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
宗
教
・
道
徳
・
政
治
の
三
面
か
ら
批
判
し
た
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
最
終
の
第
四
論
説

で
、
こ
の
現
象
全
体
を
ふ
り
か
え
り
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
成
立
の
背
景
、
立
脚
基
盤
、
作
用
の
諸
相
、
本
質
、
そ
し
て
今
後
の

方
向
性
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
成
立
さ
せ
た
原
因
は
何
か
。
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
は
、

あ
る
高
い
精
神
的
な
生
活
内
容
の
必
要
性
を
表
明
し
、
こ
れ
を
与
え
よ
う
と
務
め
も
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
教
義
は
多
く

の
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
的
志
向
よ
り
も
ド
イ
ツ
の
深
い
哲
学
的
志
向
に
接
近
し
た
こ
と
」、
こ
う
し
た
点
を
す
で
に
「
カ�

ロ�

ヴ�

ェ�

C
arové

」
が
指
摘
し
て
い
た
。「
た
し
か
に
こ
の
深
い
必
要
性
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ほ
ど
生
き
生
き
と
感
じ
と
ら
れ
た
と
こ

ろ
は
ほ
か
に
な
か
っ
た
。」
で
は
、「
精
神
的
な
生
活
内
容
」
の
欠
如
と
は
何
か
。

ま
ず
宗
教
の
面
で
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
す
で
に
久
し
く
人
々
の
心
か
ら
消
え
去
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
哲
学
的
唯
物
論
は
、
第
一
革
命
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
国
家
に
お
い
て
も
影
響
力

―２２０（２１）―
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を
獲
得
し
て
、
革
命
を
生
き
の
び
さ
え
し
て
い
た
。
宗
教
の
理
念
は
、
民
衆
の
あ
い
だ
で
は
、
退
化
し
た
聖
職
者
階
層
へ
の
憎
悪
と

結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
、
王
政
復
古
と
と
も
に
教
皇
政
治
、
イ
エ
ズ
ス
会
主
義
、
修
道
院
会
も
復
活
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度

の
最
後
の
力
動
に
対
す
る
闘
争
が
あ
ら
た
め
て
再
開
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
闘
争
は
、
い
ま
で
は
す
で
に
諸

形
式
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
生
命
は
こ
れ
ら
の
諸
制
度
か
ら
す
で
に
久
し
く
消
え
去
っ
て
お

り
、
深
い
宗
教
的
内
容
は
民
衆
の
精
神
の
中
に
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
す
で
に
何
世
紀
も
前
か
ら
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
一

つ
の
厳
格
に
仕
上
げ
ら
れ
た
形
式
体
系
で
し
か
な
か
っ
た
。
宗
教
的
内
容
の
こ
の
欠
如
は
、
い
ま
や
、
深
く
思
索
し
感
じ
る
人
々
に

は
と
り
わ
け
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
人
々
の
中
に
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の

教
義
の
創
始
者
た
ち
を
も
算
入
す
る
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
宗
教
的
部
分
を
つ
う
じ
て
こ
の
無
信
仰
状
態
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
。」

ま
た
、
道
徳
の
面
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
他
の
文
明
諸
国
と
同
様
に
、「
内
面
的
な
人
倫
は
外
面
的
な
習
俗
に
席
を
譲
っ
て
い

た
。
行
為
の
不
道
徳
な
原
動
力
が
、
偽
り
の
愛
想
の
よ
い
外
面
に
隠
さ
れ
た
。
利
己
心
が
、
公
私
の
生
活
が
回
転
す
る
固
有
の
軸
心

と
な
り
、
み
せ
か
け
の
偽
金
で
真
の
社
会
的
美
徳
だ
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。」
そ
し
て
政
治
生
活
の
面
で
は
、
当
時
議
論
さ

れ
た
「
憲
法
問
題
」
の
本
質
は
「
形
式
問
題
」
で
あ
り
、
こ
の
「
諸
形
式
」
は
、
実
際
に
は
上
述
の
よ
う
に
「
人
間
生
活
全
体
の
高

次
の
繁
栄
の
た
め
の
不
可
欠
の
手
段
と
条
件
」
を
な
し
て
お
り
、「
最
重
要
の
生
要
素
」
と
し
て
の
「
自
由
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、「
こ
の
点
を
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
最
初
か
ら
誤
認
し
た
。」
こ
の
よ
う
に
、「
宗
教
、
道
徳
、
政
治
の
各
生
活
の
、

正
し
く
、
ま
た
は
ま
ち
が
っ
て
把
握
さ
れ
た
状
態
が
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
成
立
さ
せ
た
原
因
で
あ
っ
た
。」(N

o.
190,

8.
Julius

1832,
S.
757

L
-757

R
)

い
い
か
え
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
と
っ
て
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
か
れ
ら
が
理
解
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
状

態
、
す
な
わ
ち
宗
教
に
お
け
る
「
内
容
の
欠
如
」
あ
る
い
は
「
無
信
仰
状
態
」、
道
徳
に
お
け
る
利
己
心
と
偽
善
の
支
配
、
政
治
お

―２１９（２２）―
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け
る
「
不
信
」
に
も
と
づ
く
形
式
的
な
自
由
主
義
国
家
体
制
と
い
う
三
側
面
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ

と
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
立
脚
し
て
い
る
基
礎
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
人
類
と
人
間
の
生
に
か
ん
す
る
新
し
い
、
高
次
の
、

包
括
的
な
、
有
機
的
な
教
義
で
は
な
く
、
歴
史
上
の
過
去
が
、
す
ぐ
れ
て
は
い
る
が
た
い
て
い
は
破
滅
的
な
教
義
や
制
度
に
よ
っ
て

個
々
ば
ら
ば
ら
に
生
み
だ
し
た
も
の
の
、
転
倒
し
た
編
成
、
無
機
的
な
総
計
で
あ
っ
た
。」(S.

757
R
)

（
以
上
、
第
九
回
）
そ
れ
を

支
え
て
い
る
の
は
「
根
本
的
に
ま
ち
が
っ
た
歴
史
観
」
で
あ
る
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
「
あ
る
教
義
ま
た
は
制
度
の
建
設
と
大
発

展
の
時
代
」
を
「
組
織
的
時
代
」
と
名
づ
け
、
そ
の
第
一
は
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
的
時
代
」
で
あ
り
、
第
二
の
そ
れ
は
「
キ
リ

ス
ト
教
の
設
立
と
と
も
に
始
ま
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
教
皇
制
お
よ
び
封
建
支
配
の
発
展
を
ふ
く
み
、
宗
教
改
革
の
開
始
で
終
わ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
再
び
〔
否
定
的
な
〕
批
判
的
時
代
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
へ
の
移
行
期
を
な
す
こ
と
に
な

る
。」
し
か
し
、「
組
織
的
」
と
か
「
批
判
的
」
と
か
い
う
「
曖
昧
な
」
呼
称
に
は
「
浅
薄
さ
」
が
つ
き
ま
と
う
。
実
際
に
は
「
宗
教

改
革
は
教
皇
制
を
否
定
し
、
神
と
信
仰
的
人
間
と
の
あ
い
だ
の
仲
介
者
と
し
て
も
は
や
ど
ん
な
人
間
を
も
認
め
な
か
っ
た
」
の
で
あ

り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
本
当
の
積
極
的
な
関
係
を
再
建
し
た
。」
し
た
が
っ
て
「
新
し
い
政
治
生
活
は
、
宗
教
改
革
に
よ

っ
て
公
示
さ
れ
た
自
由
な
精
神
の
さ
ら
な
る
帰
結
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、「
自
由
主
義
」
も
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に

よ
っ
て
「
専
制
と
無
条
件
の
国
家
権
力
と
に
対
す
る
純
粋
否
定
」
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
に
代
え
て
自
由
主
義
が
据
え
る
の
は
「
保
証

や
権
利
や
憲
法
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
名
づ
け
ら
れ
た
制
限
的
な
諸
形
式
で
し
か
な
い
の
だ
と
主
張
さ
れ
た
。」
実
際
に
は
、
そ
れ
ら

は
少
数
の
特
権
的
な
人
々
の
意
志
や
利
得
を
、「
全
国
民
の
知
性
」、「
全
国
民
の
意
志
」、「
国
民
の
全
体
福
祉
」
へ
と
転
換
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。(N

o.
191,

9.
Julius

1832,
S.
761

L
-761

R
)
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そ
の
よ
う
な
「
真
理
歪
曲
の
罪
」
を
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
空
前
の
規
模
で
犯
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
過
去
の
諸
転
倒
い
っ

さ
い
の
雑
多
な
混
合
物
」、「
恐
る
べ
き
ご
っ
た
煮
」、「
過
去
の
ま
さ
し
く
暗
黒
面
の
機
械
的
な
並
置
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
ら
を
結
合
し
包
括
す
る
の
が
「
祭
司
」
で
あ
っ
た
。「
均�

衡�

体�

系�

が
、
あ
の
異
種
素
材
の
す
べ
て
を
整
合
さ
せ
る
た
め
の
原
理

と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
位�

階�

制�

体�

系�

が
内
部
の
社
会
的
な
分�

類�

体�

系�

と
み
な
さ
れ
た
。」
そ
こ
で
の
分
類
基
準
は
「
個
人
的
能
力

(capacité)

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「〈
各
人
に
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
各
人
の
能
力
に
は
そ
の
仕
事
〔
成
果
〕
に
応
じ
て
〉(à

chacun

selon
sa
capacité,

à
chaque

capacité
selon

ses
oeuvres)

」。「
そ
こ
で
位
階
的
な
能
力
体
系
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
が
社
会
的
な
任

用
の
、
そ
し
て
間
接
的
に
は
物
的
財
貨
の
配
分
の
基
準
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
の
能
力
の
体
系
は
、
出
生
の
偶
然
に
代
位
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
、
多
く
の
人
々
を
そ
そ
の
か
し
て
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
対
す
る
好
感
を
抱
か
せ
た
。」(S

.761
R
-762

L
)

し
か
し
こ
の
よ
う
な
体
系
は
「
誤
り
」
で
あ
り
、「
不
可
能
」
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
あ
る
人
が
他
の
人
よ
り
能
力
が
ど
の
程

度
す
ぐ
れ
て
い
る
の
か
、
し
た
が
っ
て
か
れ
が
ど
の
程
度
の
高
さ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
突
き
と
め
る
計
測
器

は
存
在
し
な
い
」
し
、
い
く
つ
か
の
等
級
を
想
定
す
る
ば
あ
い
（
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
で
は
四
つ
の
等
級
）
で
も
、
等
級
と
等
級
と

の
あ
い
だ
に
は
「
無
数
の
中
間
差
異
が
生
ま
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

能
力
は
、
社
会
的
な
選
抜
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
そ
の
直�

近�

の�

上�

位�

者�

の
判
断
に
よ
っ
て
の
み
任
用
さ
れ
た
。」
そ
う
な
る

と
、「
で
は
最�

高�

の�

能
力
を
賦
与
さ
れ
た
社
会
の
上
位
者
、
祭
司
あ
る
い
は
教
皇
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
任
用
さ
れ
る
の
か
」
と
問

う
な
ら
ば
、「
そ
の
人
物
は
み
ず
か
ら
名
乗
り
出
る
し
か
な
い
。」「
そ
の
よ
う
な
あ
つ
か
ま
し
い
僭
称
」
は
、「
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
が

自
分
が
結
社
の
首
領
だ
と
宣
言
し
、
バ
ザ
ー
ル
が
他
の
誰
の
指
示
も
受
け
た
く
な
い
と
思
っ
て
最
終
的
な
分
離
が
起
こ
っ
た
」
よ
う

に
、
す
で
に
体
験
済
み
の
こ
と
で
あ
る
。
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さ
ら
に
「
こ
の
能
力
体
系
が
間
接
的
に
財
の
分
配
の
尺
度
と
し
て
立
て
ら
れ
る
と
、
そ
れ
も
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
道
徳
の
観
点
か

ら
み
る
と
、
不
道
徳
的
で
あ
る
。」
誤
り
と
い
う
の
は
、「
あ
る
人
の
能
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成
果
は
、
物
質
的
な
尺
度
で
測

る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。「
人
間
の
ど
ん
な
成
果
も
、
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
精
神
的
な
も
の
が
根
底
に
横
た

わ
っ
て
お
り
、
精
神
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
に
は
関
係
計
測
器
は
存
在
し
な
い
。」
不
道
徳
的
で
非
人
倫
的
だ
と

い
う
の
は
、「
能
力
に
応
じ
た
財
分
配
」
に
よ
っ
て
「
道
徳
的
義
務
と
い
う
理
念
は
排
除
さ
れ
、
利
欲
と
利
己
心
を
は
び
こ
る
に
ま

か
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」「
人
間
活
動
に
お
け
る
最
も
崇
高
な
も
の
、
人
間
の
無
条
件
の
義
務
と
し
て
純
粋
に
ひ
た
す
ら

善
を
め
ざ
す
人
間
の
使
命
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
が
、
義
務
の
理
念
は
能
力
の
理
念
よ
り
も
無
条

件
に
高
い
。
義
務
は
人
間
に
自
分
の
活
動
の
領
域
を
指
示
し
、
そ
の
な
か
で
か
れ
は
自
分
の
能
力
を
、
た
だ
人
倫
的
な
原
動
力
に
の

み
従
っ
て
は
た
ら
か
せ
る
も
の
な
の
だ
。」(S.

762
L
-762

R
)

（
以
上
、
第
十
回
）

つ
ぎ
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
ど
ん
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
か
」
と
問
う
。
す
で
に
政
治
論
を
扱
っ
た
第
三
論

説
に
お
い
て
、
上
述
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
か
れ
ら
が
無
条
件
の
「
競
争
」
に
よ
る
「
多
数
の
破
滅
」
を
告
発
し
、「
労
働
者

た
ち
の
社
会
へ
の
改
造
」、
無
為
の
上
層
階
級
の
社
会
的
特
権
の
廃
棄
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
廃
止
」
を
主
張
し
て
い
る
点
に

肯
定
的
に
言
及
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
「
有
益
な
諸
側
面
」
と
は
別
に
、「
一
般
的
な
諸
作
用
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
人
類
と
人
間
社
会
と
に
か
ん
す
る
最
高
に
重
要
な
諸
問
題
に
対
す
る
関
心
を
人
々
に

呼
び
起
こ
し
た
と
い
う
明
白
な
功
績
を
も
っ
て
い
る
。」
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
「
新
し
い
」
宗
教
の
可
能
性
、
私
生
活
と
社

会
生
活
に
お
け
る
「
女
性
の
現
在
の
状
態
」
と
今
後
期
待
さ
れ
る
地
位
、「
新
し
い
社
会
の
組
織
化
に
さ
い
し
て
財
産
相
続
の
廃
止

は
可
能
か
否
か
」、「
社
会
の
下
層
階
級
の
状
態
」
に
「
本
質
的
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」。「
こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
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当
然
発
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
誰
し
も
そ
の
重
要
性
を
認
め
る
だ
ろ
う
。」(N

o.
192,

10.
Julius

1832,
S.
766

R
)

ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
下
し
た
諸
決
定
」
は
「
た
い
て
い
は
ま
っ
た
く
間
違
っ
て
い
た
」
か
ら
「
論
外
で
あ

る
」
と
み
な
す
の
だ
が
、
同
時
に
、「
多
く
の
点
で
正
し
い
普
遍
的
な
思
想
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
、「
あ
の
よ
う
な
諸

問
題
へ
の
関
心
励
起
と
い
う
点
で
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
、
思
索
す
る
人
々
に
与
え
た
影
響
」
の
一
端
に
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
触
れ

る
の
で
あ
る
。「
注
意
深
く
思
索
す
る
ジ�

ュ�

フ�

ロ�

ワ�

Jouffroy

教
授
」
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
の
公
開
哲
学
講
義
で
、
人
類
が
直
面
し

て
い
る
「
新
し
い
宗
教
」
は
「
も
は
や
啓
示
宗
教
で
は
な
く
、
神
性
に
か
ん
す
る
哲
学
的
に
確
か
な
諸
真
理
の
総
体
で
あ
ろ
う
」、

と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
シ�

ャ�

ト�

ー�

ブ�

リ�

ア�

ン�

C
hateaubriand

は
、
こ
う
明
言
し
て
い
る
。「
働
く
者
と
無
為
の
者(travailleurs

et

oisifs)

に
つ
い
て
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
の
言
説
は
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
人
の
者
が
何
百
万
を
所
有
し
て
い
る
の

に
大
多
数
の
者
は
空
腹
を
満
た
す
の
に
必
要
な
も
の
を
ほ
と
ん
ど
も
っ
て
い
な
い
よ
う
な
時
代
が
か
つ
て
は
あ
っ
た
と
は
信
じ
ら
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
が
、
き
っ
と
来
る
だ
ろ
う
」、
と
。
ま
た
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
側
も
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
か
ら
の

批
判
に
応
え
て
、
大
修
道
院
長
ジ�

ェ�

ル�

べ�

G
erbet

は
「
歴
史
の
哲
学
に
か
ん
す
る
講
義
」（
一
八
三
二
年
）
を
開
始
し
、
ク�

ー�

ル�

C
our

氏
は
「
真
の
社
会
的
経
済
の
理
論
」
の
提
示
を
試
み
る
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
政
治
経
済
学
に
か
ん
す
る
講
義
」（
同
年
）
を
予

告
し
て
い
る
。(S.
766

R
-767

L
)

そ
こ
で
最
後
に
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
と
は
、
そ
の
本
当
の
性
質
に
照
ら
し
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
こ
へ

至
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
す
る
。「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
い
く
つ
も

の
個
別
的
な
善
い
点
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
全
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
誤
っ
た
基
礎
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て

ま
さ
に
こ
の
教
義
は
、
人
間
生
活
の
全
領
域
に
及
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
危
険
な
も
の
と
な
り
、
将
来
に
と
っ

―２１５（２６）―

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
ハ
イ
ネ
、
ア
ー
レ
ン
ス
、
モ
ー
ル
（
下
）



て
非
常
に
破
滅
的
に
、
ま
た
す
べ
て
の
善
い
も
の
、
高
貴
な
も
の
を
掘
り
崩
す
よ
う
に
作
用
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
は
過
去
と
現
在

の
ど
の
政
治
・
宗
教
体
系
も
ま
だ
な
し
え
な
か
っ
た
ほ
ど
の
作
用
で
あ
る
。」「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
と
り
わ
け
そ
の
最
終
形
態

に
お
い
て
は
、
過
去
に
は
個�

別�

に�

、
か
つ
異�

な�

っ�

た�

時�

代�

に�

存
在
し
た
い�

っ�

さ�

い�

の�

転�

倒�

事�

の�

総�

ま�

と�

め�

で
あ
っ
た
」
か
ら
、「
永

久
に
消
滅
す
る
よ
う
わ
れ
わ
れ
が
願
う
も
の
で
あ
る
。」
こ
う
し
て
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
、
い
っ
さ
い
の
よ
り
善
い
も
の
に
反

抗
す
る
（
意
図
せ
ざ
る
）
反�

動�

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
も
し
よ
り
善
い
将
来
を
信
じ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
将
来
の
真
逆
の

戯�

画�

を
あ
ら
か
じ
め
提
供
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。(S.
767

L
)

以
上
を
も
っ
て
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
新
し
い
教
義
の
描
写
」
が
終
わ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
こ
の
論
説
の
末
尾
で
、「
サ
ン
‐

シ
モ
ン
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
は
た
し
た
最
重
要
の
人
々
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

「
ま
ず
、
人
は
こ
の
教
義
を
、
ま
っ
た
く
誤
っ
て
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
名
前
で
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
こ
う
。
さ
ま
ざ

ま
な
主
要
論
点
に
お
い
て
現
在
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
形
成
し
て
い
る
教
義
を
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
が
申
し
立
て
た
こ
と
は
、
そ
の

一
部
分
な
り
と
も
ま
っ
た
く
な
い
。
全
体
系
の
本
来
の
構
築
は
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
に
よ
る
の
で
あ
り
、
か
れ
は
い
ま
も
な
お
唯
一
の

首
領
で
あ
る
。
バ
ザ
ー
ル
は
、
た
し
か
に
多
く
の
点
の
彫
琢
に
参
与
し
た
が
、
の
ち
に
首
尾
一
貫
し
た
形
で
現
れ
た
主
要
教
義
に
強

力
に
抵
抗
し
、
か
れ
の
声
が
通
ら
な
か
っ
た
と
き
、
か
れ
の
確
信
を
共
有
す
る
多
く
の
人
々
と
一
緒
に
、
残
り
の
人
々
か
ら
全
面
的

に
別
れ
た
。
い
ま
か
れ
は
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ん
だ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
義
を
退
け
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本

的
欠
陥
で
あ
る
位
階
制
の
理
念
か
ら
は
、
か
れ
は
い
ま
も
な
お
完
全
に
自
由
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以

外
の
点
で
は
、
全
体
系
が
根
本
か
ら
新
た
に
構
築
し
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
た
だ
科
学
的
方
法
で
の
み
、
本
当
の
哲
学
に

よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
の
だ
と
、
か
れ
は
信
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
、R

evue
encyclopédique

の
現
在
の
編
集
者
た
ち
で

―２１４（２７）―
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あ
る
カ
ル
ノ
ーC

arnot

、
ル
ル
ー
ら
も
も
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
、
バ
ザ
ー
ル
と
と
も
に
分
離
し
た
人
々
で
あ
り
、
サ
ン
‐
シ
モ

ン
主
義
は
そ
の
基
礎
全
体
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
認
め
て
お
り
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
諸
問
題
の
さ
ら
に
深

い
新
た
な
究
明
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
か
れ
ら
は
、
上
記
のR

evue

を
つ
う
じ
て
み
ず
か
ら
寄
与
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」(S.

767
R
)

（
以
上
、
第
十
一
回
）

五

一
八
三
二
年
五
月
下
旬
か
ら
一
ヵ
月
半
に
わ
た
っ
て
分
載
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
論
説
の
骨
子
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
批
判
の
立
脚
基
盤
を
明
示
し
た
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
留
意
を
う
な
が
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、「
人
類
と
人
間
社
会
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
根
本
問
題
の
提
起
に
サ
ン
‐
シ

モ
ン
主
義
の
「
功
績
」
を
認
め
た
箇
所
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
と
く
に
注
記
し
た
の
は
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体
系
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
功
績
は
、「
し
か
し
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｃ
・

ｒＣ
・
ｒＦ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
が
、
そ
の
哲
学
体
系
に
従
い
、
と
く
に
二
つ
の
著
作
、『
人
類
の
原
像U

rbild
der

M
enschheit

』
一
八
一
一

年
、
お
よ
び
か
れ
の
〔
編
集
し
た
〕『
人
類
の
生
の
日
刊
紙T

agblatt
des

M
enschheitlebens

』
一
八
一
一
年
に
お
い
て
、
す
で
に

同
様
の
諸
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
前
に
、
た
と
え
ば
カ
ロ
ヴ
ェ
に
よ
っ

て
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
か
ん
す
る
か
れ
の
著
作
〔
一
八
三
一
年
〕
や
『
文
芸
談
論
雑
誌B

lätter
für

literarische
U
nterhaltung

』

〔
一
八
二
九
年
〕
に
お
け
る
よ
う
に
、
す
で
に
何
度
か
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
体
系
を
正
確
に
知
っ
て
い
る

か
ら
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
を
お
い
て
ほ
か
に
は
、
そ
の
基
礎
と
帰
結
が
こ
の
体
系
と
こ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
も
の
は
な

い
し
、
こ
の
体
系
の
こ
れ
ほ
ど
大
が
か
り
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
存
在
し
な
い
と
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」(S

.766
A
nm
.)

こ
の

よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
が
提
起
し
た
現
代
社
会
批
判
と
い
う
視
点
を
、
新
た
に
ド
イ
ツ
か
ら
の
視
野
で
相
対

―２１３（２８）―
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化
し
、
カ
ロ
ヴ
ェ
を
傍
証
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体
系
の
先
駆
性
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
ク
ラ
ウ
ゼ

の
体
系
と
は
似
て
非
な
る
も
の
、
む
し
ろ
そ
の
「
パ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

お
も
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
文
筆
活
動
を
展
開
し
た
カ
ロ
ヴ
ェ(Friedrich

W
ilhelm

C
arové,

1789-1852)

は
、
人
間
の
完
成
能

力Perfektibilität

を
信
頼
し
て
、
一
種
の
人
類
宗
教
的
な
見
地
か
ら
新
旧
の
キ
リ
ス
ト
教
の
和
解
を
志
向
し
、
宗
教
哲
学
や
歴
史

研
究
を
中
心
に
多
彩
な
著
述
を
残
し
て
（
８１
）

い
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
ク
ラ
ウ
ゼ
と
の
関
連
で
右
に
指
摘
し
た
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
か

ん
す
る
」
カ
ロ
ヴ
ェ
の
著
作
は
、『
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
と
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
』（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
八
三
（
８２
）

一
年
）
で
あ
ろ

う
。
本
書
を
「
哲
学
博
士
で
法
学
士
」
の
肩
書
き
で
書
い
た
カ
ロ
ヴ
ェ
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
、『
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
は

何
か
―
―
教
会
的
諸
権
威
か
ら
の
回
答
の
試
み
』（
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
、
一
八
二
八
年
）
を
公
刊
し
、
そ
れ
を
ク
ラ
ウ
ゼ
が
右
の
『
文

芸
談
論
雑
誌
』（
第
一
三
八
号
お
よ
び
同
誌
のB

eilage

の
第
七
号
、
と
も
に
発
行
日
は
一
八
二
九
年
六
月
十
五
日
）
で
書
評
し
て

い
た
（
８３
）

か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
も
す
で
に
な
じ
み
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

カ
ロ
ヴ
ェ
が
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
論
じ
た
右
記
の
著
作
で
は
、
ま
ず
、
ダ
ミ
ロ
ンD

am
iron

の
論
文
「
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス

哲
学
の
歴
史
に
か
ん
す
る
試
論
」（
パ
リ
、
一
八
二
八
年
。『
科
学
批
評
年
誌Jahrbücher

für
w
issenschaftliche

K
ritik

』
一
八
三

〇
年
、
所
収
）
と
、
神
父
ド
ネD

oney

の
著
書
『
観
察
の
方
法
と
常
識
と
に
も
と
づ
く
哲
学
の
新
要
素
』（
全
二
巻
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
、
一
八
三
〇
年
）
と
を
そ
れ
ぞ
れ
論
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
現
状
を
展
望
し
て
い
る
。
ダ
ミ
ロ
ン(Jean-

Philibert
D
am
iron,

1794-1862)

は
師
範
学
校
で
ク
ー
ザ
ン
に
学
び
、
の
ち
に
同
校
の
哲
学
教
授
と
な
り
、
三
六
年
に
道
徳
・
政
治

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
、
三
八
年
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
近
代
哲
学
史
の
教
授
に
な
る
が
、
そ
の
か
ん
、
二
四
年
に
、
ク
ー
ザ
ン
の
弟

子
ジ
ュ
フ
ロ
ワ(T

héodore
Sim

on
Jouffroy,

1796-1842)

、
デ
ュ
ボ
ワ(Paul-François

D
ubois,

1793-1874)

、
ピ
エ
ル
・
ル
ル

―２１２（２９）―
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ー
ら
と
と
も
に
『
ル
・
グ
ロ
ブ
』
の
創
刊
に
か
か
わ
っ
た
。
ダ
ミ
ロ
ン
の
右
の
「
試
論
」
で
は
、
感
覚
論
、
神
学
論
、
折
衷
主
義
が

論
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
ド
ネ(Jean-M

arie
D
oney,

1794-1871)

は
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
で
助
任
司
祭
、
同
地
の
王
立
コ
レ
ジ
ュ
の
哲
学

教
授
、
の
ち
に
モ
ン
ト
バ
ン
の
司
教
と
な
っ
た
人
物
で
、
右
の
『
新
要
素
』
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
大

学
哲
学
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
哲
学
と
フ
ラ
ン
ス
折
衷
主
義
―
―
そ
こ
で
は
、
Ｄ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
Ｔ
・
リ
ー
ド
の
翻
訳
・
紹
介
者

と
し
て
の
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
へ
の
言
及
を
含
む
―
―
、
お
よ
び
ラ
ム
ネ
で
あ
る
。

カ
ロ
ヴ
ェ
は
、
つ
ぎ
に
ユ
ダ
ヤ
教
史
に
か
ん
す
る
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ルSalvador

の
新
聞
論
説
（
一
八
三
〇
年
）
を
素
材
に
ユ
ダ
ヤ

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
論
じ
る
。
そ
の
う
え
で
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
と
り
あ
げ
て
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
生
涯
と
学
派
の
現
状

（
機
関
紙
の
『
生
産
者L

e
Producteur

』
か
ら
『
組
織
者L

’O
rganisateur

』
を
経
て
『
地
球L

e
G
lobe

』
ま
で
の
変
遷
と
、
こ
の

学
派
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
双
方
の
態
度
な
ど
）
を
紹
介
し
、
つ
ぎ
に
『
教
理
解
説
』
第
一
年
度
の
全
十
七
回

（
一
八
三
〇
年
刊
）
の
抜
粋
を
掲
げ(S.

118-195)

、
さ
ら
に
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
へ
の
評
価
と
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
カ
ロ
ヴ
ェ
が
ク
ラ
ウ
ゼ
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
作
品
〔『
教
理
解
説
』
第
一
年
度
〕
の
な
か
に
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
新
し
い
真�

理�

と
か
、
ド
イ
ツ
に

と
っ
て
新
し
い
、
み
ご
と
な
、
あ
る
い
は
感
動
的
な
見
解
と
か
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
人
類
の
普�

遍�

的�

な�

共�

存�

、
そ

の
た
め
に
不
可
欠
の
特
別
の
結�

社�

や
同
盟
、
こ
れ
ま
で
不
十
分
で
あ
っ
た
精
神
的
、
人
倫
的
お
よ
び
身
体
的
な
あ�

ら�

ゆ�

る�

生
活
要
因

の
バ�

ラ�

ン�

ス�

の�

と�

れ�

た�

尊
重
と
調�

和�

の�

と�

れ�

た�

育
成
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
に
付
与
す
べ
き
宗�

教�

的�

厳
粛
さ
、
女
性
の
尊
厳
、
そ

の
他
も
ろ
も
ろ
に
か
ん
す
る
諸
思
想
、
―
―
こ
れ
ら
の
思
想
の
す
べ
て
は
、
す
で
に
と
っ
く
の
昔
に
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
た
ち
の
多
数

の
著
作
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
に
は
な
し
え
な
い
稀
有
な
深
さ
と
明
晰
さ
と
を
も

―２１１（３０）―
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っ
て
、
ク�

ラ�

ウ�

ゼ�

の
『
人�

類�

の�

原�

像�

』�

〔
ド
レ
ス
デ
ン
、
一
八
一
一
年
〕
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
（
８４
）

い
る
。」

こ
れ
に
つ
づ
け
て
、
こ
う
述
べ
る
。「
同
様
に
、
フ�

ィ�

ヒ�

テ�

〔『
現
代
の
根
本
特
徴
』、
ベ
ル
リ
ン
、
一
八
〇
六
年
〕、
Ｊ�

・
Ｊ�

・
ヴ�

ァ�

ー�

グ�

ナ�

ー�

〔『
宗
教
、
科
学
、
芸
術
お
よ
び
国
家
』、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
一
八
一
九
年
〕、
そ
の
他
多
数
が
、
人
類
の
漸
進
的
な

完
成
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
の
現
代
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
て
も
深
い
、
す
ば
ら
し
い
見
解
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
、
こ

れ
ら
の
問
題
に
か
ん
す
る
サ�

ン�

‐
シ�

モ�

ン�

主�

義�

者�

た�

ち�

の
教
義
は
、
あ
の
も
と
の
ド�

イ�

ツ�

人�

た�

ち�

の�

声
の
貧
弱
で
ゆ
が
め
ら
れ
た
残

響
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」「
か
れ
ら
が
と
く
に
好
ん
で
論
じ
て
い
る
産�

業�

に
つ
い
て
も
、
教�

育�

に
つ
い
て
も
」、
す
で
に

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
そ
の
他
が
詳
細
か
つ
根
本
的
に
論
じ
て
い
る
、
と
。

さ
ら
に
、「〈
各�

人�

に�

は�

そ�

の�

能�

力�

に�

応�

じ�

て�

、
各�

人�

の�

能�

力�

に�

は�

そ�

の�

仕�

事�

に�

応�

じ�

て�

〉
と
い
う
、
か
れ
ら
の
実
践
の
た
め
の
主

要
原
則
で
さ
え
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
ヴ�

ァ�

イ�

ス�

ハ�

ウ�

プ�

ト�

W
eishaupt

の�

体
制
の
反
復
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
周
知
の
よ

う
に
、
こ
の
人
物
は
一
七
七
六
年
五
月
一
日
に
、
か
れ
が
あ
る
完�

成�

指�

向�

主�

義�

者�

た�

ち�

Perfektibilitisten

の�

教�

団�

の
名
称
か
ら
名

づ
け
た
一
つ
の
結
社
を
設
立
し
た
。
こ
の
教
団
は
、
迷
信
と
無
知
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
弊�

害�

を
制
御
し
よ
う
と
し

た
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
地
位
に
最�

も�

ふ�

さ�

わ�

し�

い�

者�

を
置
き
、
平�

和�

的�

な�

方�

法�

で�

普�

遍�

的�

な�

国�

家�

を
つ
く
り
、
所�

有�

の�

分�

離�

を
最
大
の
不
幸
の
源
泉
と
み
な
し
て
廃
止
し
、
徐
々
に
人�

�々

の�

あ�

い�

だ�

の�

い�

っ�

さ�

い�

の�

境�

界�

を
全
般
的
に
廃
止
し
て
、
家
父

が
そ
れ
ぞ
れ
再
び
か
れ
の
ヒ
ュ
ッ
テ
の
王
と
な
り
教
父
と
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
―
―
」

「
い
く
つ
か
の
す
で
に
な
じ
み
深
い
フ�

ラ�

ン�

ス�

人�

の�

著
作
、
と
り
わ
け
エ�

ル�

ヴ�

ェ�

シ�

ウ�

ス�

〔
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
ふ
く
む
『
人
間
に

つ
い
て
』〕
と
ル�

ソ�

ー�

〔
抽
象
的
所
有
権
論
を
ふ
く
む
『
社
会
契
約
論
』〕
に
お
い
て
さ
え
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
後
輩
ボ�

ヌ�

ヴ�

ィ�

ー�

ユ�

B
onneville

の
、
情
も
思
想
も
深
い
作
品
『
宗�

教�

の�

精�

神�

に�

つ�

い�

て�

』
で
も
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
が
新
し
い
啓�

示�

を
気
取
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っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
見
解
が
す
で
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
（
８５
）

あ
る
。」

以
上
の
よ
う
な
長
い
留
保
の
う
え
で
、
カ
ロ
ヴ
ェ
は
こ
う
評
価
す
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
〔
サ
ン
‐

シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
〕
に
は
あ
る
功
績
が
な
お
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
た
し
か
に
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
多
か
れ
少

な
か
れ
散
漫
だ
っ
た
多
数
の
諸
思
想
を
、
は
じ
め
て
一
つ
の
大
き
な
全
体
へ
と
統
合
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
代
人
が

自
分
た
ち
の
過
ち
と
欠
陥
の
い
く
つ
も
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
鏡
を
、
現
在
に
、
ま
た
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
差
し
出
し
た
と
い

う
功
績
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
欠
陥
を
説
得
力
の
あ
る
や
り
方
で
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
点
は
あ
ま
り
期
待
で

き
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ�

ン�

‐
シ�

モ�

ン�

主�

義�

者�

た�

ち�

は
、
か
れ
ら
が
十
八
世
紀
の
哲�

学�

者�

た�

ち�

に
、
ま
た
十
九
世
紀

の
い
わ
ゆ
る
自�

由�

主�

義�

者�

た�

ち�

に
授
け
た
の
と
同
じ
賞
賛
に
、
か
れ
ら
自
身
が
あ
た
い
す
る
の
で
（
８６
）

あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
、
現
状
の

根
本
的
な
「
欠
陥
」
を
指
摘
し
、
そ
の
改
革
を
志
向
す
る
と
い
う
役
割
に
お
い
て
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
存
在
価
値
を
評
価
す
る

の
で
あ
る
。

本
書
で
カ
ロ
ヴ
ェ
は
、『
教
理
解
説
』
第
一
年
度
に
加
え
て
『
グ
ロ
ブ
』
の
三
一
年
三
月
ま
で
の
記
事
を
追
跡
し
て
お
り
、
あ
と

が
き
の
日
付
は
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン

一
八
三
一
年
四
月
九
日
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
論

説
の
（
外
形
的
な
）
独
自
性
は
、
そ
の
ご
の
、
と
く
に
同
年
十
一
月
の
「
分
裂
」
以
降
の
最
新
動
向
に
注
目
し
て
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ

ン
主
導
下
の
特
殊
な
先
鋭
化
を
批
判
し
て
い
る
点
に
あ
り
、
し
か
も
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
に
よ
る
多
様
な
一
次
資
料
だ
け
で

な
く
、
バ
ザ
ー
ル
を
は
じ
め
当
事
者
た
ち
と
の
直
接
の
交
流
に
も
も
と
づ
い
て
い
る
点
に
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時

に
、「
生
」
に
お
け
る
「
制
約
と
限
界
」
へ
の
言
及
に
も
表
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
批
判
の
基
礎
視
点
が
「
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
体

系
」
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
す
で
に
そ
こ
で
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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五

モ
ー
ル
の
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
批
判

一

ア
ー
レ
ン
ス
の
右
の
連
載
の
最
終
回
は
三
二
年
七
月
十
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ご
ま
も
な
い
同
月
三
十
日
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ

ン
の
国
法
学
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
モ
ー
ル
は
、
パ
リ
に
い
る
弟
ユ
ー
リ
ウ
ス
宛
の
手
紙
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
国
王
の

誕
生
日
（
九
月
二
十
七
日
）
に
僕
は
講
演
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
項
目
予
定
を
書
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
ま
だ
ま
っ

た
く
手
を
付
け
て
い
な
い
。
ど
ん
な
テ
ー
マ
に
す
る
か
、
自
分
で
も
ど
う
も
ま
だ
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
項
目
予
定
は
、
多
分
、
サ
ン

‐
シ
モ
ン
派
国
民
経
済
学
へ
の
批
判
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
、
あ
の
く
だ
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り
を
そ
う
呼
ん
で
よ
け
れ
ば

（
８７
）

ね
。」
そ
の
ご
モ
ー
ル
は
、
九
月
二
十
七
日
、
奇
し
く
も
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
ク
ラ
ウ
ゼ
が
死
去
し
た
そ
の
日
に
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク

国
王
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
へ
の
祝
賀
講
演
を
、
実
際
に
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
お
こ
な
っ
て
お
り
、
同
大
学
図
書
館
所
蔵
の
モ
ー

ル
の
遺
稿
類
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
そ
の
講
演
原
稿
を
、
モ
ー
ル
研
究
者
の
エ
ー
リ
ヒ
・
ア
ン
ガ
ー
マ
ン
が
判
読
し
て
、
一
九
六
二
年

に
『
社
会
経
済
史
四
季
報
』
上
で
公
開
し
た
。

モ
ー
ル
が
こ
の
講
演
を
お
こ
な
っ
た
時
点
は
、
国
家
経
済
学
部
の
正
教
授
職
六
年
目
、
か
れ
が
す
で
に
『
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
王

国
の
国
法
』（
全
二
巻
、
一
八
二
九
―
三
一
年
）
に
よ
っ
て
西
南
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
実
定
的
国
法
論
を
確
立
し
、
そ
れ
に
つ

づ
け
て
、
旧
来
の
官
僚
絶
対
主
義
下
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」（
内
務
行
政
）
概
念
を
近
代
的
な
「
法
治
国
家
」
概
念
で
包
摂
す
る
こ
と

で
国
法
学
的
行
政
法
学
を
開
拓
す
る
こ
と
に
な
っ
た
『
法
治
国
家
の
諸
原
則
か
ら
み
た
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
』（
全
三
巻
、
一
八
三
二
―

三
四
年
）
の
公
刊
に
着
手
し
て
い
た
精
力
的
学
究
充
実
期
に
相
当
す
る
。
の
ち
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
先
駆
的
な
「
労
働
者
問
題
」
認
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識
の
表
明
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
一
八
三
五
年
の
論
説
「
工
場
制
工
業
経
営
に
よ
っ
て
労
働
者
自
身
に
、
ま
た
、
市
民
社
会

全
体
の
福
祉
と
安
全
に
対
し
て
生
じ
る
不
利
益
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
根
本
的
予
防
策
の
必
要
性
に
つ
（
８８
）

い
て
」
よ
り
三
年

早
い
時
点
で
あ
っ
た
。
モ
ー
ル
は
こ
の
祝
賀
講
演
で
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
産
力
の
経
済
学
を
信
奉
す
る
名
望
家
自
由
主
義

H
onoratiorenliberalism

us

の
立
場
か
ら
、
一
方
で
サ
ン
‐
シ
モ
ン
（
主
義
）
の
主
張
の
「
誤
り
」
を
厳
し
く
批
判
し
つ
つ
、
他
方

で
は
、
そ
れ
が
多
数
の
貧
民
に
「
革
命
」
へ
の
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
予
防
策
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
鮮
明

に
示
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
講
演
は
、
労
働
者
問
題
へ
の
国
家
の
関
与
を
要
求
し
た
三
五
年
論
説
を
ふ
く
む
そ
の
ご
の
モ

ー
ル
の
社
会
政
策
的
思
考
態
度
の
「
出
発
点
」
を
な
す
も
の
と
い
う
ア
ン
ガ
ー
マ
ン
の
評
価
は
、
的
を
は
ず
し
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
（
８９
）

れ
る
。
以
下
に
、
そ
の
講
演
の
論
旨
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
み
な
さ
ん
！

あ
る
新
し
い
思
想
が
、
い
ま
ま
で
真
理
と
み
な
さ
れ
従
わ
れ
て
い
た
も
の
と
異
な
る
度
合
い
が
大
き
い
ほ
ど
、

い
っ
そ
う
そ
の
思
想
は
、
思
索
す
る
人
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
思
想
の
実
現
が
生
活
と
学
問
に
及
ぼ
す
影
響

の
度
合
い
が
甚
大
で
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
精
通
し
た
同
時
代
人
た
ち
は
、
そ
の
思
想
を
精
確
に
吟
味
す
る
よ

う
ま
す
ま
す
大
い
に
喚
起
さ
れ
る
の
で
す
。」
こ
う
語
り
始
め
た
モ
ー
ル
は
、
い
ま
吟
味
さ
れ
る
べ
き
「
新
し
い
思
想
」
と
し
て
サ

ン
‐
シ
モ
ン
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
教
義
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
「
新
し
い
宗
教
、
新
し
い
国
家
形
態
、
そ
し
て
新
し
い
国
民
経
済
論
」

に
注
目
す
る
意
義
を
、
そ
れ
が
「
ぜ
ひ
と
も
必�

要�

だ�

」
と
表
現
す
る
。
と
い
う
の
は
、「
そ
の
新
教
義
は
、
貧
し
く
無
知
な
大
衆
の

激
情
に
た
や
す
く
同
盟
者
を
み
い
だ
し
、
故
意
に
、
ま
た
は
結
果
的
に
、
財
産
に
対
す
る
貧
民
の
全
般
的
戦
争
を
誘
発
す
る
」
か
ら

で
あ
る
。
た
し
か
に
「
最
近
、
こ
の
宗
派
の
首
領
た
ち
は
没
落
し
た
」
し
、「
支
持
者
た
ち
の
内
部
分
裂
、
か
れ
ら
の
財
源
と
大
衆

的
人
気
の
低
減
」
が
生
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
こ
の
瞬
間
の
深
い
引
き
潮
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
い
つ
盛
り
返
し
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て
も
お
か
し
く
な
い
。
何
世
紀
も
つ
づ
い
て
き
た
既
存
の
も
の
を
「
す
べ
て
転
覆
す
る
試
み
」
は
た
と
え
失
敗
す
る
と
し
て
も
、「
学

問
の
国
で
は
、
や
は
り
思�

想�

と
い
う
も
の
は
あ
と
に
残
る
の
で
す
。
少
な
く
と
も
そ
の
教
義
の
対
立
物
を
詳
細
に
説
明
し
た
と
い
う

そ
の
驚
く
べ
き
才
能
は
、
再
び
ま
っ
た
く
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
で
す
か
ら
、
サ�

ン�

‐
シ�

モ�

ン�

は
、
一
つ
の
学
問
分
野
に
お
い
て
よ
り
も
歴
史
に
お
い
て
、
一
つ
の
注
目
す
べ
き
現
象
と
し
て
つ
ね
に
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な

る
で
し
（
９０
）

ょ
う
。」(S.

200f.)

い
ま
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
注
目
す
る
意
義
と
必
要
性
に
対
す
る
モ
ー
ル
の
熱
意
が
、
冒
頭
か
ら
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

そ
の
「
思
想
の
実
現
が
生
活
と
学
問
に
及
ぼ
す
影
響
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
不
断
の
関
心
は
、
ア
ル
ト
リ
ベ
ラ
ー
ル
（
初
期
自
由

主
義
者
）
と
し
て
の
学
者
モ
ー
ル
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
実
践
的
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
講
演
の
二
年
後
に
か
れ
の

主
導
で
創
刊
さ
れ
る
『
総
合
国
家
学
雑
誌Z

eitschrift
für

die
gesam

m
te
Staatsw

issenschaft

』
は
、
そ
の
創
刊
号
で
、「
生
活
と

学
問
と
が
相
互
に
浸
透
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
「
共
同
編
集
者
」
で
あ
る
同
僚
六
教
授
の
連
名
で
う
た
っ
た
よ
う
に
、「
生

活
と
学
問
」
は
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
の
基
本
精
神
を
な
す
こ
と
に
（
９１
）

な
る
。

モ
ー
ル
が
な
ぜ
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
動
向
に
関
心
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
最
新
情
報
を
ど
こ
か
ら
得
た
の

か
は
、
こ
の
祝
賀
講
演
原
稿
に
は
参
照
典
拠
の
記
載
が
い
っ
さ
い
な
い
た
め
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
く
に
先
進
諸
国
の

文
献
の
渉
猟
へ
の
不
断
の
傾
注
は
、
モ
ー
ル
の
研
究
生
活
を
一
貫
す
る
特
筆
す
べ
き
局
面
で
あ
り
、
上
述
の
三
五
年
の
論
説
で
は
、

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
「
諸
提
案
」
を
ふ
く
ん
で
い
る
文
献
と
し
て
、
以
下
の
五
点
を
挙
げ
て
（
９２
）

い
る
。

E
xposition

de
la
doctrine

Saint-Sim
onienne,

Par.
1830,

I,
II,
gr.
8.

D
octrine

Saint-Sim
onienne,

R
esum

é
général

de
l’exposition

faite
en
1829

et
30,

2.
edit.

Par.
1831,

45S.,
8.
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L
’O
rganisateur,

journal
de
la
doctrine

Saint-Sim
onienne,

Par.
1830

u.
31,

Fol.

D
octrine

Saint-Sim
onienne,

L
ettres

sur
la
réligion

et
la
politique,

Par.
1831,

X
V
I
u.
180

S.,
8.

R
éligion

Saint-Sim
onienne,

E
conom

ie
politique

et
Politique,

Par.
1831,

V
I
u.
176

S.,
8.

ま
た
、
の
ち
に
『
国
家
学
の
歴
史
と
文
献
』
第
一
巻
（
一
八
五
五
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
説
「
国
家
学
と
社
会
学
」
で
は
、
サ

ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
つ
い
て
は
、
右
記
の
『
教
理
解
説
』
の
二
巻
（
一
八
三
〇
年
）、
お
よ
び
「
カ
ル
ノ
ーC

arnot

の
」『
教
理
解

説
第
一
巻
の
要
約
』（
同
年
）
が
注
記
さ
れ
て
（
９３
）

い
る
。
し
か
し
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
祝
賀
講
演
に
お
い
て
、
サ
ン
‐
シ
モ

ン
本
人
の
主
張
と
弟
子
た
ち
が
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
議
論
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
モ
ー
ル
が
自
覚
し

て
い
た
の
か
、
そ
の
判
断
は
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
上
述
の
連
載
記
事
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
パ

リ
で
当
事
者
た
ち
と
接
触
し
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ス
が
自
然
に
身
に
つ
け
た
実
際
の
師
弟
間
・
当
事
者
間
の
位
置
関
係
へ
の
認
識
に
対

比
し
て
、
資
料
依
存
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
突
破
し
が
た
い
限
界
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、『
教
理
解
説
』
は
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
名
を
冠
し
て
は
い
て
も
、
そ
こ
に
は
連
続
講
義
を
分
担
し
編
集
し
た
ア
ン
フ
ァ
ン

タ
ン
、
バ
ザ
ー
ル
、
ロ
ド
リ
ー
グ
ら
弟
子
た
ち
の
主
張
も
当
然
ま
じ
り
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
三
五
年
論
説
に
お
け
る
右
記
の
そ

の
他
の
文
献
も
、
執
筆
者
に
か
ん
す
る
同
様
の
問
題
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
講
演
で
モ
ー
ル
が
サ

ン
‐
シ
モ
ン
の
見
解
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
字
義
通
り
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
見
解

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
つ
ね
に
排
除
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

二

と
こ
ろ
で
モ
ー
ル
も
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
を
、
そ
の
「
全
側
面
」
か
ら
検
討
す
る
必
要
を
主
張
す
る
が
、
モ
ー
ル

の
ば
あ
い
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
と
批
判
は
「
宗
教
的
側
面
」
に
限
ら
れ
、「
政�

治�

的�

側
面
と
国�

民�

経�

済�

的�

側
面
」
は
ま
だ
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な
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
、
そ
の
う
ち
と
く
に
「
国�

民�

経�

済�

的�

な�

主
要
命
題
を
簡
潔
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
」
に
集
中
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
は
、
道
徳
、
政
治
お
よ
び
国
民
経
済
の
頂
点
に
、
人
間
の
諸
制
度
の
す
べ
て
は
多�

数�

の�

貧�

し�

い�

人
々
の
状
態
の
全
面
的
な
改
善
を
目
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
を
立
て
て
い
る
」
が
、
こ
こ
で
は
経
済

的
な
側
面
だ
け
に
限
定
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
。「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
は
、
大
多
数
の
人
々
の
現
在

の
経
済
的
な
状
態
を
、
き
わ
め
て
不
幸
で
、
反
自
然
的
で
、
不
当
な
も
の
と
し
て
描
き
だ
し
て
い
る
。」
そ
の
意
味
は
、
二
重
で
あ

る
。(S.

201f.)

「
第
一
に
、
か
れ
の
見
解
に
従
え
ば
、
い
ま
人
々
は
、
無�

為�

の�

者�

と
労�

働�

者�

と
い
う
二
つ
の
階
級
に
分
か
れ
て
い
る
。」
つ
ま
り
、

一
方
は
、「
自
分
た
ち
の
所
有
物
を
、
利
子
ま
た
は
地
代
と
引
き
替
え
に
労
働
者
た
ち
に
貸
し
付
け
る
、
す
べ
て
の
地
主
と
資
本
家
」

で
あ
り
、
他
方
の
「
労
働
者
の
階
級
は
、
小
作
人
、
工
場
労
働
者
、
日
雇
い
を
包
含
す
る
。」「
無
為
の
者
は
、
利
子
と
小
作
賃
料
を

で
き
る
だ
け
引
き
上
げ
よ
う
と
務
め
、
労
賃
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
よ
う
と
務
め
る
。
一
方
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
正
反
対
の
こ
と
が

労
働
者
に
よ
っ
て
め
ざ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
め
ざ
さ
れ
て
よ
い
。
無
為
の
者
に
は
、
出
生
の
偶
然
に
よ
っ
て
、
貧
し
い
労
働
者

に
資
本
ま
た
は
土
地
を
あ
て
が
う
職
務
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
ら
は
そ
れ
を
、
き
わ
め
て
不
適
切
な
、
無
知
な
、
支

離
滅
裂
な
や
り
方
で
お
こ
な
う
か
ら
、
あ
る
と
き
は
多
す
ぎ
る
と
思
え
ば
今
度
は
少
な
す
ぎ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

不
当
な
関
係
は
廃
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
サ
ン
‐
シ
モ
ン
は
説
く
。
そ
し
て
、
十
八
世
紀
に
は
こ
の
闘
い
の
目
標
が
封�

建�

貴�

族�

の
抑
圧
的
な
特
権
と
独
占
を
廃
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
い
ま
や
、
十
九
世
紀
の
任
務
、
と
く
に
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義

者
の
任
務
は
、
市�

民�

す
な
わ
ち
営
業
と
土
地
の
所
有
者
の
暴
虐
を
全
面
廃
棄
し
て
、
全
員
を
労
働
者
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。」

(S.
202f.)

―２０４（３７）―

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
ハ
イ
ネ
、
ア
ー
レ
ン
ス
、
モ
ー
ル
（
下
）



「
わ
れ
わ
れ
の
経
済
的
状
態
の
第
二
の
絶
望
的
で
排
す
べ
き
特
徴
と
サ
ン
‐
シ
モ
ン
に
は
思
わ
れ
て
い
る
の
は
、
営
業
者
た
ち
の

自�

由�

競�

争�

で
あ
る
。
こ
の
全
員
の
全
員
に
対
す
る
戦
争
。
人
が
他
人
を
支
援
し
、
労
働
者
が
他
の
労
働
者
に
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ

る
の
で
は
な
く
、
一
人
が
他
人
を
抑
圧
し
、
策
略
、
ペ
テ
ン
、
不
相
応
の
安
値
に
よ
っ
て
他
人
か
ら
顧
客
を
奪
お
う
と
す
る
。
生
活

維
持
の
た
め
の
必
死
の
闘
争
の
な
か
で
皆
が
自
分
の
競
争
者
を
、
で
き
る
こ
と
な
ら
救
護
板
か
ら
奈
落
の
底
へ
突
き
落
と
そ
う
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
も
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
は
変
え
よ
う
と
す
る
。」(S.

203.)

こ
れ
に
対
し
て
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
」
が
提
示
す
る
方
策
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
主
要
方
策
は
、「
無�

為�

の�

者�

た�

ち�

の
階
級
全
体
の
廃�

絶�

」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
第
一
は
、「
所�

有�

物�

の�

相�

続�

の�

廃�

止�

」

で
あ
り
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
誰
も
が
自
分
で
働
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。」
そ
し
て
「
各
人
は
、
自
分
が
か
せ
ぐ
分
量
だ�

け�

を
受
け
取

る
」
の
で
あ
る
。「
国
家
が
、
す
べ
て
の
死
亡
者
の
唯
一
の
相
続
人
に
な
る
。」
ま
た
、
第
二
は
、
無
為
の
者
た
ち
の
「
政�

治�

的�

特�

権�

の
剥
奪
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
小
作
農
に
も
「
市
民
権
的
権
能
」
と
「
政
治
的
権
利
」（
参
政
権
等
）
と
の
双
方
を

付
与
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
世
論
」
の
成
熟
を
待
っ
て
、「
無
為
の
者
た
ち
か
ら
国
家
の
統
治
権
を
全
面
的
に
取
り
上
げ
る
」
こ
と
、

つ
ま
り
「
立
憲
制
の
統
治
形
態
を
全
面
的
に
廃
止
し
、
位
階
的
な
無
制
限
の
諸
原
則
に
従
っ
て
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
国
家
に
お
け

る
祭
司
元
首
た
ち
と
し
て
、
芸
術
家
た
ち
と
学
者
た
ち
に
支
配
権
を
ゆ
だ
ね
る
」
こ
と
で
あ
る
。(S.

203f.)

第
二
の
主
要
方
策
は
、
労
働
者
を
「
そ�

の�

能�

力�

に�

応�

じ�

て�

区
分
」
し
、「
各
人
は
各
自
の
能
力
に
応
じ
て
国
家
か
ら
、
必
要
な
労

働
手
段
、
つ
ま
り
土
地
と
資
本
を
受
け
取
る
」
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
諸
能
力
の
区
分
を
可
能
に
す
る
前
提
は
、「
す
べ
て

の
子
ど
も
の
共
同
的
な
公
教
育
」
で
あ
り
、
若
い
市
民
た
ち
の
才
能
の
発
見
と
評
定
に
も
と
づ
い
て
国
家
（
祭
司
元
首
た
ち
）
が
各

自
に
最
適
の
仕
事
を
指
定
す
る
。
所
有
相
続
の
廃
止
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
財
貨
を
、
国
家
が
、
各
人
の
能
力
と
仕
事
の
必
要
と
に
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応
じ
て
各
人
に
配
分
す
る
が
、
そ
れ
は
各
人
が
「
新
し
い
価
値
の
生
産
の
た
め
に
利
用
」
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
彼
の
死
亡
後
は
再

び
国
家
へ
回
収
さ
れ
て
、
別
の
労
働
に
譲
渡
さ
れ
る
。「
こ
の
よ
う
に
つ
ね
に
く
り
返
さ
れ
る
国
民
財
産
の
配
分
の
た
め
に
」
つ
く

ら
れ
る
の
が
、「
全
国
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
銀�

行�

の
制
度
」
で
あ
る
。(S.

204.)
ア
ン
ガ
ー
マ
ン
の
注
記
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
ル
の
原
稿
に
は
、
判
読
不
能
の
二
箇
所
を
ふ
く
め
て
計
八
箇
所
の
削
除
部
分
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
右
の
国
家
に
よ
る
各
人
へ
の
仕
事
の
配
分
に
か
ん
す
る
箇
所
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
以
下
の
文
章
が
削
除
さ
れ

て
い
る
。「
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
位
を
付
与
す
る
さ
い
に
は
、
男
性
と
女
性
の
あ
い
だ
で
差
別
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

と
い
う
の
は
、
社
会
の
す
べ
て
の
労
働
と
職
務
に
女
性
も
参
加
し
て
よ
い
し
、
参
加
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
も

女
性
を
ま
だ
従
属
的
な
地
位
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
き
た
か
ら
、
そ
う
し
た
地
位
か
ら
女
性
を
解
放
す
る
こ
と
を
サ
ン
‐
シ
モ
ン
は

自
慢
し
て
い
る
。」(S.

204
A
nm
.)
モ
ー
ル
が
こ
れ
を
削
除
し
た
理
由
は
不
明
だ
が
、
か
れ
自
身
の
こ
う
い
う
面
で
の
保
守
的
な
性

格
の
反
映
と
も
思
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
福
音
派
教
会
を
無
用
に
刺
激
し
な
い
た
め
の
配
慮
だ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
第
三
の
主
要
方
策
は
、「
各�

能�

力�

に�

は�

そ�

の�

仕�

事�

の�

成�

果�

に�

応�

じ�

て�

報�

い�

る�

よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
で
起
こ
り
う
る
三
種
類
の
失
敗
、
つ
ま
り
、（
一
）
祭
司
指
導
部
に
よ
る
労
働
手
段
の
配
分
の
誤
り
、（
二
）
自
由
競
争
に
よ

る
不
均
衡
、（
三
）
働
け
な
く
な
っ
た
高
齢
者
へ
の
報
酬
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
（
一
）
祭
司
指
導
部
に
よ
る
労
働
手

段
の
適
正
な
再
配
分
、（
二
）
個
々
の
産
業
分
野
ご
と
に
必
要
な
労
働
者
の
数
を
指
導
部
が
決
定
し
、
労
働
者
の
競
争
と
反
目
を
防

止
す
る
こ
と
、（
三
）
働
け
な
く
な
っ
た
高
齢
者
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
功
績
に
応
じ
た
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
、「
各
人
は
か
れ
の
成
果
に
応
じ
て
報
わ
れ
る
と
い
う
正
義
の
要
求
」
が
み
た
さ
れ
る
。(S.

205.)

三
「
以
上
が
、
み
な
さ
ん
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
教
義
の
、
経
済
的
な
諸
制
度
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で
、
本
質
的
な
部
分
な
の
で
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す
。」
モ
ー
ル
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
学
問
と
生
活
に
お
け
る
根
本
諸
原
理
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と

に
留
意
を
う
な
が
し
、
そ
の
公
教
育
と
青
年
へ
の
仕
事
の
配
分
に
「
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
か
ら
借
用
さ
れ
た
思
想
」
を
み
と
め
、
市
民

社
会
全
体
を
位
階
制
の
直
接
指
導
の
も
と
に
置
い
て
、
す
べ
て
の
市
民
を
労
働
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
計
画
に
「
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お

け
る
あ
の
イ
エ
ズ
ス
会
国
家
〔
こ
れ
は
、
十
七－

十
八
世
紀
に
南
米
の
原
住
民
を
大
規
模
に
動
員
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会

士
た
ち
に
よ
る
入
植
宣
教
活
動(Jesuitenreduktion)

を
背
景
と
し
て
い
た
〕
と
酷
似
し
た
も
の
」
を
看
取
す
る
が
、
そ
れ
で
も
な

お
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
が
提
案
し
て
い
る
こ
と
」
の
多
く
は
「
独
創
的
な
も
の
」
だ
と
み
る
の
で
あ
る
。(S.

205f.)

そ
の
う
え
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
問
い
返
す
。

「
さ
て
し
か
し
、
こ
の
新
教
義
は
真
実
な
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
人
間
の
洞
察
力
の
勝
利
と
み
な
さ
れ
て

き
た
あ
の
偉
大
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
学
問
を
、
ま
ち
が
っ
た
も
の
と
し
て
捨
て
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？

リ
カ
ー
ド
や
セ

ー
の
よ
う
な
人
の
研
究
を
空
し
い
機
知
の
戯
れ
と
し
て
ス
コ
ラ
学
者
の
小
理
屈
の
な
か
に
数
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」「
何

世
紀
に
も
わ
た
っ
て
あ
ら
ゆ
る
諸
民
族
の
な
か
で
神
聖
で
不
可
侵
と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
、
つ
ま
り
、
所
有
権
の
概
念
と
尊
重
、

子
ど
も
に
対
す
る
親
の
配
慮
」、
さ
ら
に
「
個
人
の
自
由
と
自
己
決
定
、
現
在
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
最
高
善
、
不
手
際
に
お
け
る
慰

め
、
幸
運
に
お
け
る
誇
り
、
こ
れ
ら
を
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
で
補
足
し
あ
う
祭
司
身
分
に
対
す
る
盲
目
的
な
服
従
の
た
め
に
捨

て
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
―
―
「
否
！
」「
こ
の
新
教
義
は
、
宗
教
、
道
徳
論
、
国
法
論
に
お
い
て
と
同
様
、
営
業
と
所
有

権
に
か
ん
す
る
諸
命
題
に
お
い
て
も
、
誤�

っ�

た�

も
の
で
す
。」
モ
ー
ル
は
、
そ
の
間
違
い
を
、
一
般
的
諸
命
題
と
個
々
の
手
段
と
の

両
面
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。(S.

206.)

ま
ず
一
般
的
諸
命
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
教
義
の
基
礎
は
正
し
い
」
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
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れ
ば
、
そ
こ
で
は
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
」
が
「
見
え
す
い
た
手
品
の
罪
を
犯
し
て
い
る
」
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
に
、「
す

べ
て
の
人
は
、
働
い
て
い
る
か
無
為
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
、「
す
べ
て
の
人
は
、
土
地
ま
た
は
資
本
が

豊
か
で
あ
る
か
貧
し
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
前
者
は
無
為
で
あ
り
後
者
だ
け
が
働
い
て
い
る
」
と
い
う
命
題
と
「
取
り
替
え
ら

れ
て
い
る
。」
実
際
に
は
、
大
小
の
地
主
た
ち
も
営
業
者
た
ち
も
商
人
た
ち
も
、
み
な
自
分
の
才
覚
と
責
任
で
働
い
て
い
る
し
、
一

方
で
は
、「
ど
の
国
に
も
存
在
す
る
貧�

し�

い�

無�

為�

の�

者�

た�

ち�

は
、
し
ば
し
ば
ま
さ
に
自
分
で
働
い
て
い�

な�

い�

か
ら
こ
そ
貧
し
い
の
で

あ
る
。」(S.

207.)

第
二
に
、「
勤
勉
な
者
は
無
為
の
者
の
た
め
に
も
働
く
」
と
い
う
命
題
を
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
は
、
働
い
て
い
る
者
は
み
な
、
誰
か

あ
る
無
為
の
者
の
奴
隷
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
す
り
か
え
て
い
る
。」「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
教
義
は
、
土
地
片
の
小
作
人
も
、

手
工
業
者
の
職
人
も
、
工
場
の
労
働
者
も
、
各
種
の
日
雇
い
や
手
仕
事
人
も
す
べ
て
を
、
ロ
ー
マ
の
贅
沢
な
主
人
か
ア
ン
テ
ィ
ル
諸

島
の
大
農
園
主
の
奴
隷
と
い
う
言
葉
で
一
つ
の
階
級
に
見
立
て
て
、
か
れ
ら
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
の
不
幸
な
状
態
を
、
か
れ
ら
の

主
人
た
ち
の
所
有
権
の
廃
絶
に
よ
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
社
交
的
秩
序
の
転
覆
に
よ
っ
て
克
服
す
る
よ
う
に
う
な
が
し
て
い
る
。」
こ

の
よ
う
な
「
う
そ
」
が
、「
あ
つ
か
ま
し
い
手
品
を
み
ぬ
け
な
い
、
ま
た
み
ぬ
こ
う
と
も
し
な
い
大
衆
に
、
ど
れ
ほ
ど
恐
る
べ
き
作

用
を
及
ぼ
す
か
」
と
い
う
点
を
、
モ
ー
ル
は
警
告
す
る
の
で
あ
る
。(S.

207f.)

第
三
に
、「
す
べ
て
の
社
会
制
度
は
大
多
数
の
貧
し
い
人
々
に
最
善
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
つ
ね
に
魅
惑
的
な
看

板
に
使
わ
れ
る
命
題
も
、
以
上
に
劣
ら
ず
歪
曲
さ
れ
て
い
る
。」
た
し
か
に
「
普�

遍�

的�

な�

諸
目
的
を
め
ざ
す
こ
と
は
、
誠
実
さ
と
人

間
の
幸
福
へ
の
感
情
と
を
そ
な
え
た
す
べ
て
の
政
治
家
の
任
務
で
は
あ
る
」
の
だ
が
、「
本�

当�

の�

安
寧
」
と
「
み�

か�

け�

の�

安
寧
」
と

を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、「
さ
し
あ
た
っ
て
は
大
勢
の
人
々
に
役
立
つ
よ
う
に
み
え
て
も
、
富
裕
の
源
泉
を
永
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久
に
干
上
が
ら
せ
る
よ
う
な
方
策
は
と
ら
な
い
」
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。「
も
し
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
所
有
権
廃
止
と
、
い
ま
あ
る
富

の
貧
民
へ
の
分
配
が
、
い
ま
あ
る
資
本
の
す
べ
て
を
ご
く
短
期
間
の
う
ち
に
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
」、
右
の
命
題
も
ま

た
「
欺
瞞
と
歪
曲
」
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。(S.

208.)
つ
ぎ
に
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
が
か
れ
の
一
般
的
諸
命
題
を
実
現
す
る
た
め
に
推
奨
し
て
い
る
個�

�々

の�

制�

度�

」
を
吟
味
す
る
。
し
か

し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、「
残
念
な
が
ら
人
間
本
性
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
物
財
世
界
に
対
す
る
人
間
の
作
用
の
諸
法
則
の
、
完
全
な

無
知
」
に
由
来
し
て
お
り
、「
多
く
の
重
大
な
弊
害
」
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。「
第
一
の
最
も
重
要
な
提
案
」
で
あ
る
「
所
有
の
相
続

の
廃
止
」
は
、「
偶
然
に
よ
る
不
平
等
の
一�

つ�

の
種
類
を
別�

の�

種
類
の
代
わ
り
に
据
え
る
に
す
ぎ
な
い
。」
な
ぜ
な
ら
、「
優
秀
な
能�

力�

も
た
ん
に
偶�

然�

の
贈
り
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
貧
富
の
差
異
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
に
、
ど
ん
な
親�

の
も
と
に
生
ま
れ
た
か
と
い

う
境
遇
に
左
右
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
問
題
の
解
決
は
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
制
度
の
も
と
で
は
、
た
ん
に
出
生
に
さ
い
し
て
ど
ん

な
心�

身�

の�

能�

力�

を
受
け
取
っ
た
か
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
う
え
に
、「
第
二
の
欠

陥
」、
つ
ま
り
「
財
産
の
配
分
に
さ
い
し
て
、
実
際
に
つ
ね
に
本
当
に
能
力
と
適
性
が
考
慮
さ
れ
る
の
か
」、
言
い
か
え
れ
ば
、「
祭

司
元
首
た
ち
は
そ
の
巨
大
な
権
力
を
、
本
末
転
倒
の
、
利
己
的
な
、
不
誠
実
な
や
り
方
で
利
用
し
行
使
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
」
と

い
う
難
問
が
付
け
加
わ
る
。(S.

208ff.)

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
問
題
と
は
別
に
、
所
有
の
相
続
の
廃
止
は
、「
国
民
資
産N

ational-V
erm

ögen

」
あ
る
い
は
「
国
富V

olks-

verm
ögen

」
の
減
少
と
い
う
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
き
わ
め
て
不
幸
な
計
画
」
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。「
人
が
肉
体
労
働
を
お
こ
な
う
の
は
、
た
だ
そ
の
成
果
を
享
受
す
る
た
め
だ
け
だ
、
と
い
う
命
題
は
、
た
し
か
に
争
う
余
地
の

な
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
享
受
は
、
人
間
の
倫
理
的
な
本
性
の
お
か
げ
で
、
た
ん
に
獲
得
し
た
も
の
の
費
消
だ
け
で
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な
く
、
と
り
わ
け
、
子
ど
も
と
子
孫
に
良
い
運
命
を
用
意
す
る
期
待
と
安
心
、
そ
し
て
愛
好
す
る
目
的
を
死
後
も
な
お
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
遺
産
に
よ
っ
て
促
進
す
る
期
待
に
も
存
し
て
い
る
。」
だ
が
、「
財
産
相
続
の
廃
止
は
こ
の
種
の
享
受
を
ま
っ
た
く
不
可
能
に

し
、
そ
の
結
果
、
骨
を
折
っ
て
働
い
て
財
産
を
維
持
し
増
大
さ
せ
る
こ
と
へ
の
主
要
な
刺
激
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
く
な
る
。」
そ

う
な
れ
ば
、
諸
個
人
の
行
動
様
式
の
帰
結
と
し
て
、
世
代
の
移
行
と
と
も
に
ま
す
ま
す
国
富
が
減
少
し
、「
完
全
な
貧
困
化
」
へ
至

る
だ
ろ
う
。(S.

210.)

第
二
に
、「
両
親
の
関
与
を
排
除
し
た
子
ど
も
の
公
教
育
と
、
成
人
に
な
っ
た
者
を
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
分
野
へ
勝
手
に
割
り
振
る

こ
と
」
は
、「
家
族
生
活
の
も
っ
と
も
麗
し
い
側
面
と
そ
の
道
徳
的
作
用
の
い
っ
さ
い
と
の
破
壊
」
と
、「
市
民
の
自
立
と
個
人
的
自

由
の
す
べ
て
の
全
面
的
な
犠
牲
」
と
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
は
、「
祭
司
貴
族
制
」
の
も
と
で
「
ネ
ポ
チ
ズ
ム
」（
縁
者
び
い
き
）
が

横
行
し
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
国
家
の
市
民
こ
そ
が
「
奴
隷
」
に
等
し
く
な
る
だ
ろ
う
。(S.

210f.)

第
三
に
、「
労
働
者
の
自�

由�

な�

競�

争�

を
抑
制
す
る
計
画
」
も
、
肯
定
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
競
争
は
、
た
し
か

に
一
面
で
は
、
生
業
を
営
む
者
に
過
度
の
労
働
や
報
酬
の
削
減
な
ど
の
不
利
益
を
生
む
が
、
他
面
で
は
あ
ら
ゆ
る
産
業
に
巨
大
な
進

歩
と
革
新
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
誰
も
否
定
し
な
い
。
自
由
競
争
は
、「
商
品
や
生
活
必
需
品
の
廉
価
」
と
い
う
恩
恵
を
生
み

だ
し
、「
国
民
大
衆
に
与
え
ら
れ
る
物
的
な
満
足
の
総
計
と
、
こ
の
満
足
へ
の
欲
求
の
結
果
で
あ
る
国
民
資
産
の
増
大
と
」
を
も
た

ら
す
主
動
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
計
画
は
、
こ
う
し
た
明
ら
か
に
圧
倒
的
な
諸
利
益
の
す
べ
て
を
わ
れ
わ
れ
か

ら
再
び
奪
い
去
る
だ
ろ
う
。」(S.

211.)

し
か
も
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
が
選
択
し
て
い
る
労
働
全
体
の
査
定
と
労
働
者
の
数
の
決
定
と
い
う
方
法
」
は

「
実�

際�

的�

な�

不
利
益
」
を
生
み
だ
す
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
生
産
物
と
労
働
と
の
一
般
的
な
査
定
」
は
困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
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「
き
わ
め
て
不
自
然
で
居
心
地
の
悪
い
社
会
状
態
」
を
つ
く
り
だ
す
。「
公
安
委
員
会H

eilsausschuß

」
が
権
力
を
ふ
る
っ
た
革
命

フ
ラ
ン
ス
で
も
、「
最
高
価
格
制M

axim
um
s-System

」
は
結
局
維
持
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
「
外
国
の
競
争
」
が
、「
こ

の
一
般
的
査
定
と
い
う
の
ろ
い
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
国
家
を
、
自
由
な
世
界
市
場
か
ら
排
除
す
る
だ
け
で
な
く
、
緊
急
時
に
は
密
貿

易
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の
内
部
で
も
、〔
外
国
産
の
〕
安
価
で
上
質
の
商
品
が
氾
濫
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
ま
っ
た
く
疑
い
を
い

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
ま
た
、「
生
業
分
野
ご
と
に
労
働
者
数
を
決
定
す
る
制
度
」
は
、
最
初
か
ら
需
要
予
測
の
困
難
に
見
舞
わ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
変
化
も
加
わ
る
か
ら
、「
全
知
と
予
見
能
力
な
し
に
は
、
あ
る
程
度
確
実
に
欠
点
の
な
い
配
分
を
お
こ
な
う

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。」(S.

212.)

そ
し
て
第
四
に
、「
働
け
な
く
な
っ
た
者
を
、
ま
だ
働
い
て
い
る
市
民
の
負
担
で
生
涯
扶
養
す
る
こ
と
」
は
、
ま
ず
は
「
あ
り
が

た
い
行
為
」
と
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
効
果
を
冷
静
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
に
そ
の
扶
養
が
課
せ
ら
れ

る
年
金
生
活
者Pensionäre

の
多
さ
に
、
恐
れ
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ま
す
で
に
、
全
体
と
し
て
は
た
い
し
た
数
で
は
な
い

国
家
官
吏
の
た
め
の
年
金R
uhegehalt

の
大
き
さ
が
、
納
税
者
た
ち
の
大
き
な
苦
情
の
一
つ
な
の
で
す
。」
こ
の
点
で
問
題
に
な
る

の
は
、「
第
一
に
、
ど
ん
な
ば
あ
い
に
も
な
ん
の
心
配
も
な
い
老
後
へ
の
こ
の
見
込
み
は
、
非
常
に
多
く
の
人
々
、
も
し
か
し
た
ら

た
い
て
い
の
人
々
に
、
勤
勉
と
、
し
た
が
っ
て
国
民
資
産
の
た
め
の
生
産
物
の
量
を
、
す
で
に
勤
労
時
代
に
お
い
て
も
、
著
し
く
低

下
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
点
で
す
。
第
二
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
ま
だ
十
分
働
け
る
人
た
ち
が
、
働
け
な
い

ふ
り
を
し
て
生
業
を
や
め
、
年
金
を
要
求
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
国
富
の
損
失
に
な
り
、
ま
た
、
分
担
金
支

払
い
義
務
者
た
ち
の
巨
大
な
負
担
に
な
り
ま
す
。」(S.

212f.)

こ
の
よ
う
に
年
金
制
度
に
よ
る
「
多
大
の
弊
害
」
を
重
視
し
て
、
モ
ー
ル
は
こ
う
結
論
づ
け
る
。「
若
者
た
ち
に
生
業
を
自
分
で
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決
め
る
自
由
を
認
め
」、「
親
に
対
す
る
子
ど
も
の
心
服
と
感
謝
を
ご
う
慢
に
破
壊
し
た
り
せ
ず
、
親
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
息
子
た

ち
に
自
然
に
支
え
て
も
ら
い
」、「
所
有
の
概
念
と
そ
の
相
続
を
廃
止
せ
ず
、
そ
し
て
、
生
計
を
立
て
る
意
欲
が
、
大
多
数
の
ば
あ

い
、
少
な
く
と
も
老
後
と
災
難
の
た
め
の
必
要
な
蓄
え
ぐ
ら
い
は
、
お
の
ず
か
ら
積
む
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
し
以
上
の
と
お
り
で
あ

れ
ば
、
面
倒
で
作
為
的
な
、
し
か
も
経
済
的
に
有
害
な
制
度
、
国
民
の
半
数
に
よ
る
他
の
半
数
の
年
金
扶
養
と
い
う
こ
の
制
度
は
、

断
じ
て
必
要
な
い
で
し
ょ
う
。」(S.

213.)

こ
う
し
て
モ
ー
ル
は
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
体
系
」
は
「
利
己
的
な
位
階
制
の
利
益
の
た
め
の
最
も
悲
惨
な
奴
隷
状
態
と
な

ら
ん
で
、
完
全
な
貧
困
、
そ
し
て
す
べ
て
の
教
養
と
す
べ
て
の
幸
福
の
壊
滅
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ

う
な
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
と
い
う
点
で
、「
わ
た
く
し
は
み�

な�

さ�

ん�

の�

確
信
を
代
弁
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て

そ
の
う
え
で
、
こ
の
体
系
の
以
上
の
よ
う
な
吟
味
は
「
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
あ
る
状
態
」
へ
の
反
省
を
迫
る
だ
ろ
う
と
も
指
摘
す
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
諸
制
度
の
、
欠
陥
の
あ
る
、
あ
る
い
は
虫
食
い
の
跡
の
あ
る
諸
側
面
の
改
善
」
は
、
革
命
や
宗
教
に
よ
っ
て
で
は
な

く
「
立
法
」
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
わ
れ
わ
れ
の
君
主
の
善
意
と
賢
慮
と
力
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の

代
表
者
た
ち
の
経
験
と
堅
実
と
信
頼
豊
か
な
好
意
に
よ
っ
て
。」
そ
し
て
、
幸
い
に
も
わ
れ
わ
れ
に
は
「
望
ま
し
い
状
態
を
維
持
し

増
大
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
の
こ
れ
ら
の
条
件
が
現
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
」
の
だ
、
と
述
べ
、
国
王
の
長
命
を
祈
念
し
て
講
演
は
終

了
す
る
。
こ
う
し
て
、
主
権
者
と
し
て
の
君
主
に
よ
る
統
治
と
、
立
法
に
の
み
参
与
す
る
国
民
代
表
制
と
の
二
元
的
構
成
を
特
徴
と

す
る
初
期
立
憲
主
義
の
立
場
か
ら
、
ま
だ
抽
象
的
な
が
ら
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
王
国
の
社
会
的
現
状
の
改
善
・
改
革
へ
の
期
待
と

展
望
で
し
め
く
く
ら
れ
た
。(S.

213f.)

四

以
上
の
よ
う
に
一
八
三
二
年
の
講
演
で
モ
ー
ル
が
と
り
あ
げ
た
「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
」
は
、
そ
の
「
国
民
経
済
的
」
側
面
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の
考
え
方
と
具
体
的
方
策
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
大
多
数
の
人
々
の
現
在
の
経
済
的
な
状
態
」、「
多�

数�

の�

貧�

し�

い�

人
々
の
状
態
の
全

面
的
な
改
善
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
社
会
的
な
問
題
と
し
て
政
治
問
題
に
直
結
し
う
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
主
題
を
国
王
生
誕
記
念
の
講
演
で
語
っ
た
と
い
う
の
は
、
名
望
家
出
身
の
初
期
自
由
主
義
者
と
し
て
、
一

八
一
七
年
創
設
の
「
国
家
経
済
学
部
」
の
拡
充
に
取
り
組
み
は
じ
め
て
い
た
国
家
学
者
モ
ー
ル
の
、「
学
問
と
生
活
」
の
総
合
的
課

題
意
識
あ
る
い
は
「
政
治
的
学
問
」
と
し
て
の
国
家
学
へ
の
自
覚
に
根
ざ
し
た
、
強
い
自
負
心
の
表
れ
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ

の
課
題
意
識
は
、
国
家
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
活
動
の
対
象
と
し
て
の
「
貧
困
」
の
社
会
的
現
状
の
本
格
的
な
究
明
へ
向
か
わ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
し
か
し
、
右
の
講
演
で
す
で
に
明
瞭
に
み
と
め
ら
れ
る
名
望
家
的
初
期
自
由
主
義
者
の
世
界
観
・
生
活

観
の
、「
個
人
の
自
由
と
自
己
決
定
」
に
立
脚
し
つ
つ
財
産
・
教
養
・
家
族
に
価
値
を
置
く
市
民
的
保
守
性
も
堅
持
さ
れ
る
の
で
あ

る
。そ

の
よ
う
な
社
会
問
題
研
究
の
成
果
と
し
て
、
モ
ー
ル
の
一
八
三
五
年
の
前
掲
論
説
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
ラ
ウ
が
編
集
し
た
『
政
治
経
済
学
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
雑
誌
』
に
掲
載
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
先
進
諸
国
の
貧

困
と
、
と
く
に
工
場
労
働
者
問
題
の
現
状
と
対
策
案
と
を
展
望
し
、
フ
ー
リ
エ
、
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
ら
と
並
べ
て
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主

義
に
も
言
及
し
た
。
そ
こ
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
五
点
の
文
献
を
挙
げ
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主

義
は
、
同
時
代
人
に
嘲
弄
さ
れ
つ
つ
墓
穴
に
入
り
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
全
地
上
に
散
ら
ば
っ
た
。
こ
の
大
規
模
で
危
険
な
教
義
が
、

宗
教
団
体
設
立
と
い
う
つ
ま
ら
な
い
試
み
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
弛
緩
し
た
道
徳
に
よ
っ
て
、
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
側
面
で
も
破

滅
し
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
願
わ
し
い
幸
運
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
教
義
は
根
拠
が
な
か
っ
た
し
、
い
っ
さ
い
の
私
的
所
有
の
廃

止
と
、
各
人
に
成
果
に
応
じ
て
資
本
を
提
供
す
る
一
般
国
民
銀
行
の
代
用
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
徐
々
に
蓄
積
し
て
き
た
資
産
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の
す
べ
て
を
ご
く
短
期
間
の
う
ち
に
食
い
つ
く
し
、
労
働
者
を
も
極
度
の
窮
状
に
陥
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
魅
惑

的
な
財
産
共
同
体
へ
の
期
待
が
、
工
場
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
喚
起
し
て
、
あ
る
試
み
へ
と
そ
そ
の
か
す
こ
と
も
容
易
に
生
じ
た
で
あ

ろ
う
。
た
く
さ
ん
の
広
大
な
、
混
乱
し
た
神
秘
的
な
諸
著
作
か
ら
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
た
ち
の
体
系
の
明
確
な
像
を
つ
く
り
あ
げ

る
こ
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
生
や
さ
し
い
仕
事
で
は
な
い
し
、
と
り
わ
け
そ
の
国
民
経
済
的
側
面
を
叙
述
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る

者
は
、
た
と
え
ば
宗
教
的
側
面
な
ど
の
ば
あ
い
よ
り
少
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
、
前
掲
の
諸
著
作
、
と
り
わ
け
第
四

の
も
の
を
読
め
ば
、
し
か
る
べ
き
と
き
に
、
あ
の
注
目
す
べ
き
現
象
に
か
ん
す
る
展
望
を
う
る
た
め
に
は
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
の
現
象
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
深
く
病
ん
だ
時
代
の
証
明
、
そ
し
て
と
く
に
、
労
働
者
の
ま
こ
と
に
欠
陥
の
あ
る
状
態
を
治
療
す
る

必
要
性
の
証
明
で
あ
り
、
今
後
も
そ
う
で
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
（
９４
）

ろ
う
。」
―
―
こ
の
よ
う
に
、
モ
ー
ル
は
こ
の
と
き
、
サ
ン
‐
シ
モ

ン
主
義
の
教
義
は
す
で
に
「
破
滅
し
た
」
と
み
な
し
つ
つ
、
同
時
に
し
か
し
、
そ
れ
を
「
深
く
病
ん
だ
時
代
の
証
明
」
と
と
ら
え

て
、
と
く
に
工
場
労
働
者
問
題
の
近
代
的
普
遍
性
と
そ
れ
へ
の
政
策
対
応
の
必
要
性
と
を
、
法
治
国
家
原
理
に
も
と
づ
く
ポ
リ
ツ
ァ

イ
学
の
視
野
で
認
識
す
る
一
つ
の
重
要
な
契
機
に
し
た
の
で
あ
る
。

六

展
望

一

ア
ー
レ
ン
ス
は
、
上
述
（
第
二
節
）
の
よ
う
に
、
一
八
三
四
年
初
め
の
パ
リ
で
の
公
開
講
義
に
も
と
づ
い
て
『
心
理
学
講

義
』（
あ
る
い
は
『
哲
学
講
義
』）
全
十
二
講
を
、
二
巻
本
で
三
六
・
三
八
年
に
公
刊
し
た
が
、
そ
の
第
二
巻
の
最
終
・
第
十
二
講

で
、
神
と
世
界
と
の
関
係
を
主
題
に
据
え
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
に
依
拠
し
て
神
の
存
在
と
属
性
か
ら
人
間
の
使
命
、
生
の
諸
目
的
に
説
き
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及
び
、
そ
の
諸
目
的
の
実
現
の
た
め
の
諸
条
件
を
「
法
」
と
と
ら
え
て
、「
い
く
つ
か
の
特
定
の
諸
結
社plusieurs

sociétés
par-

（
９５
）

ticulières

」
の
存
在
意
義
に
も
す
で
に
言
及
し
て
い
た
。

「
神
の
属
性des

attributs
de
D
ieu

」
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
総
合synthèse

、
つ
ま
り
、
形
而
上
学
的
な
推
論
と
実
験
的
な
直
観

と
の
結
合
は
、
神
が
そ
の
本
質
の
う
ち
に
、
無
限
か
つ
絶
対
的
に
、
二
つ
の
主
要
な
存
在
物
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
精�

神�

E
sprit

と
自�

然�

N
ature

と
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
そ
の
と
お
り
に
証
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
は
支
配
的
な
方
法
で
自�

発�

性�

spontanéité

と
い
う
神
の
属
性
を
表
し
、
他
方
は
全�

体�

性�

totalité

と
い
う
属
性
を
表
す
の
で
あ
る
。」(pp.

278-279.)

そ
し
て
、「
神
の
本
質
」

に
お
け
る
こ
の
「
内
的
な
二
元
性une

dualité
intérieure

」
の
も
と
で
、「
精
神
と
自
然
と
の
結
合
は
、
神
に
お
い
て
調�

和�

の
本�

質�

を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
り
、
人�

間�

性�

l’hum
anité

は
そ
の
主
要
な
表
れ
の
一
つ
で
あ
る
。」(p.

283.)

こ
の
よ
う
に
、
人
間
性
の
な

か
に
神
的
な
二
元
性
の
調
和
を
み
と
め
る
。
こ
の
二
元
論
は
、
ハ
イ
ネ
が
『
ド
イ
ツ
宗
教
・
哲
学
史
考
』
で
描
い
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
、

「
無
限
で
絶
対
的
な
」「
唯
一
の
実
体
」
と
し
て
の
神
の
「
二
つ
の
属
性
」
を
想
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
認

識
で
き
る
の
は
「
無
限
の
思
考
と
無
限
の
延
長
」
と
い
う
神
の
二
つ
の
属
性
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
「
精
神
」

と
「
肉
体
」
と
の
原
因
で
あ
る
、
と
（
本
稿
第
三
節
（
一
）
の
第
二
項
）。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ス
が
人
間
の
精
神
の
「
自
発
性
」

を
強
調
し
、
同
時
に
神
に
「
調
和
の
本
質
」
を
み
と
め
る
と
い
う
点
で
は
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
近
接
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
善bien

の
実
現
と
は
、動
機
の
純
粋
さ
に
お
い
て
道
徳
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
人
間
に
と
っ
て
本
当
の
完
全
な
自�

由�

を
な
す
」(p.

293.)
の
だ
が
、「
人
間
の
理
性
の
発
達développm

ent

に
お
け
る
自

由
」(p.

295.)

も
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
の
「
実
現
の
た
め
に
必
要
な
諸�

条�

件�

」
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、「
法�

と
正�

義�

と

い
う
理
念
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
人�

間�

の�

一�

般�

的�

な�

目�

的�

、
お�

よ�

び�

そ�

れ�

が�

含�

ん�

で�

い�

る�

特�

殊�

な�

諸�

目�

的�

の�

す�

べ�

て�

を�

達�
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成�

す�

る�

た�

め�

に�

必�

要�

な�

、
人�

間�

の�

意�

志�

に�

依�

存�

し�

て�

い�

る�

諸�

条�

件�

の�

全�

体�

で
あ
る
。」(p.

296.)

そ
こ
で
、
ま
ず
、「
所
有
物la

propriété

は
、
人
間
の
特
殊
な
諸
目
的
の
一
つ
で
あ
る
生
存
と
身
体
の
発
達
の
一
条
件
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
法
〔
権
利
〕
で
あ

る
。」
ま
た
、「
教
育
」
す
な
わ
ち
「
知
的
な
発
達
の
た
め
の
諸
条
件
を
社
会la

société

が
供
給
す
る
こ
と
を
、
人
は
法
的
に
要
望

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
そ
し
て
、
こ
ん
に
ち
で
は
、「
法
は
、
社
会
的
活
動
の
諸
目
的
の
す
べ
て
、
社
会
的
活
動
の
諸
分
野
の
す
べ

て
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。」
す
な
わ
ち
、「
人
間
の
基
本
的
諸
能
力
の
た
め
の
法
、
人
間
の
知
的
発
達
の
た
め
の
法
、
科
学
と
教
育
の

た
め
の
法
、
美
術
の
た
め
の
法
、
並
び
に
有
用
な
技
術
つ
ま
り
産
業
の
た
め
の
法
、
す
べ
て
の
知
的
お
よ
び
物
質
的
な
生
産
物
の
相

互
交
換
つ
ま
り
商
業
の
た
め
の
法
が
あ
る
。
こ
う
し
て
法
は
、
生
存
と
発
達
の
諸
条
件
を
供
給
す
る
た
め
の
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
分
野
に

か
か
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
、
そ
の
領
域
は
、
個
人
的
お
よ
び
社
会
的
な
活
動
の
領
域
と
同
じ
く
ら
い
広
大
で
あ
る
。」(pp.

296-297.)

こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
活
動
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
け
る
人
間
の
発
達
の
自
由liberté

de
développm

ent
de

l’hom
m
e

」
は
、

国
家
の
任
務
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
各
人
の
自
由
は
、
全
員
の
自
由
の
共
存
の
た
め
に
は
、
制
限
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
は
、「
全
員
の
自
由
の
共
存
を
目
的
と
し
て
各
人
の
自
由
を
相
互
に
制
限
す
る
必

要
性
」
に
こ
た
え
る
と
い
う
、「
自
由
の
行
使
の
消
極
的
条
件
」（
秩
序
維
持
）
だ
け
に
任
務
を
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
国

家
の
目
的
は
法
で
あ
り
、
こ
の
目
的
に
従
っ
て
、
国
家
は
、
人
間
の
自
然
の
す
べ
て
の
諸
能
力
の
発
達
、
す
べ
て
の
理
性
的
な
目
的

の
追
求
の
た
め
の
積
極
的
な
諸
条
件
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
直
接
の
介
入
と
い
う
部
外
者
の
要
素
を
、

内
的
な
発
達
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」(p.

298.)

国
家
の
役
割
は
、
人
間
の
諸
能
力
の
発
達
と
理
性
的
な
目
的
の
追
求
を
促
進
す
る
た
め
の
「
積
極
的
な
諸
条
件
の
供
給
」
に
も
及
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ぶ
の
だ
と
い
う
こ
の
重
要
な
立
論
は
、
自
由
主
義
的
な
国
家
活
動
限
定
論
（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
代
表
さ
れ

る
法
目
的
単
一
論
や
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
論
）
の
内
面
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
理
念
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
を
超
え
て
、
実

際
に
は
カ
ン
ト
的
な
法
形
式
主
義
の
も
と
で
進
行
す
る
国
家
の
内
務
行
政
活
動
（
司
法
行
政
と
は
区
別
さ
れ
る
ポ
リ
ツ
ァ
イ
行
政＝

福
祉
目
的
活
動
）
の
漸
次
的
拡
大
と
い
う
行
政
国
家
化
動
向
に
有
効
に
対
応
し
う
る
論
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
「
国
家
学
」
の
再
活
性
化
に
途
を
拓
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
こ
こ
で
の
（
ア
ー
レ
ン
ス
に
お
け
る
）
近
代

的
前
提
は
、
人
間
の
道
徳
的
・
理
性
的
な
「
内
的
な
発
達
」
に
お
け
る
「
自
由
」
を
核
心
と
す
る
「
善
」
の
実
現
と
い
う
目
的
論
的

「
人
間
性
」
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
「
部
外
者
」
的
「
介
入
」
は
拒
否
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ー
ベ
ル
ト
・
モ
ー
ル
が
一
八
三
二
年
の
『
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
』
初
版
の
第
一
巻
で
、
そ
の
法
治
国
家
論
の
出
立
点
に
し
た
の
も
、

市
民
の
「
自�

主�

的�

な�

開
展A

usbildung
」、「
人
間
に
賦
与
さ
れ
た
す
べ
て
の
精
神
的
・
肉
体
的
諸
力
の
、
で
き
る
だ
け
全
面
的
な
、

理
性
に
従
っ
た
開
展
」
と
い
う
理
性
主
義
的
・
個
人
主
義
的
な
「
生
活
目
的L

ebenszw
eck

」
の
規
範
で
あ
（
９６
）

っ
た
。
モ
ー
ル
は
こ
の

見
地
か
ら
、
国
家
の
広
範
な
ポ
リ
ツ
ァ
イ
行
政
活
動
を
「
法
治
国
家
」
論
と
し
て
国
法
学
的
行
政
法
学
の
視
野
で
基
礎
づ
け
た
。
そ

れ
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
国
家
を
む
し
ろ
社
会
的
結
社
の
一
つ
と
し
て
相
対
化
し
、
上
述
の
よ
う
に
具
体
的
な
諸
善
の
実
現
の

た
め
の
諸
法
（
客
観
的
諸
条
件
）
と
し
て
把
握
さ
れ
た
人
間
の
社
会
的
な
諸
活
動
の
領
域
群
の
多
様
性
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。
の

ち
に
モ
ー
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
の
多
元
的
社
会
構
成
論
か
ら
多
く
を
学
び
、「
国
家
学
」
の
体
系
と
並
存
さ
せ
る
自
分
の
「
社

会
学
」
の
体
系
構
想
を
生
み
だ
す
こ
と
に
（
９７
）

な
る
。

ア
ー
レ
ン
ス
の
多
元
的
社
会
論
の
根
底
に
あ
る
観
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、
と
り
わ
け
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
か
ら
ク
ラ
ウ
ゼ
へ
の
系
譜

を
自
覚
し
て
い
る
、
神
の
絶
対
性
・
無
限
性
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
調
和
の
思
想
で
あ
る
。
右
の
『
心
理
学
講
義
』
第
十
二
講
の
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中
盤
で
、
善
と
悪
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
神
は
あ
ら
ゆ
る
生
の
善
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
善
お
よ
び
す
べ
て
の
特
殊
な
善
の
実
現
の
た
め
に
、
必
要
な
諸
条
件
を
内
に
ふ
く

ん
で
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら
を
供
給
も
す
る
の
で
あ
る
。
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
に
、
あ
ら
ゆ
る
発
達
に
正
し
さ
を
取
り
戻
さ
せ
る
。
し

か
し
こ
の
神
の
正
義justice

de
D
ieu

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
を
、
あ
る
地
位
に
置
く
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
分
が
発
達
し
て
徐
々

に
そ
の
使
命
に
到
達
す
る
た
め
に
そ
の
現
状
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
諸
条
件
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
地
位
に
置
く
こ
と
に

あ
る
。
こ
の
神
の
正
義
は
、
人
間
の
自
由
と
道
徳
と
を
均
等
に
尊
重
す
る
。
な
に
よ
り
も
人
間
と
人
間
の
社
会
と
が
、
正
義
の
理
念

に
従
っ
て
自
分
た
ち
の
生
を
調
整
す
るrègler

べ
き
な
の
だ
。
個
人
的
お
よ
び
社
会
的
な
生
の
自
由
な
裁
量la

libre
disposition

が
許
す
か
ぎ
り
で
は
、
神
の
正
義
は
介
入
し
な
い
。」(p.

299.)

こ
こ
に
は
っ
き
り
と
、
人
間
の
自
発
性
の
尊
重
が
み
と
め
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、「
人
間
の
目�

的�

、
人
間
の
使�

命�

を
な
し
て
い
る
人
間
の
特�

殊�

な�

善�

と
は
な
に
か
」
と
問
い
、「
人
間
性l’hum

anité

が
、
人
間
の
生
の
一
般
的
な
法
と
使
命
を
つ
く
り
な
し
て
い
る
」(p.

308.)

と
言
う
。
そ
し
て
、「
人
間
の
目
的
」
を
考
察
す
る
た

め
の
前
提
と
し
て
、「
人
間
は
、
そ
の
認�

識�

能�

力�

つ
ま
り
知
性
に
よ
っ
て
、
事
物
の
秩
序
を
、
真
理
の
整
合
的
な
体
系
で
、
つ
ま
り

普
遍
的
な
科�

学�

の
体
系
で
表
す
任
務
を
帯
び
て
い
る
」(p.

309.)

と
考
え
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
科
学
」
の
分
類
を
試
み
る
。
―
―

「
理�

性�

」
に
よ
る
「
永�

遠�

の�

様�

式�

」
と
「
直�

観�

」
に
よ
る
「
一�

時�

的�

な�

様�

式�

」、「
観�

念�

の�

科�

学�

ま
た
は
哲�

学�

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

の
観
察
ま
た
は
実�

験�

の�

科
学
」、「
普
遍
的
で
永
遠
の
存
在
、
つ
ま
り
精
神
、
自
然
お
よ
び
人
間
性
に
か
ん
す
る
科
学
」
と
「
生
の
観

察
の
科
学
」。
こ
の
二
種
類
に
対
し
て
「
第
三
の
科
学
」
と
し
て
の
「
調�

和�

の�

科�

学�

」、
つ
ま
り
「
人
間
活
動
の
諸
分
野
全
体
に
お
け

る
過
去
と
現
在
の
発
達
に
か
ん
す
る
科
学
」
と
し
て
の
「
歴�

史�

の�

哲�

学�

」。
さ
ら
に
は
、「
美�

の�

技�

芸�

l’art
du
beau

」
と
「
有�

用�

さ�

の�

技�

芸�

l’art
de
l’utile

」
な
ど
。(pp.

310-318.)
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そ
こ
で
、「
人
間
の
諸�

能�

力�

は
、
人�

間�

性�

の
一�

般�

的�

な�

目�

的�

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
主
な
諸
目
的
に
適�

用�

さ�

れ�

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
諸
目
的
は
、〔
…
…
〕
善
の
実
現
、
つ
ま
り
道
徳
、
法
、
宗
教
、
科
学
お
よ
び
技
芸
の
実
現
に
あ
る
。」(p.

318.)

こ
れ

ら
の
諸
目
的
は
互
い
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
が
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
し
か
し
、
人
間
の
こ
れ
ら
の
主
要
な
諸
目
的
は
、

一
般
的
な
使
命
に
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
た
ん
に
個
人
で
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
の
、
協
調
し

た
、
つ
ま
り
社�

会�

的�

な�

social

活
動
の
目
的
を
な
す
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
人
間
の
社
会la

société
hum

aine

は
、
主
要
な
諸
目

的
の
一
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
追
求
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
い
く
つ
も
の
固
有
の
諸
結
社sociétés

に
必
ず
分
か
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
結
果
、
社
会
は
宗�

教�

、
道�

徳�

、
法�

お
よ
び
政�

治�

の�

、
つ
ま
り
こ
ん
に
ち
で
は
と
く
に
国�

家�

と
呼
ば
れ
て
い
る
、
結�

社�

ま
た

は
団
体association

に
分
か
れ
、
ま
た
、
科�

学�

お
よ
び
技�

芸�

の�

結
社
ま
た
は
団
体
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
主

要
分
野
と
し
て
有
用
さ
の
技
芸
ま
た
は
産
業
の
た
め
の
結
社
を
ふ
く
ん
で
い
る
。」(p.

319.)

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
諸
善
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
、
人
間
の
「
社
会
」
全
体
を
、
目
的
団
体
と
し
て
の
「
諸
結
社
」

か
ら
構
成
さ
れ
る
複
合
体
と
し
て
と
ら
え
る
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ス
に
し
た
が
え
ば
、「
こ
う
し
た
組
織
は
、
い
ま
は
ま
だ
と
て
も

不
完
全
で
あ
る
。」
そ
れ
ら
の
な
か
で
「
産
業
の
結
社
が
、
自
立
性
を
獲
得
し
て
社
会
団
体corps

social

と
し
て
組
織
さ
れ
る
の
に

最
も
近
い
」
が
、
個
々
の
諸
結
社
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
性
の
原
理
を
誇
張
し
す
ぎ
る
道
へ
引
き
ず
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
う
る
だ
ろ
う
。」(pp.

319-320.)

「
社
会
団
体
は
、
い
ま
は
ま
だ
、
す
べ
て
の
諸
部
分
に
お
け
る
完
全
な
発
達
か
ら
は
遠
い
。」
し

か
し
、「
結
合
と
調
和
の
状
態
が
、
社
会
的
目
的
で
あ
り
、
人
間
性
が
到
達
す
べ
き
最
終
目
的
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
で
あ
り
、

ま
た
、
あ
の
人
間
性
全
体
の
調
和
的
な
結
合union

と
協
同association
の
状
態
を
ど
う
し
て
も
め
ざ
さ
ざ
る
を
え
な
い
発
達
全

体
の
隠
れ
た
力
な
の
で
あ
る
。」(p.

321.)
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二

こ
う
し
て
一
八
三
八
年
の
『
心
理
学
講
義
』
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
最
終
目
的
地
」
を
甚
だ
抽
象
的
に
「
結
合
と
調

和
の
状
態
」
と
表
現
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
人
間
の
諸
目
的
の
た
め
の
「
社
会
的
な
活
動
」
の
諸
分
野
と
し
て
、
宗
教
、
道

徳
、
法
、
政
治
、
教
育
、
科
学
、
美
、
産
業
な
ど
を
列
挙
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
諸
結
社
の
必
然
的
存
在
を
「
社
会
団
体
」
と

し
て
想
定
し
、
そ
れ
ら
の
目
標
を
「
人
間
性
全
体
の
調
和
的
な
結
合
と
協
同
」
に
求
め
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン

ス
の
関
係
は
、
後
者
の
ク
ラ
ウ
ゼ
解
釈
の
問
題
（
継
承
と
独
自
性
）
と
し
て
別
途
立
ち
入
っ
た
検
討
を
要
す
る
が
、
社
会
全
体
を

「
諸
結
社
」
か
ら
な
る
構
成
体
と
と
ら
え
る
見
方
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
か
ら
の
継
承
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
主
著
の
一
つ
『
人
類
〔
人

間
性
〕
の
原
像
』（
一
八
一
一
年
、
一
八
五
一
年
に
再
版
）
に
お
い
て
、
人
類
（
あ
る
い
は
人
間
性
）
を
、
理
性
と
自
然
と
の
神
に

よ
る
統
合
と
規
定
し
て
、「
人
間
の
諸
能
力
」
と
し
て
「
道
徳
法
則
と
美
徳
」、「
法
と
正
義
」
と
と
も
に
第
三
に
「
愛
と
相
互
的
生

W
echselleben

」
を
挙
げ
、
そ
こ
か
ら
「
人
間
の
社
交
性G

eselligkeit

」
を
導
出
し
て
、
こ
れ
を
社
会
論
の
基
礎
に
据
え
、
社
交
性

の
展
開
を
「
基
礎
的
諸
結
社G
rundgesellschaften

」（
家
族
、
部
族
、
民
族
、
人
類
）
と
「
職
業
上
の
諸
結
社w

erkthätige

G
esellschaften

」（
美
徳
、
法
、
宗
教
、
美
、
学
問
〔
科
学
〕、
芸
術
、
人
格
形
成
、
以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
の
盟
約B

und

）
と

の
二
系
列
で
説
明
し
て
（
９８
）

い
る
。
同
様
の
記
述
は
、『
法
の
哲
学
、
ま
た
は
自
然
法
の
、
体
系
の
概
説
』（
一
八
二
八
年
）
や
、
ゲ
ッ
テ

ィ
ン
ゲ
ン
で
一
私
講
師
と
し
て
お
こ
な
っ
た
晩
年
の
講
義
の
た
め
の
遺
稿
集
『
法
哲
学
の
体
系
』（
弟
子
の
レ
ー
ダ
ー
が
編
集
し
て

一
八
七
四
年
に
公
刊
）
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
（
９９
）

き
る
。

し
た
が
っ
て
、
右
の
『
心
理
学
講
義
』
第
二
巻
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
（
同
書
の
序
文
は
一
八
三
七
年
十
月
三
日
付
で
あ
っ
た
か
ら
、

お
そ
ら
く
そ
の
直
後
に
）、
し
か
も
パ
リ
の
同
じ
出
版
者(B

rockhaus
et
A
venarius)

に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
ア
ー
レ
ン
ス
の
主
著

『
自
然
法
ま
た
は
法
の
哲
学
の
講
義
』
初
版
（
こ
ち
ら
は
三
七
年
十
二
月
二
十
二
日
付
の
序
文
を
も
ち
、
翌
年
出
版
）
に
お
い
て
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も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
相
似
的
に
「
法
」
が
二
系
列
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
人�

間�

の�

生�

の�

合�

理�

的�

な�

諸�

目�

的�

を�

達�

成�

す�

る�

さ�

ま�

ざ�

ま�

な�

人�

格�

」
と
し
て
、
個
人
、
家
族
、
市
町
村(com

m
une)

、
国
民
、
諸
国
民
連

合
、
人
類
全
体
が
、
第
二
に
、「
人�

間�

の�

生�

の�

さ�

ま�

ざ�

ま�

な�

目�

的�

」
に
応
じ
て
、
宗
教
、
科
学
、
美
術
と
有
用
な
技
芸
（
産
業
）、
道

徳
あ
る
い
は
教
育
、
さ
ら
に
商
業
、
国
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
領
域
を
な
す
で
あ
（
１００
）

ろ
う
、
と
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
系
列
の
法
領
域
を
、

「
根
源
的
で
絶
対
的
な
」
法
〔
権
利
〕
と
し
て
の
「
人
格
権D

roit
de
personnalité

」
を
「
平
等
」・「
自
由
」
と
と
も
に
構
成
す
る

「
社
交
性sociabilité
」
概
念
の
も
と
で
と
ら
え
返
し
、
あ
ら
た
め
て
右
の
（
個
人
を
除
く
）
す
べ
て
を
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」
の
具

体
的
な
二
系
列
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
（
１０１
）

あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
こ
れ
ら
の
作
品
に
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
の
直
接
的
な
作
用
の
痕
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
右
の
主
著
の
初
版
で
は
、「
社
会
生
活
に
お
け
る
所
有
権la

propriété

の
組
織
化
に
か
ん
す
る

政
治
的
考
察
」
の
な
か
で
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、「
個
人
所
有
の
体
制
を
普
遍
的
な
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
要
求
す
る
も
の
と
両
立
さ
せ

る
よ
う
な
、
も
う
一
つ
の
組
織
の
あ
り
方
を
、
理
性
は
ま
だ
構
想
す
る
こ
と
が
で
（
１０２
）

き
る
」
と
述
べ
て
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
私
有

制
と
共
有
制
と
の
長
所
・
短
所
の
論
拠
を
比
較
対
照
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
私
有
制
に
反
対
し
た
著
名
人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の

は
、
プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
、
ル
ソ
ー
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
、
さ
ら
に
ト
マ
ス
・
モ
ア
と
ド
イ
ツ
歴

史
学
派
の
創
始
者
の
一
人
フ
ー
ゴ
ー
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
サ
ン
‐
シ
モ
ン
」
に
付
け
た
脚
注
で
は
、「
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
か
れ

の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
教
義
を
流
布
さ
せ
た
人
々
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
自
身
は
、
自
分
の
著
作
で
私
有
財
産
の
廃
止
を
主
張
し
た
こ

と
は
な
い
か
ら
で
（
１０３
）

あ
る
」、
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
六
年
後
の
同
じ
主
著
の
第
二
版
（
一
八
四
四
年
）
で
は
、
右
の
注
記
を
維
持
し
た
う
え
で
、
そ
れ
と
は
別
に
、
ル
イ
・
レ
ボ
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ー
の
『
現
代
の
改
革
家
た
ち
に
つ
い
て
の
研
究
』
全
二
巻
に
言
及
し
た
新
た
な
脚
注
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
サ
ン
‐
シ
モ

ン
主
義
の
教
義
は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
、
一
八
三
二
年
に
コ
ッ
タ
社
で
出
さ
れ
て
い
るla

R
evue

de
l’E
tranger

(das
A
usland)

に
掲
載
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
論
説
記
事
で
吟
味
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
、
こ
の
教
義
が
行
き
着
か
ざ
る
を
え
な
い
不
道
徳
的

で
反
社
会
的
な
諸
帰
結
を
浮
き
彫
り
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
教
義
は
、
社
会
改
革
に
か
ん
す
る
多
く
の
有
益
な
理
念
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
い
わ
ば
、
最
後
は
人
間
精
神
の
過
去
の
い
っ
さ
い
の
錯
乱
を
一
束
に
ま
と
め
あ
げ
た
か
の
よ
う
な
結
果
に
終
わ
（
１０４
）

っ
た
。」

こ
れ
が
、
す
で
に
み
た
新
聞
連
載
論
説
の
結
論
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ス
の
一
つ
の

総
括
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
え
で
な
お
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
本
人
の
「
社
会
」
観
を
ア
ー
レ
ン
ス
が
ど
の
程

度
参
照
し
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
の
で
（
１０５
）

あ
る
。

三

む
し
ろ
右
の
主
著
第
二
版
の
新
し
さ
と
い
う
点
で
い
っ
そ
う
注
目
に
あ
た
い
す
る
の
は
、
同
じ
箇
所
（
本
文
）
で
、
カ
ン
パ

ネ
ッ
ラ
の
あ
と
に
ハ
リ
ン
ト
ン
（
脚
注
で
『
オ
シ
ア
ナ
』）
を
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
あ
と
に
バ
ブ
ー
フ
（
脚
注
で
ブ
オ
ナ
ロ
ッ
テ
ィ
の
『
バ

ブ
ー
フ
の
陰
謀
』）
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
し
、
最
後
の
「
現
代
の
そ
の
他
の
人
々
」
に
付
し
た
脚
注
で
、「『
イ
カ
リ
ア
紀
行
』
の
カ
ベ

氏
」
と
と
も
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
プ
ル
ー
ド
ン(Pierre

Joseph
Proudhon,

1809-1865)

に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
プ

ル
ー
ド
ン
は
、
二
つ
の
論
文
、『
所�

有�

と�

は�

何�

か�

』
と
『
ブ�

ラ�

ン�

キ�

氏�

へ�

の�

手�

紙�

』
に
お
い
て
、
論
理
の
巨
大
な
力
で
所
有
権
を
攻

撃
し
、
占
有
権
し
か
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
か
れ
は
財
産
共
同
制
も
拒
否
し
、
二
つ
の
正
反
対
の
原
理
を
結
合
で
き
る
よ
う
な
、

よ
り
高
次
の
理
論
を
探
求
し
て
い
る
。
か
れ
の
著
作
、『
人�

類�

の�

秩�

序�

の�

創�

造�

に�

つ�

い�

て�

』
で
は
、
社
会
の
組
織
化
に
か
ん
す
る
諸

問
題
に
取
り
組
ん
で
（
１０６
）

い
る
。」

ロ
シ
ア
出
身
で
主
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
活
動
し
た
社
会
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ(G

eorges
G
urvitch,

1894-1965)
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は
、
と
く
に
ド
イ
ツ
哲
学
史
へ
の
深
い
造
詣
を
背
景
に
独
自
の
深
層
社
会
学
的
分
析
手
法
で
法
社
会
学
を
開
拓
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
が
、
そ
の
『
社
会
法
の
観
念
』（
一
九
三
二
年
）
は
、
と
く
に
プ
ル
ー
ド
ン
を
ド
イ
ツ
哲
学
史
と
対
照
さ
せ
、
フ
ィ
ヒ
テ
お
よ
び

ク
ラ
ウ
ゼ
の
社
会
哲
学
と
プ
ル
ー
ド
ン
と
の
親
和
性
に
注
目
し
、
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
紹
介
者
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ス

の
役
割
に
も
光
を
当
て
た
も
の
と
し
て
、
い
ま
な
お
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
し
た
が
え
ば
、
プ
ル
ー
ド
ン
の

「
形
而
上
学
」
あ
る
い
は
「
弁
証
法
」
は
、「
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
理
論
と
、
カ
ン
ト
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
と
自
律
的
道
徳
の
理
論
と
の

総
合une

synthèse
」
で
あ
り
、「
ま
さ
し
く
そ
の
点
で
、
と
り
わ
け
、
円
熟
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
、
お
よ
び
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学

に
近
似
し
て
い
る
。」
た
だ
し
当
時
は
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
は
未
公
刊
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
だ
が
、「
プ
ル
ー
ド
ン
は
努
力
の
過

程
で
ク
ラ
ウ
ゼ
の
影
響
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
は
ず
だ
と
、
わ
れ
わ
れ
に
は
十
分
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
の
弟
子
で
政
治
亡
命

者
で
あ
っ
た
ア
ー
レ
ン
ス
が
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
教
授
に
な
る
前
に
、
何
年
間
か
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
ド
イ
ツ
の
哲
学
を
教
え
て
お
り

（
一
八
三
四
―
一
八
三
六
年
）、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
に
つ
い
て
何
人
か
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
支
持
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ

の
中
に
は
社
会
主
義
者
の
パ
ス
カ
ル
・
デ
ュ
プ
ラ
と
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
友
人
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ダ
リ
モ
ン
が
（
１０７
）

い
た
。」

一
八
四
八
年
か
ら
共
和
派
の
国
民
議
会
議
員
で
あ
っ
た
デ
ュ
プ
ラ(Pascal

Pierre
D
uprat,

1815-1885)

は
、
五
一
年
十
二
月
の

ル
イ
‐
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
に
抵
抗
し
て
検
挙
さ
れ
、
ベ
ル
ギ
ー
へ
追
放
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
に
一
八
四
四
年
にL

a
R
evue

indépendante

誌
に
連
載
論
説
「
現
代
の
社
会
主
義
的
哲
学
者
た
ち
」
を
書
い
て
ク
ラ
ウ
ゼ
を
紹
介
し
て
い
る
。
一
方
、
プ
ル
ー
ド

ン
の
弟
子
で
秘
書
役
と
な
っ
た
ダ
リ
モ
ン(A

lfred
D
arim

on,
1819-1902)

は
、
四
九
年
六
月
に
逮
捕
・
収
監
さ
れ
た
プ
ル
ー
ド
ン

を
支
え
、
五
〇
年
に
はL

e
Peuple

の
後
継
紙L

a
V
oix

du
Peuple

の
編
集
者
に
な
る
が（
こ
れ
も
ま
も
な
く
弾
圧
さ
れ
て
廃
刊
）、

こ
れ
に
先
立
ち
、
ダ
リ
モ
ン
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
と
の
親
交
を
深
め
て
い
た
四
八
年
に
、『
社
会
の
組
織
化
の
諸
原
理
の
体
系
的
解
説
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―
―
ク
ラ
ウ
ゼ
の
理
論
―
―
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
歴
史
的
・
批
判
的
検
討
を
（
１０８
）

付
す
』
を
出
版
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
を
解
説
し
、

本
書
に
、
同
年
五
月
付
の
ア
ー
レ
ン
ス
へ
の
献
辞
を
掲
げ
て
い
る
。
デ
ュ
プ
ラ
、
ダ
リ
モ
ン
の
ど
ち
ら
も
、
ク
ラ
ウ
ゼ
を
「
社
会
主

義
者
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の
弟
子
レ
オ
ン
ハ
ル
デ
ィ
も
、「
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
語
の
最
も
純

粋
な
意
味
で
社
会
主
義
の
哲
学
者
だ
」
と
述
べ
た
と
い
わ
（
１０９
）

れ
る
。

「
社
会
主
義
」
と
い
う
語
の
発
生
・
展
開
史
を
あ
と
づ
け
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ー
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
お
け
る‘socialitas’

（「
社
交
性
」
あ
る
い
は
「
社
会
性
」）
を
ル
ー
ツ
と
し
て
、
十
八
世
紀
末
に

「
社
会
主
義
（
者
）」
と
い
う
用
語
法
が
「
自
然
法
論
の
学
校
概
念
」
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
こ
の
用
語
法
が
と
く
に
法
哲
学
の
領

域
で
十
九
世
紀
ま
で
継
続
し
た
こ
と
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
ー
レ
ン
ス
と
レ
ー
ダ
ー
が
寄
与
し
て
（
１１０
）

い
た
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
主
著
の

初
版
で
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
い
う
「
こ
の
名
高
い
二
人
が
自
然
法
に
お
い
て
確
立
す
る
学
派
が
社�

会�

学�

派�

l’école
sociale

で
あ
り
、
そ
の
支
持
者
た
ち
は
社
会
主
義
者socialiste

と
呼
ば
（
１１１
）

れ
た
」
と
述
べ
、
生
前
最
終
版
の
第
六
版
（
一
八

七
〇
年
・
ド
イ
ツ
語
）
で
も
同
様
の
説
明
を
く
り
返
し
て
（
１１２
）

い
る
。
レ
ー
ダ
ー
も
、
主
著
『
自
然
法
ま
た
は
法
哲
学
の
根
本
特
質
』
の

初
版
（
一
八
四
六
年
）
だ
け
で
な
く
改
訂
第
二
版
（
一
八
六
〇
年
）
で
も
、「
グ�

ロ�

テ�

ィ�

ウ�

ス�

以�

降�

の
多
数
の
著
述
家
た
ち
は
、
か

れ
よ
り
も
は
る
か
に
一
面
的
に
、
法
を
社
交
性
欲
求(appetitus

societatis)

か
ら
導
出
し
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
主
義
者
と
呼

ば
れ
て
（
１１３
）

い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
‐
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
的
自
然
法
論
の
系
譜
は
フ
ラ
ン
ス
に
も
存
在
し
た
の

だ
が
、
ル
イ
・
レ
ボ
ー
が
一
八
三
六
―
三
八
年
に
『
両
世
界
評
論
』
で
「
現
代
の
社
会
主
義
者
た
ちL

es
socialistes

m
odernes

」

の
表
題
で
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
、
フ
ー
リ
エ
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
を
順
次
と
り
あ
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
・
旧
の
「
社
会
主
義
者
」

像
が
並
存
す
る
こ
と
に
（
１１４
）

な
る
。
し
た
が
っ
て
ク
ラ
ウ
ゼ
の
弟
子
た
ち
は
、
旧
系
譜
に
立
ち
な
が
ら
、
同
時
に
、
と
く
に
ア
ー
レ
ン
ス
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は
近
代
的
な
社
会
主
義
者
た
ち
と
も
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
か
れ
は
上
述
の
よ
う
に
主
著
第
二
版
で
レ
ボ
ー
も
参
照
し
て
い

た
）、
近
代
の
現
実
の
な
か
で
旧
系
譜
と
し
て
の
自
然
法
論
の
新
た
な
自
己
確
認
を
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

デ
ュ
プ
ラ
と
ダ
リ
モ
ン
の
二
著
は
、
ド
イ
ツ
語
を
解
せ
な
か
っ
た
プ
ル
ー
ド
ン
に
ク
ラ
ウ
ゼ
の
思
想
の
吸
収
を
可
能
に
し
た
は
ず

の
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
を
紹
介
し
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
と
し
て
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
挙
げ
て
い

る
の
は
つ
ぎ
の
諸
作
品
で
（
１１５
）

あ
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
王
立
コ
レ
ジ
ュ
の
歴
史
学
教
授L

.
F.
H
.
B
ouchitté

(1795-1861)

の
論
文
（Sur

l’H
istoire

des
preuves

de
l’existence

de
D
ieu,

1840.

―
―
こ
れ
は
同
年
に
道
徳
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
お
こ
な
っ
た
連
続

講
演
を
冊
子
化
し
た
も
の
）、
ア
ー
レ
ン
ス
の
ベ
ル
ギ
ー
人
の
弟
子G

.
T
hiebergien

（
正
し
く
は
、G

uillaum
e
T
iberghien,

1819-

1901

）
の
著
書(E

ssai
théorique

et
historique

sur
la
génération

des
connaissances

hum
aines,

1844.)

、
さ
ら
にJ.

W
ilm

（
正

し
く
は
、Joseph

W
illm

,
1790-1853

）（
か
れ
の
一
八
三
六
年
の
作
品E

ssai
sur

la
philosophie

de
H
egel.

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲

学
を
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
紹
介
し
た
事
例
と
い
わ
れ
る
）
の
ド
イ
ツ
哲
学
史
の
第
四
巻(H

istoire
de
la
philosophie

allem
ande

depuis
K
ant

jusqu’à
H
egel,

IV
e
vol.,

1849.)
と
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
、
の
ち
ヌ
シ
ャ
ト
ル
の
哲
学
教
授C

harles
Secrétan

(1815-

1895)

の
著
書(Philosophie

de
la
liberté,

1848.)

。

し
か
し
こ
れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ス
が
、
一
八
三
六
・
三
八
年
に
『
心
理
学
講
義
』
全
二
巻
を
、
ま

た
そ
れ
に
つ
づ
け
て
三
八
年
に
、
主
著
と
な
る
『
自
然
法
講
義
』
を
出
版
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
の
認
識
論
（
心
理
学
か
ら
形
而
上
学

へ
）
と
そ
の
上
に
築
か
れ
た
多
元
的
社
会
理
論
を
紹
介
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
同
年
に
ブ
ザ
ン

ソ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
奨
学
資
金
を
得
て
パ
リ
に
遊
学
し
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
な
ど
で
聴
講
し
つ
つ
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
を
ふ
く
む
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フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
の
研
究
に
専
心
し
て
い
た
。
そ
の
ご
ま
も
な
く
、「
日
曜
励
行
論
」（
三
九
年
）
の
あ
と
、『
所
有
と
は
何
か
』

（
四
〇
年
）、『
ブ
ラ
ン
キ
へ
の
手
紙
』（
四
一
年
）、『
人
類
に
お
け
る
秩
序
の
創
造
』（
四
三
年
）
が
出
版
さ
れ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
が

こ
う
し
た
本
格
的
な
著
述
活
動
を
開
始
す
る
前
に
ア
ー
レ
ン
ス
の
著
書
が
出
て
い
た
と
い
う
こ
の
同
時
代
性
に
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ

は
注
目
す
る
。「
プ
ル
ー
ド
ン
は
、
ち
ょ
う
ど
一
八
三
八
―
一
八
四
〇
年
の
時
期
に
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
研
究

し
て
い
た
の
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
著
書
と
ブ
シ
ッ
テ
の
研
究
論
文
を
よ
く
読
ん
で
調
べ
、
し
た
が
っ
て
最
初
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
と
ク

ラ
ウ
ゼ
の
示
唆
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
え
そ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
か
れ
ら
の
思
想
は
、
と

く
に
そ
の
社
会
的
応
用
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
関
心
を
惹
い
た
は
ず
で
（
１１６
）

あ
る
。」

こ
の
よ
う
な
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
推
定
は
、「
ク
ラ
ウ
ゼ
の
社
会
哲
学
は
実
際
に
プ
ル
ー
ド
ン
の
構
想
と
大
い
に
共
通
点
が
あ
り
、

そ
れ
は
ダ
リ
モ
ン
が
は
っ
き
り
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
（
１１７
）

あ
る
」
と
い
う
認
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
ク
ラ

ウ
ゼ
の
哲
学
的
基
盤
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
み
て
お
り
、「
か
れ
〔
プ
ル
ー
ド
ン
〕
が
フ
ィ
ヒ
テ＝

ク
ラ
ウ
ゼ
の
伝
統
と
明
白
な
知
的
類
縁

性
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
現
実
の
社
会
の
諸
矛
盾
に
対
す
る
と
て
も
豊
か
で
奥
深
い
感
覚
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
の
で
（
１１８
）

あ
る
」、
と
指
摘
す
る
。
個
人
的
な
交
友
関
係
と
い
う
点
で
は
、
サ
ン
ト
‐
ペ
ラ
ジ
監
獄
に
入
っ
て
い
た
プ
ル
ー
ド
ン
が
、

一
八
五
一
年
八
月
二
十
八
日
に
「
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
哲
学
の
教
授
で
あ
る
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
息
子
の
訪
問
を
受
け
た
」
と
記
し

て
お
り
、
そ
の
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ィ
ヒ
テ
（
哲
学
者
の
息
子1796-1879

）
は
、「
ク
ラ
ウ
ゼ
の
哲
学
に
お
お
い
に
共

鳴
し
て
い
た
学
者
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
一
緒
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
抗
し
て
（
１１９
）

い
た
」
と
い
う
位
置
関
係
も
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
そ
そ

る
だ
ろ
う
。

四

こ
の
よ
う
に
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
提
起
し
た
、
ア
ー
レ
ン
ス
か
ら
プ
ル
ー
ド
ン
へ
の
作
用
と
い
う
蓋
然
性
問
題
を
、
ア
ー
レ
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ン
ス
研
究
史
の
側
で
受
け
止
め
た
の
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
で
あ
る
。
か
れ
は
、
と
く
に
プ
ル
ー
ド
ン
の
社
会
哲
学
の
核

心
的
位
置
を
し
め
る
「
所
有
問
題
」
に
つ
い
て
、
こ
の
影
響
関
係
が
「
も
っ
と
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
」
と
推
定
し
て
い
る
。
ク
リ
ー

ヴ
ァ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
、『
所
有
と
は
何
か
』（
四
〇
年
）
で
は
、「
社
会
秩
序
の
基
礎
と
し
て
の
私
有
制
を
拒
否

し
て
い
た
」
が
、
す
で
に
そ
の
つ
ぎ
の
二
つ
の
著
書
『
所
有
に
か
ん
す
る
ブ
ラ
ン
キ
へ
の
手
紙
』（
四
一
年
）
と
『
所
有
者
へ
の
警

告
』（
四
二
年
）
で
は
、「
こ
の
よ
う
な
革
命
的
な
命
題
が
弱
め
ら
れ
て
い
た
」。
つ
ま
り
、「
プ
ル
ー
ド
ン
の
闘
い
は
、
も
は
や
も
っ

ぱ
ら
不
労
所
得
に
し
か
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
基
本
的
に
は
、
所
有
権
は
、
人
間
の
人
格
の
構
成
要
素
と
し
て
、
つ
ま

り
人
間
人
格
の
発
達
に
必
要
な
基
礎
と
し
て
肯
定
さ
れ
た
。
私
有
権
を
廃
止
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
の
人
格
の
発
達
を
妨
げ
る

た
め
の
所
有
権
の
濫
用
を
排
除
し
て
、
人
格
の
阻
害
の
た
め
で
は
な
く
人
格
の
促
進
の
た
め
の
所
有
権
の
機
能
を
正
当
に
評
価
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
社
会
秩
序
を
創
出
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
か
れ
の
要
求
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
こ
の
新

し
い
所
有
観
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
考
え
方
に
広
く
照
応
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
一
八
四
〇
年
頃
に
哲
学
を
研
究
し
、

そ
の
際
に
は
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ア
ー
レ
ン
ス
も
研
究
し
た
と
い
う
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
の
主
張
が
も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
プ
ル
ー
ド
ン
の

所
有
権
の
考
え
方
の
変
化
に
作
用
し
た
の
は
、
と
く
に
ア
ー
レ
ン
ス
の『
自
然
法
講
義
』を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
推
定
は
、

自
然
な
こ
と
で
（
１２０
）

あ
る
。」

プ
ル
ー
ド
ン
は
、『
所
有
と
は
何
か
』
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
個
体
的
占�

有�

possession

は
社
会
生
活
の
条
件
で
あ
る
。

所
有
の
五
千
年
が
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
所�

有�

propriété
は
社
会
の
自
殺
で
あ
る
。
占
有
は
法
の
う
ち
に
あ
る
。
所
有
は

法
に
反
し
て
い
る
。
占
有
を
保
持
し
て
所
有
を
廃
絶
（
１２１
）

せ
よ
。」
し
か
し
同
時
に
、
こ
う
も
述
べ
る
。「
所�

有�

権�

と�

は�

不�

労�

収�

益�

権�

le

droit
d’aubaine

、
す
な
わ
ち
労
働
せ
ず
に
所
得
を
も
た
ら
す
権
力
で
（
１２２
）

あ
る
。」
一
方
、「
財
産
共
同
体com

m
unauté

」
を
支
持
す
る
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人
々
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
者
ま
で
、
つ
ま
り
「
共
産
主
義
者
た
ち
の
す
べ
て
の
理
論
の
根
本
に
再
び
見
い
だ
さ
れ

る
の
は
所
有
で
あ
る
。」
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
「
財
産
共
同
体
が
所
有
者
で
あ
り
、
そ
れ
も
た
ん
に
富
の
所
有
者
で
は
な
く
、
人
格

と
意
志
と
の
所
有
者
で
あ
る
。」
そ
れ
ゆ
え
「
財
産
共
同
体
は
不
平
等
で
あ
る
」
し
、「
財
産
共
同
体
は
抑
圧
と
隷
従
で
あ
る
。」
他

方
の
「
所
有
も
、
排
除
お
よ
び
不
労
収
得
の
権
利
に
よ
っ
て
平
等
を
否
定
し
、
専
制
に
よ
っ
て
自
由
意
志
を
否
定
（
１２３
）

す
る
。」
こ
う
し

て
、
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
は
「
財
産
共
同
体
と
所
有
と
の
総
合
」
で
あ
り
、「
こ
の
第
三
の
社
会
形
態
を
、
わ
れ
わ
れ
は
自�

由�

と
名
づ

け
（
１２４
）

よ
う
。」
そ
れ
は
「
自
由
な
協
同
社
会l’association

libre

」、「
秩
序
と
ア
ナ
ル
シ
ー
と
の
（
１２５
）

結
合
」
で
あ
る
。
―
―
こ
れ
だ
け
を

み
て
も
、
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
主
著
第
二
版
の
脚
注
で
、
た
し
か
に
プ
ル
ー
ド
ン
の
主
旨
を
簡
潔
に
伝
え
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
論
に
、
そ
の
ご
ま
も
な
く
変
質
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ク
リ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
は

「
所
有
の
根
拠
は
人
間
の
自
然
と
事
物
の
必
要
性
に
あ
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
が
、
資
料
的
裏
づ
け
が
不

十
分
で
（
１２６
）

あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
三
八
年
の
『
心
理
学
講
義
』
第
二
巻
で
、
所
有
権
を
、
善
の
実
現
の
た
め
に

必
要
な
諸
条
件
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
さ
ら
に
同
年
の
主
著
初
版
で
は
、
一
般
に
こ
れ
ま
で
所
有
権
を
基
礎
づ
け
て
き

た
占
有
・
労
働
・
法
律
・
協
定
の
す
べ
て
の
学
説
を
否
認
し
て
、
所
有
権
を
「
各
人
の
根
源
的
か
つ
自
然
的
な
人
格
権un

droit

personnel

」
と
と
ら
え
、
そ
の
根
拠
を
「
人
間
の
自
然
、
つ
ま
り
人
間
の
心
身
の
発
達
の
た
め
の
物
質
的
ま
た
は
知
的
な
諸
条
件
と

諸
手
段
の
全
体
を
供
給
さ
れ
る
必
要
性

（
１２７
）

nécessité

」
に
み
と
め
て
、
そ
の
う
え
で
所
有
権
の
社
会
的
な
要
素
を
強
調
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
点
に
留
意
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
「
第
一
の
覚
え
書
き
」（『
所
有
と
は
何
か
』）
に
お
け
る
、
所
有
の
「
作
用

因cause
efficiente

」
と
し
て
の
占
有
・
民
法
・
普
遍
的
同
意
・
労
働
の
否
定
や
、「
社
交
性sociabilité

」
概
念
の
展
開
な
ど
を
て
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が
か
り
に
し
て
、
所
有
に
か
ん
す
る
三
つ
の
覚
え
書
き
を
比
較
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
、
プ
ル
ー
ド

ン
が
『
経
済
的
諸
矛
盾
の
体
系
』（
一
八
四
六
年
）
で
人
類
史
の
過
去
と
未
来
へ
の
展
望
と
し
て
示
し
た
「
相�

互�

性�

m
utualité

の
理

論
」、
つ
ま
り
「
集
合
存
在
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
所
有
と
共
有
〔
財
産
共
同
制
〕
と
い
う
二
つ
の
観
念
の
総
合
で
（
１２８
）

あ
る
」
も
の
、

と
い
う
構
想
が
、
深
い
前
望
性
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
待
ち
う
け
て
い
る
。

い
ま
一
度
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
立
ち
返
れ
ば
、
若
い
プ
ル
ー
ド
ン
に
よ
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
定
式
」
へ
の
諸
（
１２９
）

言
及
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
か
れ
が
プ
ル
ー
ド
ン
の
根
底
に
見
い
だ
し
た
も
の
は
「
多
様
な
も
の
へ
の
分
化
」
に
よ
る
「
調
和
」
と
「
均
衡
」
と
い
う
思
想

で
あ
っ
た
。「
諸
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
が
つ
く
り
な
す
全
体
の
な
か
で
ど
う
し
て
も
取
り
除
け
な
い
そ
れ
ら
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
均
衡

と
い
う
弁
証
法
的
方
法
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
に
、
あ
る
問
題
を
提
起
し
た
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、

あ
る
程
度
ま
で
は
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、〈
普�

遍�

的�

な�

矛�

盾�

に�

よ�

る�

普�

遍�

的�

な�

和�

解�

réconciliation

〉
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
全
体
と
平
等
、
秩
序
と
自
発
的
な
創
造
、
統
一
性
と
多
様
性
、
普
遍
主
義
と
個
人
主
義
、
社
会
学
と
道
徳
学
、

組
織
さ
れ
た
労
働
と
所
有
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
自
由
競
争
、
こ
れ
ら
の
和
解
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
対
立
す
る
諸
階
級
の
和
解
は
、

そ
れ
ら
が
諸
集
団
、
国
家
と
経
済
的
社
会
と
い
う
多
様
な
も
の
へ
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
さ
せ
ら
れ
て
、
互
い
に
制
約
さ

れ
、
釣
り
合
い
が
と
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
、
す
べ
て
の
基
礎
と
し
て
、
社�

会�

主�

義�

と�

法�

の�

観�

念�

と�

の�

和�

解�

。
そ
れ
は
、
社

会
法
（
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
学
派
と
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
と
に
よ
っ
て
後
世
に
遺
さ
れ
た
も
の
）
と
民
主
主
義
の
原
理
と
の
和
解
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
も
（
１３０
）

の
だ
。」

こ
れ
ら
の
「
和
解
」
の
た
め
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
、「
多
様
な
も
の
へ
の
分
化
」
に
よ
る
「
相
互
制
約
」
と
い
う
「
均
衡
」

で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ス
が
提
示
し
た
ク
ラ
ウ
ゼ
哲
学
が
、
も�

し�

プ
ル
ー
ド
ン
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
作
用
（
あ
る
い
は
共
振
）
し
え
た
と
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す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
核
心
的
部
分
の
一
つ
は
、
後
者
の
「
相
互
性
の
理
論
」
に
対
す
る
、
前
者
の
、
人
間
の
「
社
交
性
」
概
念

に
も
と
づ
く
相
互
制
約＝

相
互
協
力
の
必
然
性
論
と
、
そ
の
具
体
的
表
現
と
し
て
の
分
節
的
・
多
元
的
な
社
会
構
成
論
の
示
唆
に
求

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
プ
ル
ー
ド
ン
の
弟
子
ダ
リ
モ
ン
は
、
ア
ー
レ
ン
ス
に
献
呈
し
た
上
掲
の
『
ク
ラ
ウ
ゼ

の
理
論
』
に
お
い
て
、
そ
の
後
半
を
、
上
述
の
ク
ラ
ウ
ゼ
に
お
け
る
二
系
列
の
「
諸
結
社
」
の
説
明
に
捧
げ
て
い
る
の
で
（
１３１
）

あ
る
。

（
７６
）

H
.
A
hrens,

U
eber

den
Saint-Sim

onism
us
in
seiner

letzten
religiösen,

m
oralischen

und
politischen

E
ntw

ickelung,
in:

D
as

A
usland,

E
in
T
agblatt

für
K
unde

des
geistigen

und
sittlichen

L
ebens

der
V
ölker,

m
it
besonderer

R
ücksicht

auf
verw

andte

E
rscheinungen

in
D
eutschland,

M
ünchen,

in
der

L
iterarisch-A

rtistischen
A
nstalt

der
J.
G
.
C
otta’schen

B
uchhandlung,

N
o.
143

(22.
M
ai
1832)

–
N
o.
192

(10.
Julius

1832).

以
下
、
当
該
号
数
、
日
付
、
ペ
ー
ジ
（L

,
R

は
二
段
組
の
左
・
右
）
を
適
宜
、
本
文

中
に
注
記
す
る
。（
引
用
文
中
の
傍
点
部
分
は
、
原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
あ
る
。）

（
７７
）
サ
ン
‐
シ
モ
ニ
ア
ン
の
分
裂
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
一
八
三
一
年
十
一
月
十
一
日
の
バ
ザ
ー
ル
の
離
脱
で
あ
る
。
そ
の
前
後
の
、
こ
の

教
団
の
生
々
し
い
詳
細
な
描
写
を
、
歴
史
家
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
シ
ャ
ル
レ
テ
ィ
が
遺
し
て
く
れ
て
い
る
。S.

C
harléty,

H
istoire

du

Saint-Sim
onism

e
(1825-1864),

Paris,
E
ditions

G
onthier,

1931.

沢
崎
浩
平
・
小
杉
隆
芳
訳
『
サ
ン＝

シ
モ
ン
主
義
の
歴
史1825-

1864

』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
、
と
く
に
第
二
部
第
三
章
「
バ
ザ
ー
ル
の
離
教
」
を
見
よ
。

（
７８
）
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。「
絶
対
的
な
も
の
が
自
我
と
し
て
、
そ
し
て
そ�

の�

自
立
性
が
わ�

た�

く�

し�

の�

も
の
と
し
て
現
象
す
る
」、
と
。
つ
ま
り
、

「
知
は
自
己
に
対
す
る
絶�

対�

者�

の�

表�

現�

な
の
で
す
か
ら
、
知�

の
う
ち
に
、
ま
た
知
に
対
し
て
、
ま
さ
し
く
絶�

対�

者�

の�

自�

己�

表�

現�

sichA
us-

druck

が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
で
自�

立�

的�

な�

自�

我�

（
わ
た
く
し
は
ま
さ
し
く
自�

己�

表
現
と
い
う
こ
と
か
ら
そ
う

結
論
し
ま
す
）、
そ�

れ�

ゆ�

え�

自�

由�

な�

も�

の�

の
自
己
意
識
と
し
て
の
絶
対
的
な
自
己
意
識Selbstbew

ußtseyn

が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
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J.
G
.
Fichte,

V
orlesungen

der
W
.
L
.
im
W
inter

1804,
in:
J.
G
.
Fichte-G

esam
tausgabe

der
B
ayerischen

A
kadem

ie
der

W
issen-

schaften,
H
rsg.

von
R
.
L
auth

u.
H
.
G
liw
itzky,

N
achgelassene

Schriften,
B
d.
7,
S.
33-235,

hier
S.
76.

山
口
祐
弘
訳
「
知
識
学
講

義
―
―
一
八
〇
四
年
冬
学
期
」、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ラ
ウ
ト
／
加
藤
尚
武
／
他
編
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』、
第
１３
巻
、
晢
書
房
、
二
〇
〇
四

年
、
所
収
、
二
三
ペ
ー
ジ
。（
引
用
文
中
の
傍
点
部
分
は
、
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）

（
７９
）

J.
G
.
Fichte,

D
ie
A
nw
eisung

zum
seeligen

L
eben,

oder
auch

die
R
eligionslehre,

in:
J.
G
.
Fichte-G

esam
tausgabe,

op.
cit.,

N
achgelassene

Schriften,
B
d.
9,
S.
45-212,

hier
S.
118f.

量
義
治
訳
「
幸
い
な
る
生
へ
の
導
き
」、
前
掲
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』、
第
１５

巻
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
、
三
四
九
―
三
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
８０
）
こ
の
点
で
ア
ー
レ
ン
ス
が
参
照
根
拠
に
し
て
い
る
の
は
、
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
『
政
治
経
済
学
〔
と
政
治
学
〕』〔
一
八
三
一
年
〕
と
、

「
ア
ン
フ
ァ
ン
タ
ン
の
思
想
を
産
業
の
立
法
に
適
用
」
し
た
ド
ゥ
ク
ー
ル
ド
ゥ
マ
ン
シ
ュ
〔A

lphonse

〕D
ecourdem

anche

の
『
産
業
〔
お

よ
び
所
有
〕
と
の
関
係
に
お
け
る
立
法
に
つ
い
て
の
手
紙
』〔
一
八
三
一
年
〕
で
あ
る
。

（
８１
）

P.
W
entzcke,

A
rt.,

C
arové,

Friedrich
W
ilhelm

,
in:

N
eue

D
eutsche

B
iographie,

B
d.
3,
U
nveränderter

N
achdruck

der
1957

erschienenen
ersten

A
uflage,

B
erlin

1971,
S.
154;

A
rt.,

C
arové,

Friedrich
W
ilhelm

,
in:
D
eutsche

B
iographische

E
nzyklopädie,

2.,
überarbeitete

und
erw

eiterte
A
usgabe,

hrsg.
von

R
.
V
ierhaus,

B
d.
2,
M
ünchen

2005,
S.
292.

（
８２
）

F.
W
.
C
arové,

D
er
Saint-Sim

onism
us
und

die
neuere

französische
Philosophie,

L
eipzig,

J.
C
.
H
inrichssche

B
uchhandlung,

1831.

（
８３
）

A
nonym

.,
R
ezension,

U
eber

die
Schrift:

” W
as
heißt

röm
isch-katholische

K
irche?

A
us
kirchlichen

A
utoritäten

zu
beant-

w
orten

versucht
von

Fr.
W
.
C
arové“.

(A
ltenburg,

L
iteratur-C

om
ptoir.

1828.
G
r.
8.
1hlr.)

N
ebst

A
ndeutungen

des
G
eistes

des

w
ahren

Protestantism
us,

in:
B
lätter

für
literarische

U
nterhaltung,

N
r.
138,

15.
Juni

1829,
S.
549-551,

und
B
eilage

zu
den

B
lättern

für
literarische

U
nterhaltung,

N
r.
7,
15.

Juni
1829,

(ohne
Seite).
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（
８４
）

F.
W
.
C
arové,

D
er
Saint-Sim

onism
us,

op.
cit.,

S.
196.

（
８５
）

Ibid.,
S.
196-198.

ち
な
み
に
、
ヴ
ァ
イ
ス
ハ
ウ
プ
ト(Johann

A
dam

W
eishaupt,

1748-1830)

は
、
養
父
か
ら
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン

・
ヴ
ォ
ル
フ
の
啓
蒙
哲
学
を
学
び
、
一
七
七
三
年
地
元
イ
ン
ゴ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
大
学
の
教
会
法
の
教
授
に
な
り
、
七
六
年
に” B

ienen-

orden“

（
の
ち
に” Illum

inatenorden

光
明
会“

）
を
設
立
、
翌
年
に
は
フ
リ
ー
メ
イ
ス
ン
に
加
入
し
た
。
八
四
年
に
教
団
が
バ
イ
エ
ル

ン
政
府
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
の
ち
は
、
ゴ
ー
タ
を
避
難
所
と
し
、
そ
の
ご
バ
イ
エ
ル
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
外
国
人
会
員
に
な
っ
た
。

（
８６
）

Ibid.,
S.
198.

（
８７
）

R
.
M
ohls

B
rief

vom
30.

Juli
1832

an
Julius,

zit.
bei:

E
.
A
ngerm

ann,
M
iszelle,

E
ine

R
ede

R
obert

M
ohls

über
den

Saint-

Sim
onism

us
aus

dem
Jahr

1832,
in:

V
ierteljahrschrift

für
Sozial-

und
W
irtschaftsgeschichte,

hrsg.
von

H
.
A
ubin,

W
iesbaden,

49.
B
d.,
Juli

1962,
H
eft
2,
S.
195-214,

hier
S.
195.

（
８８
）

R
.
M
ohl,

U
eber

die
N
achtheile,

w
elche

sow
ohl

den
A
rbeitern

selbst,
als

dem
W
ohlstande

und
der

Sicherheit
der

gesam
m
ten

bürgerlichen
G
esellschaft

von
dem

fabrikm
äßigen

B
etriebe

der
Industrie

zugehen,
und

über
die

N
othw

endigkeit
gründlicher

V
orbeugungsm

ittel,
in:

A
rchiv

der
politischen

O
ekonom

ie
und

Polizeiw
issenschaft,

hrsg.
von

K
.
H
.
R
au,

2.
B
d.,
H
eidelberg

1835,
S.
141-203.

（
８９
）
ア
ン
ガ
ー
マ
ン
の
文
献
実
証
的
で
先
駆
的
・
包
括
的
な
モ
ー
ル
研
究
、E

.
A
ngerm

ann,
R
obert

von
M
ohl

1799-1875,
L
eben

und

W
erk

eines
altliberalen

Staatsgelehrten,
N
euw

ied
1962.

を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
モ
ー
ル
の
三
五
年
論
説
に
つ
い
て
は
、
木
村
周

市
朗
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』、
未
来
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
の
第
六
章
を
見
よ
。

（
９０
）
モ
ー
ル
の
こ
の
講
演
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
上
掲
注（
８７
）の
当
該
ペ
ー
ジ
を
適
宜
、
本
文
中
に
注
記
す
る
。（
引
用
文
中

の
傍
点
部
分
は
、
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）

（
９１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
木
村
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
自
然
法
論
と
〈
社
会
〉
の
発
見
」、
第
五
節
第
一
項
を
み
よ
。
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（
９２
）

R
.
M
ohl,

U
eber

die
N
achtheile,

op.
cit.,

S.
198.

（
９３
）

R
.
M
ohl,

D
ie
Staatsw

issenschaften
und

die
G
esellschaftsw

issenschaften,
in:

ders.,
D
ie
G
eschichte

und
L
iteratur

der
Staats-

w
issenschaften,

In
M
onographien

dargestellt,
B
d.
I,
U
nveränderter

A
bdruck

der
1855,

G
raz

1960,
S.
67-110,

hier
S.
79.

（
９４
）

R
.
M
ohl,

U
eber

die
N
achtheile,

op.
cit.,

S.
198f.

（
９５
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
psychologie,

Second
volum

e,
Paris,

1838,
op.

cit.,
p.
319.

本
書
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
当

該
ペ
ー
ジ
を
適
宜
、
本
文
中
に
注
記
す
る
。（
引
用
文
中
の
傍
点
部
分
は
、
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）

（
９６
）

R
.
M
ohl,

D
ie
Polizei-W

issenschaft
nach

den
G
rundsätzen

des
R
echtsstaates,

E
rster

B
d.,
T
übingen

1832,
S.
4,
7.

（
９７
）
前
掲
注（
９３
）の
論
説
「
国
家
学
と
社
会
学
」
を
見
よ
。

（
９８
）

K
.
C
.
F.
K
rause,

D
as
U
rbild

der
M
enschheit,

E
in
V
ersuch,

Z
w
eite

unveränderte
A
usgabe,

G
öttingen

1851,
S.
47-74,

74-

234.

（
９９
）

K
.
C
.
F.
K
rause,

A
briss

des
System

es
der

Philosophie
des

R
echtes,

oder
des

N
aturrechtes,

G
öttingen

1828,
S.
168-171;

D
ers.,

D
as
System

der
R
echtsphilosophie,

V
orlesungen

für
G
ebildete

aus
allen

Ständen,
H
rsg.

von
K
.
D
.
A
.
R
öder,

L
eipzig

1874,
(K
.
C
.
F.
K
rause’s

handschriftlicher
N
achlass,

H
rsg.

von
Freunden

und
Schülern

D
esselben,

Z
w
eite

R
eihe,

II.),
S.
481-

492,
501-506.

（
１００
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou
de
philosophie

du
droit,

fait
d’après

l’état
actuel

de
cette

science
en
A
llem

agne,
Paris,

B
rockhaus

et
A
venarius,

1838,
pp.

104-118.

（
引
用
文
中
の
傍
点
部
分
は
、
原
文
が
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）

（
１０１
）

Ibid.,
pp.

147-148.

（
１０２
）

Ibid.,
p.
208.

（
１０３
）

Ibid.,
p.
214.
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（
１０４
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel
ou
de
philosophie

du
droit,

Seconde
édition,

B
ruxelles,

1844,
op.

cit.,
pp.

356-357
note

4.

V
gl.
D
ers.,

D
as
N
aturrecht,

B
raunschw

eig
1846,

op.
cit.,

S.
299f.

A
nm
.
12.

こ
れ
と
同
趣
旨
の
言
及
は
、
こ
の
主
著
の
前
掲
初
版

(p.
483

note
(1)
)

に
も
み
ら
れ
る
。

（
１０５
）
サ
ン
‐
シ
モ
ン
本
人
は
、
た
と
え
ば
一
八
一
八
年
頃
の
草
稿
「
産
業
の
政
治
的
利
益
」
で
、「
社
会
秩
序
の
理
論
」
を
主
題
に
掲
げ
、「
社

会
」
の
「
目
的
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。「
ま
ず
社
会
諸
制
度
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
ん
に
ち
ま
で
に
確

立
さ
れ
た
す
べ
て
の
制
度
は
、
こ
れ
を
最
も
合
理
的
で
拘
束
さ
れ
ぬ
観
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
社
会la

société

を
無
秩
序
に
さ
せ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
人
類
は
今
な
お
社
会
に
目
的
を
与
え
よ
う
と
せ

ず
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
与
え
る
べ
き
か
の
検
討
す
ら
し
て
い
な
い
。
そ
の
全
力
は
社
会
を
社
会
と
し
て
存
続
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と

に
も
っ
ぱ
ら
注
が
れ
て
い
る
。」「
社
会
に
目
的
（
そ
れ
は
各
人
の
境
遇
を
改
善
す
る
と
い
う
こ
とl’am

élioration
du
sort

de
chacun

以

外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
）
を
与
え
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
力
を
結
集
さ
せ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ

け
に
よ
っ
て
、
社
会
の
解
体
は
防
げ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
々
が
同
じ
目
的
に
協
力
し
う
る
と
き
、
そ
こ
に
社
会
が
あ
る
。
こ
の

〔
社
会
と
い
う
〕
言
葉
は
、
こ
れ
以
外
の
意
味
を
も
ち
え
な
い
。」「〔
注
〕
例
と
し
て
製
造
工
場
を
と
れ
ば
、
生
産
の
た
め
に
工
場
で
協
力

す
る
す
べ
て
の
人
々
は
、
経
営
者
た
ち
も
ふ
く
め
、
言
葉
の
真
の
意
味
に
お
い
て
、
実
際
に
社
会
を
な
し
て
い
る
〔
…
…
〕。
か
れ
ら
は

共
通
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
協
力
し
て
働
く
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
るassociés

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
も

し
政
治
に
お
い
て
正
し
い
観
念
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
国
家les

nations

を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
家
を
、
各
成
員
の
労
働
が
す
べ
て
の
人
の
境
遇
の
改
善
を
な
し
と
げ
る
た
め
に
他
の
全
成
員
の
労
働
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

一
つ
の
広
大
な
産
業
的
作
業
場
だ
と
考
え
よ
。」「
わ
れ
わ
れ
は
有
神
論
の
哲
学
を
否
定
す
る
も
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。」「
し
か
し
、
こ

の
信
仰
は
、
政
治
お
よ
び
道
徳
（
政
治
を
生
み
だ
す
科
学
）
を
実
証
科
学des

sciences
positives

に
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
っ
た
く
必

要
で
な
い
。」「
こ
れ
か
ら
は
、
諸
社
会
の
科
学la

science
des

sociétés

は
、
推
理
と
観
察
以
外
の
方
法
を
用
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

―１７４（６７）―

サ
ン
‐
シ
モ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
ハ
イ
ネ
、
ア
ー
レ
ン
ス
、
モ
ー
ル
（
下
）



他
の
す
べ
て
の
科
学
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
！
」
こ
れ
は
、「〔
注
〕
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
人
間
に
対
す
る
関
係
が
直

接
的
に
な
り
、
神
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
を
や
め
る
こ
と
、
ま
た
、
聖
職
者
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
人
間
と
神
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。」「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
の
境
遇
を
よ
く
し
よ
う
と
す
る

欲
求désir

に
動
か
さ
れ
て
い
る
。〔
…
…
〕
万
人
の
境
遇
の
改
善
を
唯
一
か
つ
直
接
の
目
的
と
す
る
産
業
体
制
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
こ

と
自
体
に
よ
っ
て
、
人
間
の
本
性
に
最
も
よ
く
合
致
す
る
。
そ
れ
は
、
最
も
安
定
し
た
、
建
設
す
る
の
が
最
も
容
易
な
体
制
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
体
制
は
す
べ
て
の
人
に
そ
れ
ぞ
れ
利
益
に
な
るtrouver

son
com

pte

か
ら
で
あ
る
。」(H

.
Saint-Sim

on,
«D
es
intérêts

politiques
de
l’industrie»,

Œ
uvres

com
plètes,

éd.
par

J.
G
range

et
autres,

Paris,
PU
F,
2012,

éd.
Q
uadrige,

2013,
vol.

2,
pp.

1684-1687,
1689-1691.

森
博
訳
「
産
業
の
政
治
的
利
益
」、
同
編
・
訳
『
サ
ン
‐
シ
モ
ン
著
作
集
』、
第
三
巻
、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一

九
八
七
年
、
所
収
、
一
三
九
―
一
四
二
、
一
四
四
―
一
四
七
ペ
ー
ジ
。）

フ
ラ
ン
ス
の
「
産
業
」
化
に
寄
せ
る
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
期
待
と
確
信
が
、
人
間
の
自
然
な
「
欲
求
」
と
「
実
証
科
学
」
と
に
対
す
る
近

代
主
義
的
な
信
頼
に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
に
明
瞭
で
あ
る
。
同
時
に
、
人
々
の
「
共
通
の
目
的
」
へ
の
「
協
力
」
関
係
を
「
社

会
」
と
規
定
し
、
そ
の
意
味
で
「
製
造
工
場
」
も
社
会
と
呼
び
、
国
家
も
「
一
つ
の
広
大
な
産
業
的
作
業
場
」
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
、

サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
「
社
会
」
は
、
大
小
・
種
類
を
問
わ
ず
人
間
が
「
協
力
し
て
働
く
」
産
業
的
協
同
体
の
す
べ
て
を
普
遍
的
に
言
い
あ
ら

わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
と
ア
ー
レ
ン
ス
の
ほ
う
は
、
上
述
の
よ
う
に

人
々
の
相
互
依
存＝

協
力
関
係
を
二
系
列
の
実
体
的
な
「
諸
結
社
」（「
生
活
圏
」）
か
ら
な
る
分
節
的
・
多
元
的
な
構
成
と
し
て
と
ら
え

た
の
で
あ
り
、
そ
の
複
合
的
社
会
観
は
自
然
法
的
善
論
（
全
体
論
的
・
有
機
的
な
生
の
目
的
論＝

相
互
扶
助
論
）
に
も
と
づ
い
て
い
た
か

ら
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
「
実
証
科
学
」
の
立
場
と
は
交
差
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
‐
シ
モ
ン
は
、「
人
権
の
思
想
」
に
も
「
神
学
の

古
い
領
域
の
跡
」
を
み
と
め
て
批
判
し
、
政
治
を
「
実
証
的
原
理
」
だ
け
に
よ
る
「
科
学
」
に
し
よ
う
と
す
る
。
曰
く
、「
超
自
然
的
な

力
」
や
「
啓
示
」
な
ど
で
は
な
く
「
純
粋
に
人
間
的
な
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
人
間
の
な
す
べ
き
こ
と
、
避
け
る
べ
き
こ
と
、
社
会
の
た
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め
に
な
る
こ
と
、
社
会
の
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。〔
…
…
〕
善
と
悪
、
悪
徳
と
道
徳
、
等
々
の
観
念
を
現

世
的
な
仕
方
で
確
定
せ
よ
。
い
か
な
る
行
動
が
こ
の
世
で
人
間
に
最
大
の
幸
福le

plus
grand

bonheur

を
も
た
ら
し
う
る
か
を
探
究
せ

よ
。」「
人
類
の
境
遇
の
改
善
」
は
「
こ
れ
ま
で
副
次
的
な
目
標
で
し
か
な
か
っ
た
。」
そ
れ
で
も
「
文
明
は
絶
え
ず
大
き
な
進
歩
を
と
げ

人
類
の
境
遇
は
い
ち
じ
る
し
く
改
善
さ
れ
た
。」
だ
か
ら
、「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
施
策
が
こ
の
目
的
に
向
け
ら
れ
る
」
な
ら
ば
、「
産
業
体

制
が
想
像
を
絶
し
た
利
益des

avantages

を
人
類
に
約
束
し
、
人
類
を
〔
幸
福
〕
の
道
に
最
も
迅
速
に
導
い
て
い
く
は
ず
で
あ
る
」、
と
。

（Ibid.,
pp.

1688-1691.

前
掲
『
著
作
集
』、
第
三
巻
、
一
四
四
―
一
四
八
ペ
ー
ジ
。）
こ
う
し
た
文
言
は
、
自
然
法
（
権
）
思
想
を
批
判

し
て
、
新
た
な
道
徳
と
立
法
の
諸
原
理
を
、
個
人
の
幸
福
量
と
そ
の
社
会
的
総
和
と
の
最
大
化
に
求
め
た
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
タ
ム
を
想

起
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
サ
ン
‐
シ
モ
ン
の
関
心
事
は
、
ま
ず
「
協
力
し
て
働
く
」
人
々
の

「
結
合association

」
関
係
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
方
法
論
的
個
人
主
義
の
ベ
ン
タ
ム
か
ら
離
れ
、
そ
の
う
え
で
た
し
か
に
「
産
業
の
政

治
的
利�

益�

des
intérêts

」
が
「
実
証
科
学
」
的
に
主
張
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
派
の
生
の
多
様
な
人
間
的
諸
目
的
と
そ
の
実

現
の
た
め
の
相
互
支
援
関
係
の
必
然
性
と
い
う
自
然
法
的
発
想
と
も
明
ら
か
に
性
質
を
異
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１０６
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel,
Seconde

éd.,
op.

cit.,
p.
356

note
3.
V
gl.
D
ers.,

D
as
N
aturrecht,

op.
cit.,

S.
299

A
nm
.
11.

（
傍
点
部
分
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。）

（
１０７
）

G
.
G
urvitch,

L
’idée

du
droit

social,
N
otion

et
systèm

e
du
droit

social,
H
istoire

doctrinale
depuis

le
17
e
siècle

jusqu’à
la
fin

du
19
e
siècle,

avec
préface

de
L
ouis

L
e
Fur,

réim
pression

de
l’édition

Paris,
1932,

A
alen,

1972,
pp.

335-336.

（
１０８
）

A
.
D
arim

on,
E
xposition

m
ethodique

des
principes

de
l’organisation

sociale,
–
T
héorie

de
K
rause,

–
précédée

d’un
exam

en

historique
et
critique

du
socialism

e,
Paris,

Franck,
1848.

た
だ
し
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
が
言
及
し
て
い
る
書
名
は
、
わ
た
く
し
の
手

許
に
あ
る
右
記
の
も
の
と
は
異
な
り
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。L

a
théorie

de
K
rause,

précédée
d’un

exam
en
historique

et
critique

du
socialism

e,
1848.
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（
１０９
）

G
.
G
urvitch,

op.
cit.,

p.
336

n.
(2).

（
１１０
）

W
.
Schieder,

A
rt.,

Sozialism
us,

in:
G
eschichtliche

G
rundbegriffe,

H
istorisches

L
exikon

zur
politisch-sozialen

Sprache
in

D
eutschland,

hrsg.
von

O
.
B
runner,

W
.
C
onze,

R
.
K
oselleck,

B
d.5,

Stuttgart,
1.A

ufl.,
1984,

S.923-996,
hier

S.924-925,
930-

932.

（
１１１
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel,
1
ère
éd.,

op.
cit.,

p.
67.

（
１１２
）

H
.
A
hrens,

N
aturrecht

oder
Philosophie

des
R
echts

und
des

Staates,
A
uf
dem

G
runde

des
ethischen

Z
usam

m
enhanges

von

R
echt

und
C
ultur,

E
rster

B
d.:
D
ie
G
eschichte

der
R
echts-philosophie

und
die

allgem
einen

L
ehren,

W
ien

1870,
S.
97.

（
１１３
）

K
.
D
.
A
.
R
öder,

G
rundzüge

des
N
aturrechts

oder
der

R
echtsfilosofie,

Z
w
eite,

ganz
um
gearbeitete

A
uflage,

L
eipzig

u.

H
eidelberg

1860,
S.
239.

（
１１４
）

W
.
Schieder,

op.
cit.,

S.
939-940.

こ
う
し
た
点
に
関
連
し
て
、
自
然
法
論
に
お
け
る
所
有
権
論
に
つ
い
て
は
、
後
注
（
１２７
）
も
参

照
の
こ
と
。

（
１１５
）

G
.
G
urvitch,

op.
cit.,

p.
336

n.
(2),

338.

（
１１６
）

Ibid.,
p.
337.

（
１１７
）

Ibid.,
p.
336.

（
１１８
）

Ibid.,
p.
338.

（
１１９
）

Ibid.,
p.
338

n.
(3).

ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
し
た
が
え
ば
、「
プ
ル
ー
ド
ン
の
体
系
の
哲
学
的
源
泉
の
中
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
最

後
の
位
置
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
と
国
家
と
の
対
置
と
い
う
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
の
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
直
接
プ

ル
ー
ド
ン
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
が
学
説
を
徹
底
的
に
研
究
し
た
と
思
わ
れ
る
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
た
ち
に
よ
っ
て
示
唆

さ
れ
た
よ
う
に
。」(Ibid.,

p.
338.)
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（
１２０
）

M
.
K
lüver,

op.
cit.,

S.
44f.

（
１２１
）

P.-J.
Proudhon,

Q
u’est-ce

que
la
propriété

?
ou
R
echerches

sur
le
principe

du
droit

et
du
gouvernem

ent,
Prem

ier
M
ém
oire

(1840),
Œ
uvres

com
plétés,

N
ouvelle

éd.
par

C
.
B
ouglé

et
H
.
M
oysset,

t.
IV
,
R
éim

pression
de
l’éd.

de
Paris,

1923-1959,

G
enéve

et
Paris,

Slatkine,
1982,

pp.
345-346.

長
谷
川
進
訳
「
所
有
と
は
何
か
」、『
プ
ル
ー
ド
ン
Ⅲ
』（
ア
ナ
キ
ズ
ム
叢
書
）
三
一
書

房
、
一
九
七
一
年
、
所
収
、
二
九
九
ペ
ー
ジ
。

（
１２２
）

Ibid.,
p.
245.

前
掲
訳
、
一
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
１２３
）

Ibid.,
pp.

325-327.

前
掲
訳
、
二
七
五
―
二
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
１２４
）

Ibid.,
p.
342.

前
掲
訳
、
二
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
１２５
）

Ibid.,
p.
346.

前
掲
訳
、
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

（
１２６
）

M
.
K
lüver,

op.
cit.,

S.
45
A
nm
.
1.

（
１２７
）

H
.
A
hrens,

C
ours

de
droit

naturel,
1
ère
éd.,

op.
cit.,

p.
197.

な
お
、
ア
ー
レ
ン
ス
の
主
著
の
ド
イ
ツ
語
初
版
（
一
八
五
二
年
）
に

お
け
る
所
有
権
論
の
詳
細
（
そ
れ
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
へ
の
評
価
を
ふ
く
ん
で
い
る
）
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
木
村

「
ア
ー
レ
ン
ス
の
所
有
権
論
と
共
同
性
」
を
見
よ
。

（
１２８
）

P
.-J.

Proudhon,
S
ystèm

e
des

contradictions
économ

iques,
ou
P
hilosophie

de
la
m
isère,

(1846),
Œ
uvres

com
plétés,

op.
cit.,

t.

I,
2,
1982,

p.
411.

斉
藤
悦
則
訳
『
貧
困
の
哲
学

下
』、
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
六
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
１２９
）
た
と
え
ば
、『
所
有
と
は
何
か
』
の
第
五
章
第
二
部
第
一
節
の
末
尾
に
お
け
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
定
式une

form
ule

hégélienne

」
に
よ

る
説
明
（「
財
産
共
同
体
」
か
ら
、「
所
有
」
を
経
て
、「
人
間
的
な
協
同
社
会association

の
真
の
様
式
」
へ
）
を
見
よ
。
ま
た
、『
経

済
的
諸
矛
盾
の
体
系
』
で
は
、
第
二
章
で
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
」（＝
「
真
理
の
さ
き
が
け
」）
と
「
矛
盾
」（＝

た
ん
に
「
話
の
つ
じ
つ

ま
が
あ
わ
な
い
こ
と
」）
と
を
区
別
し
て
、
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
結
論
部
で
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー

―１７０（７１）―
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を
「
人
類
に
お
け
る
進
歩
と
均
衡
の
原
理
」
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
な
プ
ル
ー
ド
ン
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
独
自
性
を
、
す
で
に
そ
こ
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
１３０
）

G
.
G
urvitch,

op.
cit.,

pp.
338-339.

（
１３１
）

A
.
D
arim

on,
E
xposition

m
ethodique,

op.
cit.

本
書
に
お
け
る
ダ
リ
モ
ン
の
本
論
の
構
成
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
Ⅰ

「
人
間
と
人
類
の
自
然
と
使
命
」
か
ら
説
き
お
こ
し
、
Ⅱ
「
人
間
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
」、
Ⅲ
「
法
の
概
念
の
分
析
と
発
展
」、
Ⅳ
「
人

間
の
根
源
的
・
自
然
的
権
利
」、
Ⅴ
「
所
有
の
権
利
」、
Ⅵ
「
社
会
、
そ
の
自
然
、
そ
の
起
源
、
そ
の
目
的
」
を
順
次
論
じ
た
う
え
で
、
全

十
二
章
の
後
半
を
、
Ⅶ
「
人
間
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
第
一
系
列
―
―
家
族
、
集
団
、
部
族
、
民
族
、
連
邦
、
人
類
―
―
」、
お
よ
び
、

同
「
第
二
系
列
」
の
諸
章
（
Ⅷ
〜
�
）
で
構
成
し
、
後
者
は
Ⅷ
「
一
般
的
考
察
」、
Ⅸ
「
一
、
国
家
」、
Ⅹ
「
二
、
教
会
、
三
、
道
徳
」、

�
「
四
、
科
学
と
教
育
」、
�
「
五
、
芸
術
、
六
、
産
業
、
七
、
商
業
」
に
区
分
し
て
詳
論
し
て
い
る
。

（
付
記
）

本
稿
は
平
成
二
八
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
研
究
課
題
「
生
の
自
律
と
相
互
性
―
―
１９
世
紀
ド
イ
ツ
自
然
法
論
の
社
会
関
係
論
的

展
開
―
―
」）
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
二
〇
一
七
年
五
月
二
十
八
日
脱
稿
）
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