
翻

訳

イ

・
ラ
ズ

毛
フ
ス
キ
ー

ち
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
グ
ル
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
哲
学
の
発
展
の

基
本
的
諸
傾
向
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま

た
同
様
に
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
社
会
的
・
経
済
的
側
面
も
、
そ
れ
を
経
済
学

お
よ
び
空
想
的
社
会
主
義
の
古
典
家
た
ち
と
対
比
す
る
ば
あ
い
に
は
じ
め
て

十
分
に
説
明
さ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
マ
ル
ク
ス
の
国
家
と
法
の
理
論
を
考
察
す
る

に
あ
た
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
以
前
の

「
法
哲
学
」
に
お
い
て
こ

の
理
論
の
基
本
―的
イ
デ
ー
が
と
げ
た
発
展
の
長
い
道
程
を
完
全
に
等
閑
に
付

す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
極
端
な
誤
謬
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
間

題
を
全
面
に
展
開
す
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
、
た
だ
若
干
の
マ
ル
タ
ス
の
哲

学
的
先
行
者
た
ち
を
取
り
扱
う
こ
と
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
て
、
カ
ン
ト
、

一
一
一一一

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

―
―

『
マ
ル
ク
メ
主
義
法
理
論
の
諸
問
題
』

（
一
九
二
五
年
）
第
四
章
―
―

大

江

泰

郎

訳

第
四
章
　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
を
さ
ぐ
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
周
知
の

こ
と
で
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
が
そ
こ
で
最
初
に
形
成
さ
れ
た

一
九

世
紀
四
〇
年
代
の
社
会
的

”
経
済
的
状
況
だ
け
か
ら
、
出
発
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
準
備
が
そ
こ
で
お
し
す
す
め
ら
れ
た
、
マ
ル
ク
ス
に
先
行
す
る
哲
学

者
、経
済
学
者
、歴
史
学
者
た
ち
の
豊
か
な
理
論

‐
的
遺
産
に
も
眼
を
む
け
る
。

弁
証
法
的
唯
物
論
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
唯
物
論
者
た

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学
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フ
ィ
ヒ
テ
、
そ
し
て
主
と
し
て
は
ヘ
ー
グ
ル
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
グ
ル
哲
学
に
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
哲
学
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
発
展
の
最
高
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
哲
学
の
い
っ
さ
い

の
内
的
矛
盾
は
ヘ
ー
グ
ル
的
方
法
と
へ
１
グ
ル
的
体
系
と
の
闘
争
に
お
い
て

明
瞭
な
形
姿
を
う
け
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
哲
学

‐的
な
視
野
の
客
観
的
＝
歴
史

‐的
な
狭
院
さ
が
あ
り
、
他
方
に
は
そ
れ
と
同
時

に
そ
の
「
相
対
的
真
理
」
、
す
な
わ
ち
社
会

‐的
諸
現
象
の
現
実
的
把
握
、本
質

上
唯
物
論
的
な
思
惟
の
あ
ら
ゆ
る
蓄
積
さ
れ
た
要
素
が
共
存
し
て
い
る
と
い

っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。プ
ロ
ン
タ
リ
ア
ー
ト
は
の
ち
に
こ
の
後
者
を
、ド
イ
ツ

古
興
哲
学
か
ら
遺
産
と
し
て
受
け
継
い
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
上
述
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
哲
学
の
諸
矛
盾
の
究
極
的
な
説
明
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
つ
れ
て
ま
す

ま
す
顕
現
化
し
て
く
る
社
会
的
諸
矛
盾
の
中
に
も
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
は
、
す
で
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

河
郷

錦

赫
〆

酬

勁
饒

対

夢

学 「
踊

城

麒

聾

燭

維

識
一
般
と
り
わ
け
社
会
的
認
識
に
適
用
さ
れ
て
発
展
し
、
ま
た
そ
の
諸
概
念

の
弁
証
法
に
お
い
て
具
体
的

・
歴
史
的
存
在
の
弁
証
法
を
反
映
す
る
方
法
と

し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

方
法
の
す
べ
て
の
側
面
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
ア
ス
ペ
ク
ト

に
お
い
て
の
み
―
―
先
行
の
哲
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
こ
の
方
法
の

個
々
の
契
機
の
発
展
の
長
い
矛
盾
に
み
ち
た
道
程
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
―
卜
可
能
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
の
諸
範
疇
、
諸
関
係
、
「
諸

原
理
」
は
、
そ
れ
ら
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
あ
れ
こ
れ
の
関
連
的
な
意

一
一
四

義
を
保
持
す
る
か
ぎ
り
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
の
照
明
の
中
で
、
ま
た

鷲
獅
』
囃
箪
亀
姉
卸
鋤
倖
¨

一 け
」
に
は
胸
笏
畷
¨
静
鰤
脚
『
岬
嘲
２
、
な
」

さ
れ
る
。
だ
が
方
法
そ
の
も
の
は
―
―
先
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
―

マ

ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
は
、
な
に
か
外
的
な
、
具
体
的
現
実
に
た
い
し
て
外

か
ら
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
手
に
す
る
の
は
、
か
の

「
諸
原
理
」
の
教
義
学
的

＝

演
繹
的
適
用
で
あ
り
、
ま
た
先
行
す
る
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
型
に
即
し
た
構

成
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、

こ
の
方
法
は
諸
概
念
の
弁
証
法
的
発
展
の
う
ち
に
現
実
的
な
社
会
的

”
歴
史

的
発
展
を
反
映
す
る
。
そ、
れ、
ゆ、
え、
、
マ、
ル、
ク、
ス、
主、
義、
い
方、
法、
の、
諦
郎

‐的、
諸、
魯

廠
は、
訃
時、
に、
、
具、
術
船

‐‐、
歴、
史、
的、
存、
在、
を、
も、
ぃ
ま、
ハ
十、
か
に、
発
展、
ぃ
て、
は、
い

な、
ぃ
膝
史、
ぃ
全、
外
の、
一
面、
‐的、
な、
静
静
係、
と、
し、
て、
ぃ
ぃ
籐
分
の、
で、
あ、
る、
も

い
わ
ゆ
る

「
法
哲
学
」
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
一
般
の
き
わ
め
て
特
徴
的

で
は
あ
る
が
と
る
に
足
り
な
い
ほ
ど
の
部
分
を
な
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ァ

哲
学
一
般
と
い
う
領
域
の
中
で
こ
の

「
法
哲
学
」
の
歴
史
的
お
よ
び
論
理
的

境
界
を
確
定
す
る
こ
と
が
な
お
の
こ
と
困
難
で
あ
る
の
は
、
法
哲
学
が
し
ば

し
ば
三
位
一
体
的
な
哲
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
本
的
な
一
部
分
、
つ
ま
り

倫
理
学
の
領
分
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
倫
理
学
そ

の
も
の
が
法
哲
学
に
た
い
し
て
歴
史
的
準
備
の
役
割
を
果
す
か
ぎ
り
で
は
、

法
哲
学
は
こ
の
倫
理
学
と
い
っ
そ
う
大
き
な
範
囲
で
重
な
り
合
う
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
に
お
け
る
法
哲
学
の

歴
史
的

・
論
理
的
位
置
は
、
法
哲
学
と
同
じ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー



全
体
の
い
ま
一
つ
の
よ
り
後
期
の
環
、
つ
ま
り
古
典
雅
経‥
汗
学
と
の
紺
互
関

係
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、よ
り
正
確
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。ふ
つ
う
に

確
認
し
う
る
の
は
、
法
哲
学
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
過
程

の
中
で
は
、
資
本
主
義
の
よ
り
早
期
の
諸
段
階
に
お
い
て
は
古
典
派
経
済
学

に
先
行
す
る
が
（イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
）
、
資
本
主
義
的
に
よ
り
後
進

的
な
諸
国
盆

九
世
紀
は
じ
め
の
ド
イ
ツ
）
に
お
い
て
は
経
済
理
論
の
は
る
か

遠
方
か
ら
の
哲
学
的
こ
だ
ま
と
し
て
そ
れ
に
随
伴
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た

〔法
哲
学
の
〕
移
行
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
あ
る
。

経
済
学
は
す
で
に
成
立
し
て
い
る
資
本
主
義
的
生
産
の
社
会
体
制
の
研
究
を

い
ち
は
や
く
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
法
哲
学
の
ほ
う
は
こ
の
社
会
体

制
を
た
だ
観
念
的
な

「
当
為
」
、　
い
ま
だ
半
封
建
的
な
現
実
の
な
か
に
や
っ

と
生
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
思
念
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

「自

由
」
、
「平
等
」
、
「正
義
」
と
い
っ
た
哲
学
的
諸
原
理
は
や
が
て
、
資
本
主
義

的
所
有
と
結
び
つ
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
分
配
と
交
換
の
経
済
学
的
諸
範
疇

―
―
よ
り
現
実
的
か
つ
具
体
的
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
生
産
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ

的
諸
関
係
に
物
神
崇
拝
的
、
物
象
的
な
刻
印
を
お
す
諸
範
疇
―
―
に
そ
の
歴

史
的
具
現
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
爾
後
の
社
会
発
展
お
よ
び
プ
ロ
ン
タ

リ
ア
ー
ト
の
諸
要
求
と
の
闘
争
の
た
め
の

〔資
本
家
階
級
に
よ
る
〕
経
済
学

的
諸
概
念
の
利
用
と
関
連

＊し
て
、
こ
の
神
秘
化
は
俗
流
経
済
学
に
弁
護
さ
れ

て
ま
す
ま
す
増
大
し
て
ゆ
く
。

丼
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
こ
で
は
、
法
哲
学
が
そ
の
後
も
保
存
さ

れ
、
現
代
の
法
律
学
文
献
に
お
い
て
は

「再
生
」
し
さ
え
す
る
と
い
う

こ
と
の
歴
史
的
諸
原
因
に
諭
及
す
る
い
と
ま
は
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

こ
の．
よ
う
に
決
哲
学
的
な
諸
範
疇
は
、．
古
典．派
維
持
学
の
諸
範
疇
の
発
展

の
よ
り
早
期
の
段
階
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
ら
の
経
済
的
後
進
諸
国
の
社
会
的

意
識
へ
の
屈
折
を
な
す
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
イ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
的
に
こ
れ
ら
の

経
済
学
的
諸
範
疇
を
準
備
し
、
そ
の
先
が
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
法
哲
学
は

先
に

〔第

一
章
の
１
〕
引
用
し
た
エ
ン
グ
ル
ス
‐の
表
現
に
よ
れ
ば
、

〔経
済

学
に
比
し
て
〕

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
み
れ
る
と
こ
ろ
が
は
る
か
に
多
い
」

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同、
じ、
資
本、
主、
義、
的、
発、
卜
と
そ
の
諸
矛
盾
の
反、

十映、
と
し

て
ヽ
と、
い
か
て、も、
よ、
―り、早、期、
‐の、野
階、に、
お、け、る、
そ、
れ、ら、
の、反、映、と
し
て
、
あ

ら
わ
れ
る
。
だ
か
ら
法
哲
学
の
諸
範
疇
に
含
ま
れ
て
い
る

「相
対
的
真
理
」

の
諸
要
素
は
、
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
の
価
値
お
よ
び
剰
余
価
値
の
諸
理
論

に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
。
だ
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
ゃ
は
り
、

こ
こ
に
も
こ
れ
ら
の

〔「相
対
的
真
理
」
の
〕
客
観
的
諸
契
機
が
―
―
他
の

諸
国
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
す
で
に
経
済
学
の
諸
範
疇
の
中
に
現
れ

‐
出
て
い
る

と
す
れ
ば
と
り
わ
け
―
―
、
歴
史
的
発
展
の
不
可
避
的
に
生
起
し
つ
つ
あ
る

一
般
的
諸
傾
向
の
反
映
と
し
て
か
な
ら
ず
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
法
哲
学

の
諸
概
念
は
、ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
階
級
的
志
向
お
よ
び
利
益
だ
け
で
な
く
、

資
本
主
義
的
生
産
の
運
動
そ
の
も
の
、
そ
の
性
格
上
の
独
自
性
、
こ
の
生
産

の
運
動
に
よ
る
封
建
制
の
破
壊
過
程
を
も
抽
象
的
な
形
態
に
お
い
て
反
映
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
法
哲
学
の
個
々
の
範
疇
も
ま
た
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
法
把
握
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
ブ
ル
ジ

ョ
ア
‐的
な
社
会
的
全
体
の
一
面
的
諸
関
係
と
し
て
、
相
対
的
な
歴
史
的
意
義

を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て

一
一
五
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の
覚
醒
し
つ
つ
あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
法
哲
学
は
か
な
り
興
味
ぶ
か
い
も
の
で
あ

る
。ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
っ
て
は
、社
会
諸
関
係
を

よ
り
醒
め
た
眼
で
、
経
済
学
的
な
眼
鏡
を
通
し
て
う
け
と
め
る
時
期
は
、
こ

れ
よ
り
や
や
の
ち
に
、
産
業
資
本
主
義
の
成
長
と
と
も
に
到
来
す
る
。
ド
イ

ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
さ
し
あ
た
り
、
他
の
諸
国
民
が
具
体
的
現
実
に
お
い
て

す
で
に
手
に
し
て
い
る
も
の
を
、
哲
学
の
中
で
夢
想
す
る
こ
と
で
満
足
し
て

い
た
。
そ
し
て
社
会
発
展
の
段
階
に
応
じ
て
、′
こ
の
よ
う
な
多
か
れ
少
な
か

れ
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
い
し
は
教
義
合
理
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
が

ド
イ
ツ
の
観
念
論
的
法
哲
学

（カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
グ
ル
の
そ
れ
）

で
あ
り
、
こ
の
法
哲
学
は
当
時
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
哲
学
的
お
よ
び
法
理
論

的
発
展
に
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
資
本
主
義
的
現
実
そ
の
も
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず

不
可
避
的
に
、
上
述
の
哲
学
者
た
ち
の
も
と
で
の

「
自
由
な
意
思
」
と
い
う

抽
象

‐的
な
概
念
―
―
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
全
体
の
こ
の
軸
心
―
―
の
発
展
を
も

た

，ら
し
、
こ
の
概
念
は
彼
ら
の
も
と
で
も
っ
と
も
完
全
な
表
現
を
え
た
。し
か

し
同
じ
社
会

‐的

”
歴
史
的
現
実
が
ま
た
、
こ
の
概
念
の
批
判
を
も
も
た
ら
し

た
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
批
判
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開

始
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
法
哲
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
胎
内
で
開
始
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
す
で
に
十
分
明
瞭
に
―
―
外
見
の
観
念

論

・
的
用
語
法
は
と
も
あ
れ
―
―
社
会
諸
関
係
、

「市
民
社
会
」
、
端
的
に
い

え
ば
経
済
的
必
然
性
の

「自
由
な
意
思
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
物
質
的

土
台
と
し
て
の
役
割
が
押
し
出
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
と

に

一
連

，の
宙
典
的
「自
然
法
」
学
派
の
代
表
者
掟
ち

‐は
、
法
と

「
社
会
状
態
」

一
一
六

―
―
そ
れ
に
先
行
す
る

「
自
然
」
状
態
と
は
異
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
―
―

と
の
関
連
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
き
て
こ
の

イ
デ
ー
は
す
で
に
い
っ
そ
う
具
体
的
な
輪
郭
を
と
っ
て
ぐ
る
。
同
様
に
ブ
ル

ジ

ョ
ア
革
命
の
雷
鳴
は
さ
ら
に
観
念
論

‐的
法
哲
学
を
う
な
が
し
て
国
家
と
立

法
の
歴
史
的
役
割
と
い
う

‐問
題
を
提
起
さ
せ
、
こ
う
し
て
の
ち
の
マ
ル
ク
ス

と
エ
ン
グ
ル
ス
に
よ
る
唯
物
論
的
な
問
題
解
決
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
道
標

が
う
ち
た
て
ら
れ
て
ゆ
く
。

カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
法
哲
学
が
最
初
期
の
マ
ル
ク
ス
に
及
ぼ
し
た

影
響
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
‐自
身
の
評
価
は
、
偶
然
に
保
存
さ
れ
て
い
た
彼

〔り
大
学
時
代
の
一
八
三
七
年

一
一
月

一
〇
日
付
父
あ
て
の
手
紙

に
見

ら

れ

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
法
哲
学
を
ヘ
ー
グ
ル
の
法

哲
学
と
対
比
す
る
た
め
に
は
、
簡
単
に
こ
れ
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

カ
ン
ト
は
そ
の

『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
自
然
法
学
派
の
い
く

つ
か
の
命
題
と
自
分
自
身
の
理
論
哲
学
の
結
論
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て

い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
人
倫
性
と
い
う
標
識
は
現
実
の
認
識
を
と
お
し
て

つ
く
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
認
識
そ
の
も
の
は
理
性
の
諸
法
則

に
照
応
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
の
本
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の

現
実
認
識
の
性
格
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
徳

的
意
識
は
外
界
か
ら
は
独
立
し
て
お
り
、
そ
れ
自
身
の
法
則
に
し
た
が
っ
て

発
展
す
る
。
当
為
、
道
徳
的
諸
規
範
の
総
体
は
、
人
間
の
内
面
的
世
界
の
所

産
で
あ
り
、
自
然
界
に
現
実
に
座
を
占
め
て
い
る
存
在
に
は
依
存
し
て
い
な

い
。
カ
ン
ト
は
そ
の
倫
理
学
の
基
礎
に

「
意
思
の
自

・
律
性

・」、　
―
―
今
日
で



は
す
で
に
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ぁ
る
が
―
―
一
八
世
紀
の

個
人
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
気
分
を
表
現
す
る
こ
の
概
念
を
据
え
て
い

る
。
人
間
は
他
の
も
の
の
手
段
で
は
な
く
、自
分
自
身
を
目
的
と
す
る
、―
―

こ
れ
が
カ
ン
ト
が
こ
の
基
本
的
な
法
的
概
念
に
こ
め
た
意
味

で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
づ

け
に
役
立
っ
た
、
自
然
法
学
派
の
い
っ
そ
う
初
期
の
諸
見
解
を
み
れ
ば
い
た

る
と
こ
ろ
で
、

「人
格
の
自
由
」
、
「人
権
」
、
「道
徳
的
意
思
」
等
と
い
っ
た

″
軒
鯛
は
日
“

ツ ヵ、
』
貯
鮭
『
″
牌
胸
厳
潮
は
嗽
卸
御
一
ヵ
ン
ト
は

「
フ
ラ
ン

し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、

た̈
の
理
論
は
ま
っ
た
く

「ド
イ
ツ

的
な
」
独
自
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
ギ

・
ィ
ツ
の
経
済
的
後
進
性
と
こ

れ
に
照
応
す
る
、
一
八
世
紀
末
に
な
っ
て
革
命
的
に
高
揚
し
た
ド
ィ
ツ
以
外

の
全
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
世
界
に
た
い
す
る
ド
ィ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
立
ち
遅

鵜

靴
囃

訂

罰

中
山

了

嘲

鶴

中

．舗

ク

ス
）
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
極
端
さ
」
も
ま
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

を
穏
健
な
気
分
へ
と
押
し
や
り
、
彼
ら
に
半
封
建
的
な
君
主
制
と
い
う
中
途

半
端
さ
と
お
ず
お
ず
と
和
解
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
こ
う
い
う
わ

け
で
カ
ン
ト
は
、

「
こ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
ジ
ー
の
利
害
の
理
論
的
表
現
を
利
害

そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
た
ち
の
物
質
的
に
条

件、
づ、
け、
ら、
れ、
た、
意、
思、
の、
方、
向、
〔
目
Ｐ●
●

，
国
自
ｏ口
Ｎ
ｅ

を

『自、
由、
な、
意
思
』
、

す
な
わ
ち
人
間
的
な
意
思
と
し
て
の
意
思
そ
の
も
の
の
純
粋
な
自
己
規
定
ヘ

と
転
化
さ
せ
、
こ
う
し
て
こ
の
意
思
を
純
粋
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
概
念
と

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

道
徳
の要
請
に
仕
立
て
あ
ぃ
が
」
で
の
あ
る
。
「ヵ
ント
は
、
た
と
え
て
そ

れ
が
な
ん
の
成
果
も
あ
げ
な
い
ま
ま
の
場
合
で
さ
え
、
こ
の
純
粋
な

『
善
き

は
制
汁
は
織
い
い
に
婁
¨
鰤
碑
【
健
題
鍵
瑚
ば
”
醸
醐
デ
算
御
締
躙
れ
鰍
Ⅷ

以
前
の
自
然
法
学
派
が
し
た
ご
と
く
人
間
の

「自
然
的
な
」

理
性

か
ら
出

発
す
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
概
念
か
ら
出
発
し
て
い

る
。
彼
が
経
験
的
な

「
占
有
」
に
対
置
し
た
の
は
「叡
智
的
な

〔〓
一色
【いＬ
‥

ざ
Φ
【〕」

占
有
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は

「
一
切
の
法
命
題
は
ア

・
プ
リ
オ

リ
な
命
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

一
切
の
法
命
題
は
理
性
の
命
令

（Ｐ
Ｒ
Ｔ

日
〓
”
８
一いｏ
２
３
　
で
あ
る
か
ら
」
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、

私

‐的
所
有
も
ま
た
同
様
に
ア
・
プ
リ
オ
■
に
理
性
的
な
概
念
と
な

っ

て
い

る
。

＊
つ
い
で
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
カ
ン
ト
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
プ
ル
ジ

ョ
ア
哲
学
の
ま
っ
た
く
逆
方
向
か
ら
の
企

‐図
に
た
い
す
る

一
定
の
心
理

的
反
動
で
あ
ろ
う
か
、
若
干
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
を

完
全
に

「
帝
位
か
ら
追
い
落
す
」
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
こ
う
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
観
点
を
ま
っ
た
く
受
け

い
れ
が
た
い
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
は
彼
を

生
み
拙
し
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
の
産
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
哲ヽ
学ヽ

お
よ
び
法
哲
学
の
発
展
の
ど
う
し
て
も
必
要
で
き
わ
め
て
重
要
な
段
階

を
な
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

＊
＊

マ
ル
ク
ス
エ
ン
グ
ル
ス
、

『聖
マ
ッ
ク
ス
』

〔ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
』
第

一
巻
第
二
章
、
邦
訳
全
集
、
第
三
巻
、　
一
八
八
、
一
九
〇
、

一
一
七



法
経
研
究
二
九
巻
三

・
四
号

（
一
九
八

一
年
）

一
八
八
ペ
ー
ジ
〕
、
傍
点
は
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
。

＊
＊
＊
因
ド
●
一お
”
ｏ
ｏ，
けの中ＯＦ
ヽ
Φ
も　
２
ざ
・
ｏ
・
〔Ｈ
。国
ド
●
い
　ヽ
い
いヽ
Ｓヽ
ゝ
だ
空ヽ
ぶ

ヽ
§
ヽ
∽
や
ヽヽ
ヽ
”
∽
無
員
諄
【いｏＦ
Ｏ
　
引
「０
『奸
ｏ
・　
出
軍
ｏ”
・く
Ｏ
ｐ
］【
」く
Ｏ
Ｈ【μ
い
●
０
『
ヽ

口
０
・
日
ヽ
∽
・
図
・
吉
澤
博
二
郎

・
尾
田
幸
雄
訳

『
人
倫
の
形
而
上

学
』

（カ
ン
ト
全
集
「
第

一
一
巻
、
理
想
社
、

一
九
六
九
年
）
八
二
ペ

ー
ジ
、
た
だ
し
訳
文
は
必
要
に
応
じ
て
変
更
し
た
。〕

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
立
的
で
理
性
的
な
意
思
は
、
自
分
で
自
ら
の
基
本

的
な
道
徳
法
則
、
す
な
わ
ち

「
定
言
的
命
法

〔椰
Ｐけ①”
ｏ
■
８
冒
Ｒ

Ｈヨ
リ
ｏ
‐

■詳

６̈
・」
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
り
、
こ
の

「
定
言
的
命
法
」
は
自
分
自
身

の
放
恣
の
限
界
を
定
め
、
他
の
諸
個
人
の
諸
権
利

（「自
由
し

を

‐
認
め
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
的
交
通
の
基
礎
を
据
え
る
。カ
ン
ト
は
、
ル
ソ
ー

と
は
逆
に
、
「人
間
は
本
性
上
悪
で
あ
り
」
、
多
く
の
自
然
法
論
者
の
説
い
て

き
た
原
始
人
の
い
わ
ゆ
る

「道
徳
的
自
然
状
態
」

は

「
無
法
則

な
外
的
な

（粗
野
な
）
自
由
」
の
状
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
な
し
、
人
間
た

鴫

施

師

嘲
肥

肥

欲

駒

帥

嚇

型

絆

罫

鵡

灘
響

は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は

「
理
性
の
法
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は

「相
互
的
強
制
」
と
各
人
の

「
自
由
」
と
が
結
合
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
理
性
的
な
個
人
自
身
が
自
己
抑
制
的
な
法
源
と
し
て
現
わ
れ
る

の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
法
の
基
礎
に
な
に
よ
り
も
ま
ず
私
法
が
置
か
れ
る
の
は

黎
鐸
罫
誠
轟
騨
恣
詢哺
証醜
以靭
鞣

家
に
よ
る
そ
れ
の
保
護
に
よ
つ
て
も
ま
た
、
強
制
駒
な
性
格
を
う
け
と
る
。

一
一
八

は
“

「 し
は
伸
律
雌
陣
″
『
岬
畔
硼
圃
権
硼
稀
”
醐
哺
は
売
れ
ｒ
脚
霧
い
け
い

な
く
、

「
法
的
状
態
」
か
ら
派
生
し
て
く
る
法
的
な
構
築
物
を
見
る
の
で
あ

る
。
革
命
家
ル
ソ
ー
に
あ
っ
て
は
こ
う
し
た
状
態
は
自
由
な

「
社
会
」
契
約

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
始
源

的
に
必
要
と
さ
れ
る

「意
思
の
一
致
」
、
理
論
的
に
想
定
さ
れ
る
契
約
は
、

ま
っ
た
く
抽
象
的
で
理
性
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
流
出
し

て
く

る
理
念
、

「
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
理
性
に
出
来
す
る
統
合
さ
れ
た
人
民
意
思
」
な
る
も
の

に
変
じ
て
い
輸
¨

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
の
完
成
さ
れ
た
、
理
．性
か
ら
派
生
し
て
く
る
法
的

体
制
を
描
写
す
る
さ
い
に
、
し
ば
し
ば
横
道
に
そ
れ
て
、
当
時
の
制
度
の
弁

護
を
や
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、
現
存
の
国
家
権
力
は
至
高
の

権
力
で
あ
‐り
、
そ
の
適
法
性
に
疑
義
を
は
さ
む
こ
と
は
犯
罪
な
の
で
あ
る
。

〔喝
轟動融綺
嗣
託
鑓
霊
称
誡
“赫電
』野
は数繰

が

〔
一
個
の
事
実
と
し
て
権
力
に
〕
先
行
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ま
た

は
じ
め
に
権
力
が
出
現
し
、し
か
る
の
ち
に
法
律
が
定
め
ら
れ
た
の
か
―
―
、

纂晦
贔
寧
輻̈
轟囃
釉
恣
宰
懸

野蝠

炒

縣

豪

巽

霙
舞

胸

解
さ
せ
よ
う

・とい
う
無
益
な
試
み
を
重
ね
る
う
ち
に
し
ば
し
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ



歴

製

鰊

肺

爆

蝙

理
蜆

襲

鴎

需

綱

諄

認

脚

属
す
る
地
位
に
置
き
さ
え
も
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
当
為
が
存
在

か
ら
展
開
さ
れ
て
は
こ
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
で
の
こ
の
基
本
的
矛
盾
の
た
め

に
―
―
つ
ね
に
理
性

‐的
な
も
の
、
当
為
が
前
面
に
押
し
出

さ
れ
、
抽
象
的

な
道
徳
論
が
横
行
す
る
こ
と
と
関
連
し
て
―
―
、
カ
ン
ト
は
、
そ
の
法
論
に

諭
い
な
け
螂
融
剛
》
舞

義、の
学、方
的、法
形、で
式、は
主、な
訳

の、、
指
融
印
蒔
脚
瑚
醐
“
【
獅
燎
帥

な
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
法
の

「
体
系
」
構
築
の
シ
ェ
ー
マ
に
お

い
て
は
、
体
系
の
個
々
の
部
分
は
、
弁
証
法
的
運
関
を
も
っ
た
も
の
、
発
生

史
的
展
開
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
引
き
裂
か
れ
ば
ら
ば
ら
に
分

散
し
た
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

フ
ィ
ヒ
テ
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
彼
は
そ
の
初
期
の
法
に
か
ん
す
る
作
品
に

お
い
て
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
も
っ
と
も
急
進

‐的
な

観
点
を
も
っ
て
お
り
、

「
自
然
法
と
国
法
は
ま
っ
た
く
別
の
方
向
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
考
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
権

利

を

「
譲
渡
し
う
る
権
利
」
と

「
譲
渡
し
え
な
い
権
利
」
と
に
分
か
ち
、
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
思
想
の
自
由
を
譲
渡
し
え
な
い
権
利
と
認

め
て
い
た
。

＊

『
思
想
の
自
由
の
返
環
請
求
』

〔
一
七
九
二
年
〕
、

『
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
か
ん
す
る
公
衆
の
判
断
を
正
す
文
』

〔
一
七
九
二
年
〕
。　
　
′

逆
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
正
当
性
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、ゎ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
経
験
が
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
旧

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

時
代
の
法
秩
序
の
観
点
か
ら
、
こ
の
正
統
性
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
る
。
国
家
体
制
は
、
も
し
そ
れ
が

「
契
約
」
の
理
念
に
も
と
づ
い
て

い
な
い
の
な
ら
ば
、
正
当
で
は
な
い
。
国
家
体
制
を
変
更
し
な
い
と
い
う
契

約
は
あ
り
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
変
更
す
る
権
利
、
革
命
権
は
譲

渡
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
初
期
の
諸
著
作
に
お
い
て
、

ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
個
人
と

「所
有
権
の
源
泉
」
と
し
て
の
そ
の
労
働
、
公
民
つ

ま
り
社
会
の
成
員
の
諸
権
利
を
封
建
的
国
家
に
対
抗
し
て
前
面
に
押
し
出
し

て
い
る
。
彼
は
後
期
に
は
、
お
そ
‐ら
く
は
バ
ブ
ー
フ
主
義
の
影
響
を
受
け
て

す
で
に
「
社
会
主
．義
的
な
」
理
想
へ
と
接
近
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、

あ
ら
ゆ
る
政
府
の
目
的
を

「
い
か
な
る
政
府
を
も
無
用
に
し
て
し
ま
う
」
こ

と
に
も
と
め
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
理
論
的
に
は
、
そ
の
主
観
的
観
念
論
の
哲
学
の
基
礎
か
ら

出
発
し
て
い
る
。

「
ひ
と
り
神
の
み
が
存
在
す
る
。
神
の
ほ
か
に
存
在
す
る

の
は
神
の
顕
現
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
顕
現
に
お
け
る

一
つ
の
真
に
実
在
的
な

も
の
は
そ
の
絶
体
的
形
式
に
お
け
る
自
由
で
あ
る
…
…
」
と
い
う
ゎヽ
けヽ
でヽ
あヽ

る
。
自
由
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
実
在
的
世
界
に
お
け
る
思
想
の
因

果
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
理
性
的
な
も
の
、
し

た

が
っ
て
ま
た
自

律
的
な

「
自
我
」

は
自
分
自
身
で
自
分
に
行
為
の
法
則
を
あ
た
え
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
行
為
は
自
分
自
身
の
意
欲
に
従
う
こ
と
で
ぁ
っ
て
、
こ
の
点

れ
こ 形、
に 式、

い
す 自、
で 由、
い
師
け
』
ｒ
に
向
型
麒
剌
菊
レ〆
竿
叡
静
「
い
師

に 由、
続
い
制
伊

目
的
性
と
が
あ
る
。
完
全
な
自
由
は
、
無
限
の
未
来
に
お
い
て
も
、
す
な
わ

ち
自
ら
の
諸
々
の
部
分
的
な
意
欲
の
無
限
の
追
求
と
合
目
的
な
充
足
に
お
い

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
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て
も
け
っ
し
て
手
を
触
れ
え
な
い
絶
対
者
と
し
て
だ
け
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
フ
ィ
ヒ
テ
は
は
や
く
も
、
権
利
は

「
自
由
」
の
み
な

ら
ず
、
こ
の

「
自
由
」
の
限
界
に
も
存
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
彼
は

諸
身
分
の
闘
争
を
は
ら
ん
だ
当
時
の
社
会
に
お
け
る
不
平
等
を
、
自
然
的
な

そ
れ
も
、
ま
た
法
的
な
そ
れ
を
も
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
理
性
的

で
自
由
な

「
自
我
」
た
ち
の
あ
い
だ
に
生
じ
う
る

「
内
的
自
由
の
関
係
」
、

道
徳
と
い
わ
ゆ
る

「
外
的
自
由
の
関
係
」
な
い
し
は
法
と
を
区
別
す
る
。
彼

は
、
カ
ン
ト
の
思
想
を
さ
ら
に
推
し
す
す
め
て
、法
を
、
コ
仰
互
的
な
強
制
」

の
必
要
性
を
生
み
だ
す
理
性
的
道
徳
的
な
意
識
か
ら
導
き
だ
す
だ
け
で
な
く

必
然
的
な
た
が
い
に
自
由
を
制
約
し
あ
う
人
間
の
関
係
―
―

す

な
わ
ち
こ

の
理
性
的
な
法
的
自
由
の
意
識
を

‐呼
び
起
こ
し
育
て
る
関
係
―
―
か
ら
も
こ

れ
を
導
き
だ
し
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
後
期
の
諸
著
作
に
し
た
が
え
ば
、
自

由
の
概
念
は

「自
我
」
の
申
で
、
他
の
理
性
的
で
自
由
な

「自
我
」
と
の
相

互
関
係
を
通
し
て
呼
び
起
こ
し
、
は
ぐ
く
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン

ト
が
低
い
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
た

「
外
的
自
由
」
は
、
内
的
な
自
由
の
発
展

に
と
っ
て
必
要
な
条
件
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
相
互
的
制
約
お
よ
び
相
互
的

強
制
と
結
び
つ
い
た
主
体
間
の
法
的
関
係
は
、

「
内
的
自
由
」
の
関
係
、
道

輛
的ヽ
関ヽ
係ヽ
い
らヽ
生ヽ
じヽ
るヽ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
道
徳
的
な
関
係
と
概
念
の
い

っ
そ
う
の
発
展
の
条
件
と
な
る
。

＊

『自
然
法
の
基
礎
』

〔
一
七
九
六
年
〕
、

『
封
鎖
商
業
国
家
』

〔
一

八
〇
〇
年
〕
、

『
法
学
体
系
』

〔
一
八

一
二
年
〕
。

し
た
が
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
強
制
は
、
権
利
の
保
護
と
み
な
さ
れ

る
よ
り
も
、む
し
ろ
主
体
の
物
、財
産
に
た
い
す
る
権
利
が
そ
こ
で
終
る
境
界

，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
強
制
の
教
育

‐的
作
用
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ

て
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
ま
た
か
な
り
の
程

度
、
倫
理
的

・
自
然
法
的
国
家
論
の
観
点
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
国
家

は
、
彼
に
よ
っ
て
は
、　
一
定
の
時
代
に
お
け
る
社
会
的
な
行
為
の
凝
縮
物
、

一
定
の
歴
史
段
階
に
お
け
る
相
互
制
約
的
な
諸
個
人
の
必
然
的
な
、
も
っ
と

も
合
理
的
な
共
同
生
活
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
彼
が
国
家
に
見
て

い
る
も
の
は
も
は
や
永
久
の
社
会
的
共

‐同
生
活
形
態
で
は
な
く
、
い
っ
そ
う

完
全
な
状
態
に
至
る
道
筋
に
お
け
る
歴
史
的
な
手
段
な
の
で
あ
る
。国
家
は
、

「
所
有
者
た
ち
の
組
織
体
」
で
あ
り
彼
ら
の
「
契
約
」
に
も
と
づ
い
た
も
の
で

あ
り
つ
つ
、
全
権
力
を
集
申
し
、
単

一
の
国
家
有
機
体
の
諸
部
分
を
構
成
す

る
そ
の
公
民
た
ち
の
権
利
と
義
務
と
を
定
め
て
い
る
。
国
家
権
力
は
、
諸
身

分
の
あ
い
だ
の
平
衡
を
確
立
し

「
す
べ
て
の
公
民
の
権
利
を
完
全
に
平
等
に

す
る
」
た
め
に
、
経
済
生
活
、
と
り
わ
け
分
配
の
諸
形
態
に
積
極
的
に
働
き

か
け
、
す
べ
て
の
公
民
に
財
産
を
分
与
す
る
。
と
い
う
の
は
、
各
々
の
公
民

は
所
有
の
権
利
と
所
有
の
義
務
さ
え
を
も
有
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
々
の
主
体
の

「
所
有
」
は
、
特
権
で
は
な
く
な
り
、

甥

だ ヵヽ
”

‐ら こ
］
紳
¨
鱗

は
蒙
罐

距

‰

卸
俯

誂

宥
論

場

は
、
い
っ
そ
う
完
全
な

「
理
性
の
王
国
」

（く
Ｒ
●
●
●
露
零

ｏ̈じ

へ
の
道
程

に
お
け
る
必
要
な
教
育
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

「
理
性
の
王

‐国
」
は
フ
ィ

ヒ
テ
に
よ
っ
て
、
も
は
や
法
も
国
家
的
強
制
も
必
要
と
は
し
な
い
完
全
に

‐自

由
で
理
性
的
な
人
々
の
共
同
体
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
自
然
的
本
性
を
制
限
す
る
法
的
法
則
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
ら
て



は
、
自
然
界
の
諸
法
則
と
同
様
に
自
ら
の
圏
成
で
作
用
す
る
強
制
力
を
も
っ

た
法
則
で
あ
る
。
未
来
の
「理
性
の
王
国
」
に
お
い
て
は
、
法
は
そ
の
強
制
的

な
性
格
か
ら
解
き
は
な
た
れ
て
、
道
徳
と

一
つ
に
な
っ
て

「
自
由
の
法
則
」

へ
と
融
合
す
る
。
強
制
が
必
要
な
あ
い
だ
は
、
国
家
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

だ
が
理
瞥
の
王
国
で
は
、
社
会
的
強
制
は
も
は
や
そ
れ
と
気
付
く
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
、
政

治
的

“
法
的
諸
制
度
は
強
制
的

“
教
育
的
性
格
を
お
び
た
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
世
界
史
の
目
的
は
社
会
的
教
育
、
人
類
を
よ
り
完
全
な
状
態
へ
と
漸
進

‐的
に
教
育
し
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

＊
す
で
に
本
書
が
印
刷
に
回
さ
れ
て
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
法
哲
学
上
の

見
解
に
か
ん
す
る
、
同
志
Ａ

ｏ
Ｍ

・
デ
ボ
ー
リ
ン
の
精
細
な
論
文
が
現

わ
れ
た

（
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
下
に
』
、　
一
九
二
四
―
二
五
年
参

照
）
。

カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
要
な
法
哲
学
的
イ
デ
ー
を
こ
の
よ
う
に
ご

く

一
般
的
か
つ
要
約
的
に
検
討
し
た
だ
け
で
も
す
で
に
、
そ
の
う
ち
の
個
々

の
イ
デ
ー
は
、
そ
の
後
の
マ
ル
ク
ス
の
法
理
論
の
発
展
行
程
に

一
系
列
の
要

素
を
準
備
し
た
も
の
と
し
て
、
と
く
に
目
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
な
に

，よ
り

も
ま
ず
、
法
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
特
有
な
外
的
特
質
、
上
述
の
哲
学
者
た
ち

の
も
と
に
表
出
さ
れ
て
い
た
、

「自
由
な
意
思
」
と
し
て
の
法
の
明
確
な
特

徴
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ

‐は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
外
見
上
の
制
限
さ
れ
て

い
な
い
自
由
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
自
ら
を

「
書
き
意
思
」
と
し
て
内

面
的
に
制
限
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
な
意
思
で
あ
っ
た
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
き
わ
め
て
繊
細
に
二
つ
の
も
の
、
す

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

な
わ
ち

「
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
の
物
質
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
意
思
」

つ
ま
り
経
済
的
お
よ
び
政
治
的
発
展
の
客
観
的
要
因

と
し

て
の
意
思
と
、

「自
由
な
意
思
」
、
道
徳
的
要
請
に
転
化
し
て
ゆ
く

「意
思
そ
の
も
の
」
と

い
う
純
粋
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
概
念
と
を
区
別
し
て
い
た
っ
し
か
し
、
ヵ

ン
ト
に
と
っ
て
、
法
的
お
よ
び
道
徳
的
意
識
の
最
高
か
つ
不
動
の
原
理
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
彼
の
そ
の
後
の
理
論
的
発

展
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
に
不
可
避
で
ブ
ル
ジ

ョ
ア
社
会
に
と
っ
て
特
徴
的

な
法
的
観
念
の
様
式
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の

「
否
定
的
把

握
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
法
哲
学
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、彼
の
法
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理
論
の
疑
う
余
地
の
な
い
も
っ
と
も
貴
重
な
源
泉
の
ひ
と
つ

と
し
て
役
立
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
法
哲
学
は
と
い
え
ば
、
す
で
に
い
っ
そ
う

の
前
進
を
と
げ
て
い
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

カ
ン
ト
か
ら
自
律
的
な
意
思
の
概
念
を
受
け
継
い
だ
の
で
は
あ
る
が
、
も
は

や
こ
の
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
主
体
間
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
設
定
さ

れ
る
こ
の

「意
思
」
の
限
界
を
法
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ

に
見
る
の
は
、
法
を
特
殊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
社
会

関
係
の
必
要
な
形
態
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
の
萌
芽
が
出
そ
ろ
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
も
と
で
、
は
や
く
も
あ
る
程
度
形
を
と
る
に
至
っ
て

い
た
、右
と
同
様
に
興
味
ぶ
か
い
も
う

一
つ
の
哲
学
的
イ
デ
ー
は
、
一
定
の
歴

史
的
発
展
段
階
に
お
い
て
国
家
的
強
制
が
必
然
的
に
な
る
と
い
う
イ
デ
ー
、

国
家
の
相
対
的
な
性
格
、
よ
り
完
全
な
理
性
の
王
国
へ
の
道
程

に
お
け

る

「
国
家
の
死
滅
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン

一
一
一
一
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ゲ
ル
ス
お
よ
び
ン
ー
ニ
ン
の
も
と
で
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
的

・
階
級
的
な
輪
郭
と

歴
史

‐的
客
観
性
を
う
け
と
る
こ
と
に
な
る
こ
の
イ
デ
ー
の
発
展
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
歴
史
時
期
に
、
そ
の
都
度
、
独
特
の
社
会
関
係
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら

れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
イ
デ
ー
を
た
と
え
ば
フ
ィ
ヒ

テ
か
ら
「
借
用
し
た
」
と
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
素
朴
に
す
ぎ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
科
学
的
共
産
主
義
を
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的

な
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
領
分
か
ら
の

「借
用
」
と
し
て
論
ず
る
の
と
選
ぶ
と
こ
ろ

が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
、

「
諸
イ
デ
ー
」
の

た
ん
に
外
的
な
類
似
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
イ
デ
ー
は
ま
っ
た
く
異
っ
た
歴

史
的
発
展
の
段
階
を
反
映
し
て
い
る
が
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
歴
史
的
な
転
換

を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う
に
、
彼

の
き
わ
め
て
抽
象
的
な
性
格
を
お
び
た
法
哲
学
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
理

念
の
独
特
の
半
封
建
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
理
念
は
来
世
に
お
い

て
の
み
最
終
的
に
具
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
ド
イ
ツ
の
発
展
も
と
ど

ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
は
や
く
も
、
ブ
ル

ジ

ョ
ア
法
を
生
み
だ
す
社
会
諸
関
係
の
把
握
へ
の
移
行
と
、
遅
か
れ
早
か
れ

到
来
す
べ
き
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
な

「
理
性
の
王
国
」
の
先
取
り
と
が
感
じ
ら
れ

る
。
こ
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
カ
ン
ト
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
哲
学
的
な
抽

象
か
ら
、
そ
の

『封
鎖
商
業
国
家
』
に
お
い
て
は
と
く
に
、
社
会
の
経
済
的

把
握
へ
の
前
進
を
と
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
も
っ
と
も
低

い
段
階

に

ハ『
導
郵
鰤
躙
鶉
品
肪
郵
鮮
帥購
ノ
綺
ド

で
あ
る
。
「自
由
な
諸
主
体
」
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ

一
一
一二

て
、
合
理
的
な
理
想
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
官
僚
制
的

け
響
郷
ぽ
が
プ
ロ
イ

セ
ン
国
家
に
歴
史
的
に
と
っ
て
代
わ
る
体
制
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の

「
強
制
国
家
」
は
必
要
な
媒
介
環
と
一し
て
正

当
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
。
次
に
、
同
様
の
ィ
デ
ー
が
へ
ｌ
グ
ル
の
場
合
に

は
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

ヘ
ー
グ
ル
哲
学
の
巨
大
な
歴
史
的
影
響
力
の
説
明
は
、
ヘ
ー
グ
ル
に
と
く

に
鮮
明
に
見
ら
れ
る
革
命
的
弁
証
法
的
な
方
法
の
論
理
的
な
力
と
魅
力
的
な

新
規
性
に
、
ま
た
そ
れ
と
な
ら
ん
で
ヘ
ー
グ
ル
の
弁
証
法
的
保
守
的
な
体
系

が
森
羅
万
象
、
自
然
と
歴
史
の
全
領
域
を
み
ご
と
に
包
・括
し
、
観
点
の
統

一

論
理
的
全

一
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
結
び
合
せ
て
い
た
と
い
う
点
に
も
と
め

ら
れ
る
。

「
精
神
現
象
学
…
…
、
論
理
学
、
自
然
哲
学
、
精
神
哲
学
、
そ
し

て
こ
の
精
神
哲
学
は
、
ま
た
そ
の
個
々
の
歴
史
的
下
位
形
態
に
お
い
て
、
す

な
わ
ち
歴
史
哲
学
、
法
哲
学
、
宗
教
哲
学
、
哲
学
史
、
美
学
、
等
々
と
し
て

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
―
―
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
領
域
す
べ
て
に

お
い
て
、
ヘ
ー
グ
ル
は
い
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
発
展
の
糸
を
発
見
し
、
確
認
す

る
こ
と
に
つ
と
め
て
い
る
‐。
」
周
知
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
グ
ル
の
基
本
的
な
誤

謬
と
そ
の
体
系
の
内
的
な
観
念
論
は
、
彼
が
概
念
の
論
理
的
展
開
に
、
歴
史

的
諸
現
象
そ
の
も
の
の
反、
映、
お、
よ、
び、
説、
明、
手、
野
だ、
け、
で、
な、
く、
、
現
象
の
発
展

を
条
件
づ
け
る
原
因
を
も
見
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、

弁
証
法
は

「各
々
のヽ

ヽ事
ヽ物
ヽを
ヽ説
湖
け
る
だ
け
で
な
く
、
各
々
の
事
物
の
運
動

を
も
条
件
づ
け
る
絶
対
的
方
法
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
す
べ

で
の
無
限
の
自
然
お
よ
び
社
会
の
発
展
を
完
結
的
な
体
系
―
―
と
は
い
え
エ

ン
グ
ル
ス
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
正
し
い
弁
証
法
的
唯
物
論
の
世
界
観
へ
の
道



筋
に
お
け
る

「
一
つ
の
巨
大
な
騰
藤
」
で
あ
つ
た
体
系
―
―
に
押
し
込
も
う

と
す
る
へ
１
ゲ
ル
の
志
向
が
出
て
く
る
。
こ
の
弁
証
法
的
唯
物
論
の
世
界
観

そ
し
て
ま
た
社
会
諸
関
係
の
体
制

〔亀
●
ｏ
こ

の
把
握
は
、
こ
れ
ら
の
社
会

諸
関
係
の
発
展
の
行
程
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
か
の

「
体
系
」
が
設
定
し
た

目
的
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

＊
エ
ン
グ
ル
ス

『
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』

〔邦
訳
全
集
、
第
二

一

巻
、
一
モ

三
―
一
一七
四
ペ
ー
ジ
〕
。

＊
＊

Ｋ
・
マ
ル
ク
ス

『哲
学
の
貧
困
』

〔邦
訳
全
集
、
第
四
巻
、　
一

三

一
ペ
ー
ジ
〕
。

そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
グ
ル
の
歴
史
哲
学
お
よ
び
法
哲
学
の
考
え
方
の
本
質
は

な
ん
で
あ
ろ
う
か
？
　
ヘ
ー
グ
ル
の
こ
の
考
え
方
は
、
そ
っ
く
り
、
ヘ
ー
ダ

ル
が
自
由
と
必
然
性
と
の
間
に
存
在
す
る
と
す
る
相
互
連
関
の
上
に
構
築
さ

れ
て
い
る
。
へ
１
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
は
絶
対
的
な
恣
意
で
は
な
く
、

行
動
の
意
欲
お
よ
び
条
件
の
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
ら
の
自
由
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
条
件
と
限
界
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
発
展
し
つ
つ
あ
る
世
界
精
神
の
自
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
精
神
に

お
け
る
主
観
的
な
側
面
の
増
大
、
す
な
わ
ち
‐自
ら
の
役
割
と
自
ら
の
発
展
の

方
法
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
は
、
こ
の
現
実
が

客
観
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
個
々
の
個
人
に
よ
る
恣
意
は
克
服
さ

製
展
擬̈
宦
鋒
跡
舅
馘
赫
『
（現鋭

り
制
限
さ
れ
た
）
仕
方
で
表
わ
す
か
ぎ
り
で
の
み
、
法
的
な
諸
関
係
の
領
域

マ

・
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

に
入
り
込
む
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
見
て
い
る
も
の
は
す
で

に
カ
ン
ト
、
と
り
わ
け
フ
ィ
ヒ
テ
の
も
と
に
含
ま
れ
て
い
た
諸
命
題
の
い
っ

そ
う
の
発
展
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
自
由
は
、
所
有
権
、
道

徳
の
諸
原
理
、
家
族
法
、
国
内
法
、
国
際
法
そ
し
て
つ
い
に
は
世
界
史
の
法

の
形
成
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
さ
い
ヘ
ー
グ
ル
は
、
実
定
的
な

法
規
と
し
て
の
法
、
す
な
わ
ち
法
史
学
の
研
究
対
象
と
、
概
念
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
理
性
的
な
法
、
す
な
わ
ち
法
哲
学
の
対
象
と
を
区
別
し
て
い
る
。
後

者
は
、

「
実
現
さ
れ
た
自
由
の
王
国
で
あ
り
、
精
神
自
身
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
、
第
二
の
自
然
と
し
て
の
、
精
神
の
世
界
で
あ
る
。
」

〔
へ
１
グ
ル

『法

の
哲
学
』
、
第
四
節
、
〇
・ョ

・『
・
口
①
的
ュ
・
ョ
ｏ
ヽ
デ
Ｐ

ｕ
Ｐ
が

∽
卑
〓【
Ｆ
守

８
Ｐ

∽
。さ
。
中
央
公
論
社

『
世
界
の
名
著
』
３５
所
収
、
藤
野
歩

。
赤
澤
正

敏
訳
、
一
八
九
頁
―
―
た
だ
し
訳
文
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
に
従
わ
な
い
〕。

ヘ
ー
グ
ル
の
有
名
な
命
題
、

「
理
性
‐的
な
も
の
は
す
べ
て
現
実
的
で
あ
り
、

現
実
的
な
も
の
は
す
べ
て
理
性
的
で
あ
る
」
〔口
げ
ｏ
●
Ｏ
Ｐ

∽
・
Ｎ
・
訳
書
、
一

六
九
頁
〕
も
ま
た
、
同
じ
自
由
と
必
然
性
と
の
相
互
関
係
に
、
い
い
か
え
れ

ば

「法
的
」
現
実
、
つ
ま
り
実
在
的
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
で
は
な
く

理
性

‐
的
で
必
然
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
現
実
と
し
て
の
「現
実
」
の
哲
学
的

把
握
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
グ
ル
の
法
論
は
、
す
で
に

カ
ン
ト
、
と
り
わ
け
フ
ィ
ヒ
テ
の
も
と
に
あ
っ
た
法
の
二
面
的
本
性
の
理
論

―
―
そ
こ
に
は

「自
由
な
意
思
」
と
い
う
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
概
念
も
、
ま
た

そ
れ
と
同
時
に
、
社
会
諸
関
係
の
中
で
の
法
の
生
成
も
が
念
意
さ
れ
て
い
た

‐―
―
の
い
っ
そ
う
の
発
展
を
な
し
て
い
る
。
へ
１
グ
ル
に
し
た
が
え
ば
、
法

に
お
け
る
意
思
は
、
ま
さ
に
理
性
的
な
、
他
の
諸
意
思
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

一
一一三
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規
定
さ
れ
た

「
意
思
」
と
し
て
発
現
す
る
が
ゆ
え
に
、

「即
自
的
に
有
る
意

思
、
自
由
な
精
神
」
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
に

ょ
レ
て
レ
勺
郷
ｂ
Ⅷ
に、
無
阻
な
主
観
』
哩
、
す
な
わ
ち
自
分
の
自
分
に
つ
い
て

の
反
　
省
、
道
徳
の
出
発
点
の
発
展
を
も
促
す
。
こ
の
よ
う
な
、
自
ら
の
規

定
さ
れ
た
自
由
と
普
遍
的
理
性
と
の
自
ら
の
結
び
つ
き
と
を
意
識
し
て
い
る

意
思
が
、
法
的
主
体
も
し
く
は
人
格
、
人
格
性
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
に
あ
っ

て
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
概
念
は
漸
進
的
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
抽
象
的
で
自
由
な
意
思
と
し
て
は
じ
ま
り

（占
有
の
段
階
）

や
が
て
客
観
化
さ
れ
、
他
の
人
格
に
た
い
す
る
こ
の
意
思
の
関
係
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（所
有
の
段
階
）
。
物
は
、

「
不
自
由
」
な
も
の

で
あ
り
、
理
性
を
も
た
ず
、
意
思
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
格
性

に
対
立
す
る
な
ん
ら
か
の
も
の
で
あ
り
、
人
格
性
の
概
念
の
形
成
を
促
す
も

の
で
あ
る
。

＊

「人
格
性
　
〔”
ｏ
あ
０
ュ
いｏＦ
ド
ｏ
距薔
　
が
は
じ
ま
る
の
は
、
た
ん
に
主

体
が
具
体
的
な
も
の
と
し
て
の
自
分
、
ま
た
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
規
定

さ
れ
た
存
在
者
と
し
て
の
自
分
に
つ
い
て
の
意
識
を
も
つ
と
き
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
具
体

‐的
な
制
限
さ
れ
た
あ
り
方
と
通
用
性
が

否
定
さ
れ
て
い
て
通
用
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
完
全
に
抽
象
的
な
自
我
と

し
て
の
自
分
に
つ
い
て
、
主
体
が
意
識
を
も
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ

こ
に
は
じ
め
て
人
格
性
が
は
じ
ま
る
。
…
…

〔即
自
か
つ
対
自
的
に
有

る
―
―
原
文
か
ら
訳
者
が
補
足
〕
精
神
は
、

〔現
象
す
る
精
神
、
自
己

意
識
と
し
て
規
定
さ
れ
る
ば
あ
い
の
そ
れ
と
異
な
リ
ー
ー
訳
者
補
足
〕

抽
象
的
で
し
か
も
自
由
な
自
我
と
し
て
の
自
分
を
、
対
象
と
目
的
に
し

一
二
四

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
格

〔『
８
８
●
〕
と
な
る
。」
（『法
の
哲
学
』

第
三
五
節

〔け
σ
ｏ
●
鮎
Ｐ

∽
・
８
Ｐ

訳
書
、
二
三
〇
―
二
三
一
頁
じ
。

マ
ル
ク
ス
が

『
経
済
学
批
判
へ
の
序
説
』
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ヘ
ー
グ
ル
の
ば
あ
い
、
法
的
諸
関
係
の
発
展
は
純
粋
に
論
理
‐的
な
性
格
を
お

，
掟
お
り
、
社
会
諸
関
係
の
現
実
の
歴
史

‐
的
発
展
と
は
し
ば
し
ば

一
致
し
な

い
。
た
と
え
ば
、

「家
族
」
お
よ
び
支
配
の

，
関
係
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
よ
り

具
体
的
な
法
的
範
疇
で
あ
り
、
社
会
的
組
織
は
彼
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら

「人
格
」
に
属
す
る
占
有

〔σ
８
一一じ

よ
り
も
あ
と
に
出
て
く
〔型

。
へ
‐
ゲ

ル
の
課
題
は
、
彼
の
時
代
の
法
的
社
会
と
国
家
の
必
然
的
な
論
理
構
造
を
描

き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
ヘ
ー
グ
ル
の
分
析
が
同
じ
ブ
ル
ジ
ョ

ア
社
会
の
い
っ
そ
う
早
期
の
要
素
と
範
疇
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は

こ
の
法
的
諸
範
疇
の
論
理
的
発
展
は
現
実
の
歴
史
的
発
展
を
も
反
映
し
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
へ
ｌ
グ
ル
の
「
精
神
」

（わ
れ
わ
れ
な
ら
社
会
的
経

済
的
内
容
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
）
は
、　
一
定
の
歴
史
段
階
に
お
い
て
―

―
ヘ
ー
グ
ル
が
は
や
く
も
占
有
に
そ
の
萌
芽
を
み
と
あ
て
い
る
私
的
所
有
と

と
も
に
―
―
法

〔
＝
権
利
〕
の
形
態
を
と
る
。
物
に
た
い
す
る
権
利
、

「物

権
」
は
人
格
そ
の
も
の
の
権
利
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
権
利
は
人
格
に

の
み
属
す
る
。
人
格
が
自
分
の
人
格
的
な
意
思
を
こ
の
よ
う
に

「物
に
置
き

入
れ
る

〔〓

お
働
①
∽
〓

，
ｏ
…
Ｎ」
【ｏ
”
①
●
〓
・と
い
う
点
に
、
占
有
と
い
う
も

っ
と
も
単
純
で
基
本
的
な
法

〔
＝
権
利
・
義
務
〕
関
係
が
現
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
事
実
上
の
所
持
に
随
伴
す
る
と
こ
ろ
の

自
分
の
意
思
を
表
明
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
念
こ
そ
が
、
法

〔＝

権
利
〕
の
端
緒
を
つ
く
り
だ
す
。

「
自
由
な
意
思
と
し
て
の
私
は
占
有
に
お



い
て
対
象
的
に
現
わ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
な
意
思
と
な
る
。
ま

さ
に
こ
の
面
が
、
占
有
に
お
け
る
真
実
で
正
当
な
所
有
の
規
定
を
つ
く
り
だ

す
。
」
だ
が
、
個
々
の
個
人
は
い
ま
だ
法
律
学
的
な
人
格
を
な
し
て
は
い
な

い
。
法
関
係
が
単
純
な

「
占
有
」
か
ら

「
所
有
」
へ
と
発
展
す
る
た
め
に
は

人
々
の
間
の
交
通
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
格
は
、
た
だ
こ
の
人

格
に
他
の
諸
人
格
が
相
対
し
、
こ
の
人
格
が
他
の
諸
人
格
と
の
相
互
関
係
に

入
り
こ
み
、
そ
う
し
て
彼
ら
が
た
が
い
に
相
手
を
認
め
あ
う
と
き
に
は
じ
め

て
、
現
実
的
な
人
格
と
し
て
現
わ
れ
る
。」
（
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

第
四
九
〇
節
。

〔０
・■
ｂ
。
国
ｏ
”
Ｌ
ヽ
ヨ
ｏ
詩
Ｐ

コ
，

８
ヽ
∽
暉
ギ
婦
Ｄ
Ｅ
Ｐ

∽
ｂ
Ｒ
・
船
山
信

一
訳

『
精
神
哲
学
』
下
、
岩
波
文
庫
、

一
九
四
頁

（第

一

赫

潤

鑽

顆

劉
師

製

茫

騨

誦

辟

膨
鮮

い
隠
す
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
人
格
は
自
由
で
あ
り
必
然
的
「
独
立
」
の
誤

記
か
―
―
訳
者
〕
で
あ
る
が
、
自
ら
の
同

一
性
を
意
識
し
て
い
る
。
諸
人
格

は
ヽ
〓
藤
請
鮮
げ
大

・
小
両
名
辞
の
よ
う
に
、
そ
の
連
結
を

〔
い
わ
ば
媒
名

辞
た
る
―
―
訳
者
補
足
〕
物
に
見
い
だ
す
。
」

（
『
エ
ン
チ

ュ
ク

ロ
ペ
デ

ィ
ー
』
、第
四
九

一
節
。
〔Ｕ
ず
ｏ
い
Ｏ
Ｐ

訳
書
、
一
九
五
頁

（第

一
一
五
節
喜
）
。

＊

『
法
の
哲
学
』
、
第
四
五
節

〔０
。■
。フ
　
ロ
①
ｍ
２

，
■
９
パ
Ｐ

ｕ
，

が

，
８
ド

前
掲
訳
書
、
二
四
〇
頁
〕
。

個
別
的
な
諸
意
思
間
の
交
通
は
、
占
有
を
そ
の
論
理
的
完
成
に
、
つ
ま
り

所
有
に
転
化
さ
せ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
私
的
所

有
は
譲
渡
の
過
程
つ
ま
り
契
約
、
し
た
が
っ
て
社
会
関
係
に
お
い
て
の
み
十

全
に
現
実
化
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
社
会
関
係
か
ら
個
別

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

的
な

「意
思
」
へ
と
進
む
の
で
は
な
く
、
観
念
論
的
に
こ
の
個
別
的
蔵
思
と

そ
れ
の
物
へ
の

「
置
き
入
れ
」
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
こ
か

‐ら
は
や
く
も
、
第

一
の
意
思
の
概
念
が
そ
れ
を
媒
介
と
．し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
も
う

ひ
と
つ
の
意
思
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
す
る
。

「
所
有
の
現

存
在
な
い
し
外
面
性
と
い
う
側
面
が
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、　
一
つ
の
意

思

（同
時
に
ま
た
も
う

一
つ
の
意
思
）
と
い
う
契
機
を
含
ん
で
い
る
ば
あ
い

そ
う
い
う
所
有
は
契
約
に
お
い
で
、
過
程
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
。
こ
の
過

程
は
、
私
が
他
の
者
と
同

一
的
な
意
思
表
示
の
う
ち
に
、
所
有
者
た
る
こ
と

を
や
め
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
私
は
対
自

‐
的
に
有
る
所
有
者
、
他
の
意
思
を
排

除
す
る
所
有
者
で
あ
り
つ
づ
け
る
、
と
い
う
矛
盾
が
、
そ
の
中
で
あ
ら
わ
れ

て
媒
介
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。」

（
『
法
の
哲
学
』
第
七
二
節

〔〇
・
ョ
。

「
。
国
の
的
ｏＦ

ヨ
Ｒ
ド
ｐ

口
，

、
・
９

８
響

訳
書
二
七
四
―
二
七
五
買
Ｕ

・。

両
当
事
者
が
取
得
も
譲
得
も
と
も
に
す
る
と
い
う
実
質
的
な
契
約
で
あ
る
の

は
、
交
換
契
約
だ
け
で
あ
る
。
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
れ
ば
、

契
約
は
、
社
会
関
係
の
法
律
的
形
態
と
し
て
は
、
そ
の
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

根
拠
づ
け
と
し
て
、
契
約
が
の
ち
に
実
際
に
そ
の
形
成
を
促
す
の
と
同

一
の

端醐崎彎“馘̈
赫腋「いユ酬寿巌颯赫獅電印嘲商粥け」“Ⅷへめ』

グ
ル
は
、
法
的
形
態
を
社
会
関
係
、
財
産
関
係
と
結
び
つ
け
た
の
ち
、
こ
れ

ら
の
社
会
関
係
の
複
雑
化
―
―
司
法
機
関
、
福
祉
行
政

〔”
ｏい̈
器
じ
、
職
業

団
体

〔【
ｏ
つヽ
ｏ
『，一い０
●
〕
、
立
法
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
階
級
社
会
と
そ
の

政
治
的
上
部
構
造
の
す
べ
て
の
要
素
の
出
現
―
―
非
化
謁
払
ぅ
、
こ
の
法
的

形
態
の
そ
の
ど
の
発
展
を
跡
づ
け
る
の
で
あ
る
。
法

〔＝
権
利
〕
は
ま
ず
、

一
二
五



決
経
研
究
二
九
巻
三
・
四
号

（
一
九
八
一
年
）

そ
の
限
界
、
他
人
の
「権
利
」
と
の
衝
突
、
法

〔＝
権
利
〕
の
違
反

〔＝
侵

害

〕

、

そ

し

て

ま

た

侵

さ

れ

た

正

〔
ｏ
日
り
”
Ｕ
Ｏ
独
自
国
Ｓ

Ｓ

こ

の

裁

判

に

よ

る

輔

格程、のに、削枷商』智下
ヽ

Ｒ

雲
茉

害
さ
ら
に
ま
た
暴
力
的
な
侵
害
が
あ
り
う
る
。
こ
の
最
後
の
ば
あ
い
に
は
権

利

〔
＝
法
〕
そ
の
も
の
の
否
定
が
起
こ
る
。
そ
う
し
て
犯
罪
は
こ
の
否
定
の

否
定
、
つ
ま
り
刑
罰
を
必
要
と
す
る
。
ヘ
ー
グ
ル
は
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ

た
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
刑
の
定
め
に
よ
る
畏
嚇
と
い
う
理

一搬

〔心
理
強
制
説
〕
と
は
反
対
に
、
刑
罰
は
犯
罪
者
に
た
い
す
る
権
利
で
あ

り
、
権
利
と
正
の
発
現
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
あ
と
の
方
の
権
利
と
い
う
の

は
、
犯
罪
者
自
身
の
権
利
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
は
自
分
が
理
性
的
で
自

由
な
存
在
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る

か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
へ
と
む
か
う
志
向
は
社
会
ば
か
り
で
な
く
、
人
格
自
身

に
も
あ
る
。
法
律
的
人
格
は
、
こ
れ
を
こ
の
人
格
を
条
件
づ
け
て
い
る
社
会

諸

‐
関
係
の
諸
側
面
で
は
な
く
、
純
粋
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
側
面
か
ら
考
察

け
』
嗽
動
神
は
鳳
け

で‐同研
は

「 道
蜘
帥
臓
篭
呻
引
「
”
漱
』
赫
は
国
曲
綱

針
ｔ

の
観
点
か
ら
見
て
も
無
限
な

「意
思
」
―
―
で
も
あ
る
。
ヘ
ー
グ

ル
は
、

徳「は欄興̈
げけ̈
ユ輸師は臓”̈
紳』鰤^
隷略け榊肝ｒ彿唯
〔り裁

て
〕
主
観
的
精
神
と
客
観
的
精
神
と
の
統

一
、
す
な
わ
ち
理
性
的
に
志
向
す

る
人
格
と
、
実
在
的
に
存
在
し
、
個
別
的
な
恣
意
を
制
限
す
る
、
社
会
諸
関

一
一
一人

係
の
秩
序
と
の
統

一
は
、
倫
理

〔鯉
一け【中ｏ，
ド
①
】Ｏ

を
な
す
。
倫
理
は
、
家

族
、
市
民
社
会
そ
し
て
国
家
と
い
う
諸
形
態
で
順
次
、
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。

家
族
は
、
私
的
所
有
諸
関
係
の
細
胞
で
あ
り
、
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
倫
理

的

一
体
性
の
諸
成
員
が
構
成
す
る
倫
理
的
＝
法
的
全
体
で
あ
る
。
婚
姻
が

法
制
度
、

「両
人
格
」
間
の
関
係
と
な
る
の
は
、
た
だ
家
族
関
係
が
同
時

に
一
定
の
支
配
関
係
お
よ
び
財
産
的
関
係
と
な
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
多
数
の
家
族
的

一
体
性
か
ら
、
論
理
的
に
派
生
し
、
か
つ
、

歴
史
的
に
発
展
し
て
く
る
、
そ
れ
ら
の
交
通

〔＆
月
ｏ日
ヽ
３

が
市
民
社
会
を

な
す
。
市
民
社
会
を
ヘ
ー
グ
ル
は
、
「
外
的
国
家
」
、

「強
制
国
家
お
よ
び
悟

性
国
家
」
と
規
定
し
て
い
る

〔第

一
八
三
節
〕
。
市
民
社
会
の
諸
成
員
、
私

的
諸
人
格
は
、
自
ら
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
他
人
の
欲
求
を

も
満
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
‐自
身
に
と
っ
て

は
巧
ま
ず
し
て
、　
フ
炒
要
に
せ
ま
ら
れ
て
」
全
体
と
し
て
の
「
欲
求
の
体
系

３
場
８
８

Ｑ
Ｑ
口
ｏ
Ｏ
口
Ｌ
●
お
８
１
１
第

一
八
九
節
以
下
ど

の
満
足
が
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
見
偶
然
的
な
多
数
の
欲
求
か
ら
内
的
な
法
則
性
が
生

ま
れ
、
そ
れ
は
経
済
学
の
究
明
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

「
私
的
な
も
の
は
す

い
‐はては鉄脚は労、も師の、と分、な割、る。〔梓細「な嘲【脚瑯「『嘲嘲場には知鰤

〔分
業
〕
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
、
諸
身
分
と
諸
階
級
の
成
立
を
も
た
ら

す
。

「
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
と
そ
れ
を
満
た
す
手
段
と
に
お
け
る
人
間

の
運
関
が
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く

に

つ
れ
て
、
富
の
蓄
積
が
増
大

す
る
。
と
い
う
の
は

一
方
で
、
こ
の
倍
化
し
た
共
同
性
か
ら
大
き
な
利
益
が

引
き
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
で
は
、
労
働
の
細
分
化
と



そ
の
制
約
さ
れ
た
．あ
り
方
が
増
大
し
、
同
時
に
、
こ
の
労
働
と
結
び
っ
け
ら

れ
た
階
級

〔パ
【お
り３

の
従
属
と
窮
乏
も
増
大
す
る
。」
（
『
法
の
哲
学
』
第

二
四
三
節
）
。
だ
か
ら

「市
民
社
会
は
、富
の
過
剰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分

に
は
富
ん
で
い
な
い
」

〔第
二
四
五
節
〕
の
で
あ
り
、
市
民
社
会
内
部
で
貧

困
が
発
展
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
ヘ
ー
グ
ル

に
あ
っ
て
は
、
古
い
フ
ィ
ヒ
テ

‐的
な

「強
制
国
家
」
の
イ
デ
ー
が
い
か
に
明

確
な

「経
済
的
」
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
ヘ
ー
グ
ル
に
お
け

褻
卵
糾
厨
予

魏̈
輻
囃鱚
訃
颯

る。ヘーグルは、この必然的な過程がいかに独自の仕方で意識ヘ

費阪型槃囲緒い一蜀は】嘲曜、はい』げ意、‐に、‐よ、「つヽ―内てヽ的卿介、然さヽ性れ、の端おヽ果

り
、
主
観
的
意
識
に
と
っ
て
は
お
の
れ
の
意
思
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
姿
を

呈
す
る
。」
市
民
社
会
の
財
産
諸
関
係
お
よ
び
契
約
諸
関
係
は
、多
数
の

「権

利
」
を
生
み
だ
す
。
こ
こ
で
は
形
式
的
な
権
利
〔＝
法
〕
は
、
市
民
社
会
の

諸
成
員
の
あ
い
だ
お
よ
び
諸
階
級
の
あ
い
だ
の
連
関
と
し
て
役
立
つ
。
こ
の

け̈］中一軒̈摯］自、に万的、ょ人な、っにい一‐‐法、て颯［讐̈いの、は、っよヽ法、尊うヽ律、重な、に、さもヽな、れの、る、る一しヽ「のてヽこと

定
立
さ
れ
る

〔憲
日

，日
，
“
陶
Ｎ
８
８
Ｓ
〕
と
い
う
点
に
あ
る
。」
客
観
法
、
す

な
わ
ら
法
律
は
、

「公
的
権
力
、
裁
判
所
」
に
よ
る
司
法
の
磁

ヽ行
ヽの
ヽな
力ヽ、
でヽ

定
現
さ
れ
る
。
法
律
と
い
う
形
式
の
必
然
性
は
、
法
は

「思
惟
に
よ
っ
て
洞

察
さ
」
れ

〔す
な
わ
ち

「普
遍
的
な
も
の
と
し
て
意
識
に
も
た
ら
さ
」
れ
―

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

―
―
第
二
一
一節
注
解
参
照
〕
、
体
系
の
中
へ
持
ち
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
普
遍
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
とヽ
い
ぅヽ
こ
と
、

い
い
が
え
れ
ば
慣
習
済
の
諸
規
範
の
混
乱
の
中
に
あ
っ
て
理
性
的
な
選
．択
が

行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
ま
さ

に
こ
の
点
に
、
へ
１
グ
ル
の
法
の
発
展
の
革
命
的
な
把
握
と
反
働
派

＊サ
ザ
ィ

ニ
ー
に
お
け
る
法
の
有
機
的
成
長

〔と
い
う
把
握
〕
と
の
相
違
が
あ
る
。
だ

が
、
ヘ
ゲ
ー
ル
に
と
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
慣
習
法
と
法
律
と
の
相
違
は

「
た

だ
慣
習
法
が
主
観
的
か
つ
偶
然
的
な
仕
方
で
知
ら
れ
る

〔…
…
〕
に
す
ぎ
なヽ

い
」

〔第
二

一
一
節
注
解
〕
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
の
が

肝
要
で
あ
る
。
法
律
は
と
い
え
ば
、
成
文
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

慣
習
的
規
範
た
る
こ
と
を
や
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
は
、　
一「
い
わ
ゆ

る
立
法
は
、
現
存
在
の
面
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
恣
意
…
…
は
生
じ
う

る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
は
、
そ
の
内
容
上
、

〔即
自
時
に
〕
法
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
と
異
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。」

＊

『
法
の
哲
学
』
、
第
二
〇
六
節

〔Ｕ
σ
ｏ
い
Ｏ
Ｐ

∽
お
超
・
訳
書
、
四

三
四
ペ
ー
ジ
〕
。

■
＊

ヘ
ー
グ
ル
は
、
『
立
法
お
よ
び
法
学
に
対
す
る
現
代
の
任
務
』
里

八

一
四
年
〕
に
お
け
る
サ
ブ
ィ
ニ
ー
の
―
―
慣
習
法
規
範
に
よ
る
法
の

発
展
か
ら
出
発
し
て
、
新
し
い
法
律
を
制
定
す
る
可
能
性
を
ま
っ
た
く

否
定
し
た
―
―
理
論
に
反
駁
し
な
が
ら
、
こ
う
指
摘
す
る
。

「
〔
…
…

法
典
を
作
る
と
い
つ
て
も
〕
問
題
と
な
る
の
は
、
内
容
に
照

ら
し

て

新
し
い
法
律
体
系
を
作
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
存
の
立
法
的
内
容
を
そ

の
規
定
さ
れ
た
普
遍
性
に
お
い
て
承
認
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
個
々
の
場

一
二
七
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合
に
お
け
る
適
用
を
も
示
し
な
が
ら
、
そ
の
思
想
を
と
ら
え
る
こ
と
、

〔訳
書
で
は

「
…
で
は
な
く
て
、
現
存
の
法
律
的
内
容
を
そ
の
規
定
さ

れ
た
普
遍
性
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
、
―
―
特

殊
的
な
も
の
へ
の
適
用
を
も
加
え
て
―
―
思
惟
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ

と
」
、
傍
点
同
書
〕
で
あ
る
。
」

（
『
法
の
哲
学
』
、
第

二

一
一
節

〔注
解
〕
、

〔
ｕ
魚
ｏ
●
鮎
Ｐ

∽
』
３
・
訳
書
、
四
四

一
ペ
ー
ジ
〕
）
ｏ

＊
丼
＊
『
法
の
哲
学
』
、
第
二

一
二
節

〔
Ｕ
び
ｏ
●
鮎
Ｐ

∽
』
Ｒ
・
訳
書
、

四
四
二
ペ
ー
ジ
〕
。

ヘ
ー
グ
ル
に
あ
っ
て
は
、

「
公
的
権
力
、
裁
判
所
」
、
福
祉
行
政
、
身
分

的
職
業
団
体
が
す
で
に
国
家
権
力
の
萌
芽
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
市
民
社
会

の
諸
個
人
の

「
共
同
的
な
こ
と
が
ら
」
、

「
共
同
の
利
益
」
を
ま
も
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

「
だ
か
ら
」
そ
こ
で
は
、
不
可
避
的
に
、

「市
民
社
会
と

い
う
圏
は
国
家
へ
移
る
」
の
で
あ
る

（第
二
五
六
節
、

〔訳
書
、
四
七
八
ペ

ー
ジ
〕
）
。

し
た
が
っ
て
ヘ
ー
グ
ル
に
あ
っ
て
は
、
客
観
的
な
現
存
在

〔精
神
の
誤
記

か
―
―
訳
注
〕
の
発
展
の
第
三
段
階
、
つ
ま
り
国
家
は
、
全
発
展
の
論
理
的

完
成
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
論
理
的
、
究
極

‐的
な
基
礎
で
も
あ
り
、
全

発
展
の

「規
定

‐的
な
契
機
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「学
的
概
念
の
発
展

に
お
い
て
は
、
国
家
は
成
果
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
国

家
は
真
実
の
基
礎

〔０
↓ｃ
●
３

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。」
〔第
二
五
六
節
〕
。

国
家
は
、
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
個
々
人
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
で
は
な

く
て
、
自
己
目

‐的
と
し
て
支
配
す
る
。
国
家
は
、
ル
ソ
ー
が
考
え
た
よ
う
に

た
ん
な
る

一
般
意
思
の
所
産
、
つ
ま
り
そ
の
全
市
民
の
意
思
で
あ
る
の
で
は

一
二
八

な
く
て
、
理
性
的
な
意
思
、
普
遍
的
意
思
、

「
普
遍
性
と
個
別
性

と

の
統

一
」
、
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る

「
客
観
的
精
神
」

な
の
で
あ
る
。　
人
＝
市
民

の
権
利
と
義
務
と
の
完
全
な
統

一
が
そ
こ
で
う
ち
た
て
ら
れ
る
Ｌ
外
画
的
必

然
性
」
、
圏
域
と
し
て
は
、
国
家
は
、
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
っ
て
市

民
社
会

に

対
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
の
ち
の

社
会
と
国
家
と
の
相
互
関
係
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
把
握
へ
と
い
た
る
準
備
段

階
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
へ
司
グ
ル
の
国
家
を
市
民
社

会
と
は
な
に
か
ま
っ
た
く
隔
絶
し
た
も
の
と
見
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
は
、
市、
民、
社、
会、
の、
う、
え、
に、
立、
ち、
つ、
つ、
、
そ
れ
と
同
時
に
、
市、
民、
社、
会、
か

ら
発
展
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
か
の
市
民
社

会
な
の
で
あ
る
が
、
た
だ
理
性
的
に
洞
察
さ
れ
、
体
系
づ
け
ら
れ
た
そ
れ
、

合ヽ
理ヽ
北
さヽ
れヽ
たヽ
そ
れ
、
す
な
わ
ち

「市、
民、
社、
会、
」
の、
論、
理、
い
完、
成、
、
そ、
の、
邸

性
的
存
在
形
態
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
に
あ
っ
て
は
、
論
理
的
発
展
は
必

然
的
に
、
家
族
、
こ
の
私
的
所
有
の
も
っ
と
も
単
純
な
組
織
か
ら
私
的
所
有

者
の
社
会
へ
、
そ
し
て
さ

‐らに
、
―
―
ヘ
ー
グ
ル
の
目
的
論
に
し
た
が
え
ば

―
―
そ
の
も
っ
と
も
合
理
的
な
形
態
、
つ
ま
り
国
家
へ
と
い
た
る
過
程
を
条

件
づ
け
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
も
っ
と
も
理
性
的
な
形
態
べ
と
進
ん
で
ゆ
く
。

国
家
は
、

「
そ
の
な
か
で
二
つ
の
契
機
、
つ
ま
り
家
族
と
市
民
社
会
が
発
展

さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
生
命
を
も
つ
も

の

で
あ
る
。」

（第
二
六
三
節
追
加
）
。
国
家
の
道
具
ヽ
つ
ま
り
法
律
に
お
い
て
個
人
の
自

由
な
意
思
が
保
障
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
恣
意
が
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
、
こ
の
法
律
そ
の
も
の
が
「
実
践
の
所
産
」
に
す
ぎ
ず
、
社
会

諸

‐
関
係
か
ら
生
い
た
っ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。



国
家
、
つ
ま
り
統

一
的
全
体
と
し
て
の
理
念
に
お
い
て
、
「
普
遍
」
、
屈
付

殊
」
お
よ
び

「
個
別
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
″
的

「概
念
」
の
発
展
の
三
つ
の
契

機
ト
ー
立
法
権
、
統
治
権
お
よ
び
君
主
権
―
―
が
結
び
合
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
ヘ
ー
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
国
家
の
真
実
の
体
制

〔
３
ｏ
ｏ
螂
〕
は

立
憲
君
主
制
な
の
で
あ
る
。
個
々
の
部
分
の
集
合
体
で
あ
る
封
建
君
主
制
と

は
反
対
に
、
正
し
く
う
ち
た
て
ら
れ
た
国
家
は
、　
一
つ
の
生
き
た
全
体
で
あ

っ
て
、
諸
機
関
へ
と
分
節
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
の
が

「
自
己

ｏ”
目
８
ヨ

〔
∽
ュ
ゴ
一
〕
」
、

「自
我

』

〔ＨｏＦ
〕
」
、

「観
念
性

雷
猟
８
く
い目
８
Ｆ

〔配
０
”
】̈
鎮
一〕」
と
い
っ
た
諸
契
機
で
あ
る

〔第
二
七
五

節
追
加
、
第
二
七
六
節
等
参
照
〕
。
あ
ら
ゆ
る
体
制
な
い
し
憲
法
日
ｏ
目
Ｓ
甲

錫
月
Ｎ
角
〔く
Ｒ
旨
めβ
口
”
〕
の
保
障
は
、
国
民
の
精
神
に
、
こ
の
原
理
に
照
応

す
る
現
実
的
な
組
織
に
存
す
る
。
す
べ
て
の
体
制
は
国
民
的
精
神
と
あ
い
な

ら
ん
で
発
展
し
て
ゆ
く
。
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
な
体
制
は
社
会
の
申
に
存
在
す

」
］
陣
権
綱
動
“
菫
投
凌
相
「
経
約
肺
』
脚
権
楡
毎
イ
い
に
麒
鋤
は
『
岬
御

身
分
お
ε
』
８
Ｎ
角

３
Ｓ
●
０
３

の
立
法
へ
の
参
加
は
、
市
民
社
会
の
国
家

と
の
和
解
を
保
障
す
る
。

「
議
会

〔＝
身
分

∽
鎮
●
Ｑ
ｅ

の
お
か
げ
で
、
国

家
は
国
民
の
主
体
的
意
識
の
な
か
へ
は
い
っ
て
ゆ
く
〓
第
二
〇

一
節
追
加
〕

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
議
会

〔＝
身
分
〕
的
意
識
は
も
は
や
組
織
さ

動車抑はい岬はな〔の硼『睛神漿知ははは『力ヽ民̈
瑳聯騰岬腱時は同腕

し
て
ゆ
く
。
諸
国
民
の
運
命
を
き
め
る
最
高
の
支
配
者
は
、
諸
国
民
の
あ
い

だ
の
戦
争
で
は
な
く
、
世
界
史
、
世
界
精
神
で
あ
つ
て
、
個
々
の
国
民
の
制

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

約
さ
れ
た
精
神
は
そ
の
発
展
の
契
機
と
し
て
現
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
グ
ル
の
法
哲
学
上
の
見
解
に
は
多
種
多
様
な
政
治
的

傾
向
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
現
状
と
は
異
な
る
理
性
的
な

「
現
実
」
を
要
求

す
る
ド
イ
ツ
の
急
進
的
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
の
気
分
、
警
察
国
家
の
プ
ロ
イ
セ

ン
的
理
想
と
の
和
解
を
す
で
に
決
意
し
た
こ
の
同
じ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
ず

っ
と
の
ち
の
反
動
的
変
位
、
自
由
主
義
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
穏
健
な
部
分

の
ィ
ギ
リ
ス
の
代
表
制
に
た
い
す
る
観
念
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
ヘ
ー
グ
ル
国
家
論
の
疑
い
も
な
く
反
動
的
な
諸
点
に

く
わ
し
く
論
及
す
る
こ
と
は
あ
え
て
ひ
か
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
ら
は
、
の
ち

に
ヘ
ー
グ
ル
右
派
と
ド
イ
ツ
民
族
主
義
の
諸
理
論
の
展
開
の
支
柱
と
な
っ
た

も
の
で
あ
り
、
す
で
に
文
献
に
お
い
て
十
分
に
照
明
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
単
純
化
さ
れ
た
評
価
に
さ
い
し
て
、
ふ
つ
う
忘
却

さ
れ
あ
る
い
は
見
落
さ
れ
る
の
は
へ
１
グ
ル
法
哲
学
の
明
ら
か
に
唯
物
論
的

で
革
命
的
な
諸
契
機
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
は
大
い

に
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
フ
イ
ク
流

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
族
主
義
的
な
ヘ
ー
グ
ル
解
説
家
で
さ
え
認
め
ざ
る
を
え
な

い
の
は
、
ヘ
ー
グ
ル
は
た
ん
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
現
実
だ
け
を
模
写
し
た
わ
け

で
は
け
っ
し
て
な
い
こ
と
、
彼
の
学
説
が
―
―
こ
こ
に
、
彼
ら
は
弱
点
を
見

る
の
で
あ
る
が
―
―

「自
由
と
い
う
金
属
か
ら
鋳
造
さ
れ
て
い
る
」

こ
と

（卿
ｏ
ｏｏ
●
い■
ｏ
【”
ヽ
「
ｔ
　
ｈ
ざ
鼈
ミ
ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ

∽
Ｓヽ
Ｓ
お
　
口
熟
・　
目
ご
　
”
①
『〓
●
ヽ

８
８
ヽ
９

Ｎ
お
）
な
の
で
あ
る
。
以
下
で
ヘ
ー
グ
ル
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義

的
な
国
家

・
法
の
把
握
と
を
対
比
し
、
後
者
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
の
ヘ

ー
グ
ル
法
哲
学
の
実
際
の
役
割
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
次
の
諸
点
を
考
慮

一
二
九
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す
る
必
要
が
あ
る
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト

＝
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
法
の
論
理
的
イ
デ
ー
が

「自
由
な
意
思
」
と
い
う
形
で
い

っ
そ
う
の
発
展
を
と
げ
て
い
る
こ
と
、
だ
が
こ
の
自
由
な
意
思
は
た
だ
必
然

的
な
社
会
過
程
を
媒
介
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス

に
残
さ
れ
て
い
る
、
次
の
一
歩
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
自
由
な
意

思
を
、
経
済
的
内
容
を
媒
介
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
内
容
を
お
お
い
か
く

す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
に
と
っ
て
も
、

ま
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
も
、
所
有
の
発
展
の
も
っ
と
も
単
純
な
法
関
係
、

出
発
点
を
な
す
の
は
占
有

〔
目
書
Φ国
Ｎ
Ｐ

ｕ
８
【Ｓ
〕
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル

に
お
い
て
は
、
こ
の
占
有
は
社
会
関
係
へ
と
発
展
し
、
こ
の
社
会
関
係
の
な

か
で
は
じ
め
て
法
律
的
人
格
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
。
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
お
い
て
は
、
社
会
関
係
そ
の
も
の
は
、
そ
の
法
的
な
色
合
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
す
で
に
、
経
済
的
関
係
、

「欲
求
の
体
系
」
、
階
級
と
階
級
と
の

関
係
と
い
う
性
格
を
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
重
要
な
の
は
、

ヘ
ー
グ
ル
の
国
家
と
立
法
の
役
割
の
把
握
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
興
味
ぶ

か
い
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
見
解
と
の
対
比
で
あ
る
。
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
も

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
と
同
様
に
、　
フ
妙
要
国
家

〔強
制
国
家
〕
」
か
ら
理
性

の
王
国
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
グ
ル
は
、
そ
の
見

か
け
の

「
妥
協
性
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
〔実
際
に
〕成
熟
し
つ
つ
あ

る
諸
関
係
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
理
想
の
現

実
的
な
実
現
へ
と
は
や
く
も
接
近
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、彼
の
ば
あ
い
に
は
、

理
想
的
な
理
性
の
王
国
は
も
は
や
い
つ
と
も
し
れ
な
い
未
来
へ
持
ち
こ
さ
れ

る
の
で
は
な
く
て
、
当
時
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
直
接
的
な
論
理
的
完
成

一
三
〇

と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
、
議
会
制
を
批
判
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
は

イ
ギ
リ
ス
の
体
制
に
近
似
す
る
国
家
の
輪
郭
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
封
建
ド

ィ
ツ
の
国
家
、官
僚
制
的
＝
警
察
的
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
は
、
理
想
的
な
国
家
へ

同）面ぃはになヵ、』喘詢商】動卿ル「剛理錮哺肇摯脇雌藤［ない』“

そ
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
理
想
へ
と
接
近
せ
し
め
て
ゆ
く
特
徴
を
探
し
も
と

め
る
。

「
必
要
国
家
」
と
な
る
の
は
、
経
済
的
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
。
最

後
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
夢
想
的
な
、
未
来
に
お
い
て
国
家
を
否
定
す
る
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
は
、
ヘ
ー
グ
ル
に
お
い
て
は
、
理
性
的
な
国

家
制
度
と
合
理
的
な
立
法
と
に
た
い
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
信
仰
と
拝
脆
に

と
っ
て
か
わ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
手
に
す
る
の
は
す
で
に
、
哲
学
的
な

抽
象
の
背
後
に
隠
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
合
理
主
義
的
精
神
で
あ
る
。
身

分
の
利
害
を
表
現
し
な
い
国
家
権
力
に
た
い
し
て
否
定
的
な
気
分
で
い
る
新

興
階
級

〔ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
〕
は
、
こ
の
階
級
が
国
家
権
力
の
掌
握
へ
と
接

近
す
る
に
し
た
が
い
、
し
だ
い
に
国
家
制
度
の
追
随
者
に
な
っ
て
ゆ
く
。

ご
の
ヘ
ー
グ
ル
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
で
に
間
接
的

に
反
映

さ

れ
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ
ル
ス
の
も
と
で
い
っ
そ
う
の
発
展
を
と
げ
た
の
が
、

階
級
国
家
の
歴
史
的
役
割
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
社
会
的
な
諸
矛
盾
の
外
的

な
適
用
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
憲
法
な
い
し
体
制
の
役
割
、
経
済
過
程
の

意
識
的
な
規
制
者
と
し
て
の
、同
時
に
ま
た
法
の
政
治
的
表
現
と
し
て
の
、さ

ら
に
こ
の
法
の
発
展
の
論
理
的
完
成
と
し
て
の
国
家
の
立
法
の
意
義
、
国
家

と
社
会
と
の
対
置
お
よ
び
両
者
の
関
連
、
慣
習
法
と
法
律
と
の
正
確
な
相
互

関
係
、
―
―
こ
れ
ら
す
べ
て
は
か
な
り
の
程
度
、
す
で
に
へ
１
グ
ル
の
も
と



に
見
出
さ
れ
る
。、
マ
ル
ク
ス
に
残…
さ
れ
て
い
た
の
は
、
へ
１
グ
ル
の
い
わ
ゅ

る

「
理
性
的
国
家
」
が
現
実
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
、
階
級
国
家
で
あ
る
こ

と
、
立
法
規
範
の
理
性
的
選
択
と
は
支
配
階
級
の
利
益
と
便
宣
の
観
点
か
ら

す
る
そ
の
選
択
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
と

同
時
に
、
こ
の
ヘ
ー
グ
ル
的
な
体
系
の
後
光
の
歴
史
的
な
経
過
性
、
そ
れ
が

将
来
に
お
い
て
革
命
的
に
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
国
家
に
よ
っ
て
置
き

換
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
不
可
避
性
、
を
示
す
こ
と
で
も
あ
っ

ヽた
。
そ
し

て
、
か
た
や
小
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
者
フ
ィ
ヒ
テ
が
他
階
級
の

国
家
の
強
制
的
教
育
作
用
を
善
な
る
も
の
と
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
プ
ロ

ン
グ
リ
ア
革
命
の
理
論
化
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ
に
階
級
闘
争
の
革
命
的
弁
証

法
を
持
ち
込
み
、
こ
の

「
理
．性
の
王
国
」
に
い
た
る
道
程
で
の
強
制
的
教
育

の
役
割
を
プ
ロ
ン
タ
リ
ア
国
家
に
振
り
当
て
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
べ
た
こ
と
全
体
か
ら
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
、
と
り
わ
け
へ
１
ゲ

ル
の
法
の
哲
学
が
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
グ
ル
ス
の
法
現
論
の
発
展
に
実
際

に
果
し
た
役
割
が
明
ら
か
に
な
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
は
マ
ル
ク
ス
の

理
論
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
も
の
と
し
、
ま
た
Ｇ
・
ク
ー
ノ

ヽウ

ヽと
そ
の
追
随
者
た
ち

は
、
マ
ル
ク
ス
が
ぁ
た
か
も
国
家
の
社
会
の
必
然
的
形
態
と
し
て
の
意
義
を

考
慮
し
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
ヘ
ー
グ
ル
に
拠
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
を
し
か
る

べ
く

「
訂
正
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
右
の
よ
う
な
マ
ル

ク
ス
お
よ
び
エ
ン
グ
ル
ス
の
役
割
を
い
か
に
歪
め
て
考
え
て
い
た
か
も
、
ま

た
、
明
白
で
あ
る
。

Ｈ
・
ク
ー
ノ
ウ
が
い
か
に
誇
張
し
た
言
い
ま
わ
し
で
こ
の
こ
と

〔
マ
ル
ク

ス
の
欠
陥
〕
を
憂
え
て
い
た
か
を
、
見
て
み
よ
う
。

「
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

は
、国
家
は
た
だ
支
配
の
組
織
と
し
て
の
み
登
場
す
る
。，国
家
が
そ
れ
と
同
時

に
協
同
的
な
行
動
の
た
め
の
人
々
の
協
同
的
秩
序
、
公
共
的
共
同
体
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
へ
１
グ
ル
に
与
し
て
い
う
な
ら
ば
、
国

家
と
は
、
社
会
生
活
の
中
で
形
成
さ
れ
る
勢
力
と
こ
れ
に
対
抗
す
る
勢
力
と

の
た
め
の
生
活
と
活
動
の
領
域

（い
ｏ
げ
ｏ
い
の
口
●
』

Ｕ
３
鰤
”いｍ
ｓ
●
鴨
『
昌
ヨ
）

が
そ
の
秩
序
形
成
的
規
制
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
作
り
だ
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
有
機
体
で
あ
る
こ
と
…
…
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
晩
年
の
マ
ル
ク
ス

の
国
家
把
握
は
の
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
生
活
形
態
と
し
て
の
、
諸
国
民
の

生
活
意
欲
を
相
互
．に
連
・関
さ
せ
、
秩
序
立
て
、
そ
し
て
意
義
あ
ら
し
め
る
体

系
と
し
て
国
家
は
、
い
ま
で
は
マ
ル
ク
ス
の
国
家
観
か
ら
は
消
え
去
っ
て
い

る
。
へ
１
グ
ル
弁
証
法
の
精
神
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
は
ば
か
る
こ
と
な
く

こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
１
グ
ル
か
ら
出

発
し
な
が
ら
、
へ
１
グ
ル
の
国
家
イ
デ
ー
の
一
部
を
否
定
す
る
に
と
ど
ま
っ

た
。
が
、
彼
は
最
初
の
否
定
に
首
を
つ
っ
こ
ん
で
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
り

分
一８
狩
ｏ
●
”
ｏ〓
】ｏ
す
ｏ
い
Ｙ
、

『否
定
の
否
定
』
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
で

き
ず
、
自
ら
が
対
置
し
た
見
解
に
お
い
て
、
高
次
の
統

一
へ
、
つ
ま
り
国
家

を
支
配
の
組
織
と
み
る
見
地
と
偉
大
な
倫
理
的
生
活
共
同
体
と
し
て
の
そ
れ

の
意
義
と
を
結
合
す
る
国
家
の
イ
デ
ー
ヘ
と
上
向
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
だ
、
と
。
」

丼

０
０
●
Ｏ
Ｊ
ご
　
＝
Ｆ

　ヽ
い
こ
ヽ

ｓＳ
ヽ
ヽ
ゝ
∽
ｑ
゛
ヽ

∽
ヽ
Ｑ
ヽ
」
∽
‐

・　
』
タ
ベ
「い
ヽ
∽
‥
　
Ｓ
Ｓ
ヽ
　
い
ざ
‥

聡
ヽヽ
Ｒ
Ｆ
ミ
げ
蒙

ミヽ
さ
・
”
①
『【【●
ヽ
８
Ｎ
９

こ
の
長
広
舌
の
な
か
に
見
え
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
経
済
過
程
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
規
制
　
〔り
３
■
目
「
ｏ
ｗ

，
国
国
８

と
国
家
の

一
一一一
一
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側
か
ら
な
さ
れ
る
政
治
的
規
制
と
の
俗
流
的
な
混
同
で
あ
る
。

「
マ
ル
ク
ス

主
義
者
」
た
る
ク
ー
ノ
ウ
は
、

「諸
国
民
の
生
活
意
欲
」
は
け
っ
し
て
国
家

に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
発
展
の
行
程
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
国
家
は
、
し
ば
し
ば
経
済

過
程
を
加
速
す
る
必
要
な
手
段
と
し
て
、
ま
た
階
級
社
会
を
総
括
す
る
必
要

な
形
態
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、

「対
抗
す
る
勢
力
」
の
た
め
の

活
動
領
域
を
つ
く
り
だ
す

「
有
機
体
」
で
は
け
っ
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
、

を
完
全
に
見
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
小
プ
ル
ジ
ョ
ア
の
ク
ー
ノ
ウ
は

こ
こ
で
へ
１
グ
ル
の
弁
証
法
を
俗
流
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
が
も

っ
て
い
た
あ
の
実
際
の
唯
物
論
的
な
弁
証
法
を
理
解
し
て
は
い
な
い
。
マ
ル

ク
ス
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
、
階
級
社
会
の

（あ
く
ま
で
階
級
社
会
で
あ
っ
て

け
つ
し
て
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
、
で
は
な
い
）
組
織
の
合
理
的
形
態
、
そ
の
論

理
的
完
成
で
あ
り
、
社
会
の
階
級
的
内
容
を
自
ら
の
う
ち
に
集
中
し
な
が
ら

こ
の
社
会
か
ら
特
殊
化
さ
れ
、
外
的
に
は
相
対
的
に
自
立
的
な
力
と
な
る
。

ク
ー
ノ
ウ
は
、
こ
の
複
雑
な
歴
史
過
程
の
性
格
そ
の
も
の
を
理
解
し
て
い
な

い
。
だ
か
ら
彼
は
、
政
治
的
形
態
の
階
級
的
内
容
か
ら
の
分
化
過
程
が
進
行

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
形
態
は
ま
す
ま
す
特
殊
な
力
、
特
殊
な
装
置
と
し

て
の
性
格
を
強
め
て
ゆ
く
こ
と
、
一
定
の
社
会
的
内
容
と
し
て
の
階
級
社
会

そ
の
も
の
が
廃
絶
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
の
内
容
の
こ
の
よ
う
な
独
自
の
形

態
は
想
像
さ
え
で
き
な
く
な
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
見
て
は
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ク
ー
ノ
ウ
は
―
―
ヘ
ー
グ
ル
の
哲
学
的
構
想
に
お
け
る

「国

家
」
と
「市
民
社
会
」
と
の
相
互
関
係
を
把
握
せ
ず
、
こ
の
市
民
社
会
に
唯
物

論
的
な
説
明
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

「否
定
の
否
定
」

一
一一一二

は
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は

〔最
初
の
〕

「
否
定
」
そ
の
も
の

（す
な
わ
ち
ブ

ル
ジ
ョ
ア
国
家
を
プ
ロ
ン
グ
リ
ア
ー
ト
独
裁
に
置
き
換
え
る
こ
と
）
の
う
ち

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（ク
ー
ノ
ウ
の

「
批
判
者
」
た
る
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
ほ
う
が
よ
り
ま
し
だ
と
は
い
え
な
い
。
カ

ウ
ツ
キ
ー
に
と
っ
て
は
、

「共
同
生
活
」
は

「
立
法
権
、
司
法
権
、
お
よ
び

行
政
権
」
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
だ
！
）

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
移
行
は
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
の
唯
物
論
哲
学
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
、
へ
１
グ
ル
法
哲
学
の
批
判
お
よ

び
そ
の
ご
の
青
年
ヘ
ー
グ
ル
派
の
「
批
判
的
批
判
」
に
た
い
す
る
批
判
の
過

程
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
グ

ル
ス
の
発
展
の
き
わ
め
て
興
味
深
い
段
階
に
く
わ
し
く
論
及
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め
に
は
、
法
哲
学
に
か
ん
す
る
未
公
表
の

諸
論
期
ど
合
め
て
、
一
連
の
作
品
を
じ
っ
く
り
と
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
さ
し
あ
た
り
は
、
い
く
つ
か
の
、

わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
い
ま
だ
十
分
に
照
明
を
あ
て
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ

た
点
に
だ
け
考
察
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
に
さ
ほ
ど
検
討
さ
れ
て
は
こ
な
か

っ
た
問
題
と
い

え
る
の
は
た
と
え
ば
エ
ル
ブ
ェ
ン
ウ
ス
の
弟
子
た
る
当
の
ル
ー
ド
ブ
ィ
ヒ
・

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
法
の
見
方
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
ヘ
ー

グ
ル
の
法
哲
学
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
グ
ル
ス
の
の
ち
の
見
解
と
対
比
す

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
切
れ
目
の
な
い
発
展
の
糸
が
存
在
す
る
こ
と
は
容
易
に

納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
あ
る
と
こ

ろ
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。　
Ｆ
ひ
は
生
き
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
か
ら
生
き
て



い
る
か
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
．く
て
、
私
は
生
き
て
い
る
か
ら
、
生
き

る
と
い
う
論
駁
し
え
な
い
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
権
利
は
あ
る
第

二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
権
利
で
は
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
権
利
以
上
で
あ

る
も
の
、
人
定
法
で
も
な
い
も
の
―
―
そ
れ
が
権
利

〔＝
法
〕
に
先
行
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
よ
り
以
前
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ
う
書
い

て
い
る
。

「
人
間
な
し
の
、
ま
た
は
人
間
の
外
で
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
間

を
越
え
た
法
、
自
由
、
意
思
、
人
格
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
思
弁
は
、
統

一

の
な
い
、
必
然
性
の
な
い
、
実
体
の
な
い
、
地
盤
の
な
い
、
実
在
性
の
な
い

思
弁
で
あ
る
。
人
間
が
自
由
の
現
存
で
あ
り
、
人
格
の
現
存
で
あ
り
、
法

〔＝
権
利
〕
の
現
存
で
あ
る
…
…
人
間
は
、
国
家
の

ｏ
●
狩
Ｌ

り
”
●

（
一

に
し
て
全
）

〔根
本
本
質
〕
で
あ
る
。
」

一
般
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と

っ
て
は
、
法
的
な

「意
思
」
は
、

「意
欲
」
の
対
象
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
人

間
の
持
ち
前
の
本
性
、
人
間
の
自
分
自
身
に
た
い
す
る
義
務
に
よ
っ
て
も
、

決
定
づ
け
ら
れ
、
あ
ら
か
じ
あ
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で

は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
抽
象
的
な
道
徳
論
に
は
ま
り
こ
ん
で
お
り
、
社

会
関
係
の
契
機
を
す
で
に
は
つ
き
り
と
強
調
し
て
い
た
へ
１
グ
ル
に
比
べ
て

，
歩
後
退
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
エ
ン
グ
ル
ス
は
こ
う
指
摘
す
る
。

「
ヘ
ー
グ
ル
の
倫
理
学
す
な
わ
ち
人
倫
の
説
は
法
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
そ
の

う
ち
に
は
、
０
抽
象
法
、
②
道
徳
、
③
生
活
慣
習
を
な
す
倫
理
的
関
係
の
三

部
を
含
み
、
そ
し
て
こ
の
第
二
の
部
に
は
さ
ら
に
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家

が
包
括
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
式
は
こ
こ
で
は
観
念
論
的
で
あ
り
な
が
ら
、

内
容
は
こ
の
と
お
り
実
在
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で

は
こ
れ
と
反
対
で
あ
る
。
」
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

確
に
定
か
ら
れ
て
い
る
の
は
、
権
利

〔
＝
決
〕
と
法
律
と
の
相
互
関
系
で
ぁ

る
。

「根
源
的
に
は
、
権
利

〔
＝
法
〕
が
法
律
に
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
逆
に
法
律
が
権
利
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
律
は
、
権
利
で
あ

り
か
つ
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
た
ん
に
権
利

＊

＊

＊

＊

〔
＝
法
〕
を
他
の
人
々
に
と
っ
て
の
義
務
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

＊
Ｌ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
著
作
集
、
第

一
巻
、
国
営
出
版
所
、

九
二
三
年
、
三

一
九
ベ
ー
ジ

〔
「
遺
さ
れ
た
歳
言
―
―
法

（権
利
）

国
家
」
、
船
山
信

一
訳

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
全
集
』
、
第
二
巻
、

村
出
版
、
二
八
八
ペ
ー
ジ
〕
。

＊
＊
同
右
、

「
哲
学
改
革
の
た
め
の
暫
定
的
命
題
」
、
七
四
、
七
五
ペ

ー
ジ

〔松
村

一
人

・
和
田
楽
訳

『
将
来
の
哲
学
の
根
本
問
題
』
、
岩
波

文
庫
、

〓

〓

、
〓

〓
天

―
ジ
〕
。

＊
＊
＊
Ｆ

・
エ
ン
グ
ル
ス

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』

〔邦
訳
全
集
、

第
二
一
巻
、
二
九

一
ペ
ー
ジ
〕
。

＊
＊
＊
＊
著
作
集
、
第

一
巻

〔船
山
訳
、
前
掲
、
二
八
八
―
二
八
九
ペ

ー
ジ
〕
。

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
公
刊
は
、
あ
ら
た
め
て
、
青
年

ヘ
ー
グ

ル
派
に
よ
る
初
期
の
ヘ
ー
グ
ル
法
哲
学
批
判
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
態
度

経螂嘲れ時中蒙〓ツれ狙補）は垣〔同胸獄ｒたュ″】独岬棚つにい「日臓

の
よ
う
に
、
フ
が
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る

〔
ヘ
ー
グ
ル
〕
批
判
は
宗
教
だ
け

に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
一
面
的
否
定
の
性
格
を
お
び
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
は
人
間
の
自
己
疎
外
と
し
て
簡
単
に
否
定
さ
れ
、
社
会
発

一
一一一一一一

福 と 一
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展
の
一
定
の
段
階
に
お
け
る
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
出
現
の
歴
史
的
不
可
避

性
が
社
会
諸
関
係
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
．は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
青
年

ヘ
ー
グ
ル
派
に
お
け
る
法
批
判
も
、
こ
れ
と
同
様
の
抽
象
的
で
非
唯
物
論
的

な
性
格
を
お
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
グ
ル
の
法
お
よ
び
国
家
に
た
い

す
る
拝
脆
と
は
反
対
に
、
そ
れ
ら
を
等
し
く
宗
教
的
観
念
と
宣
言
す
る
と
い

う
根
拠
の
な
い
否
定
が
う
ち
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は

『聖
マ
ッ

ク
ス
』
に
お
い
て
つ
と
に
、
共
産
主
義
を

「
永
遠
の
人
権
」
と
い
う
意
味
に

解
し
よ
う
と
す
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
と
う
き
っ
ば
り
と

斥
け
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
…
…
政
治
的
お
よ
び
私
的
権
利
と
し
て
の
権

利
に
た
い
し
て
も
、

〔ま
た
そ
の
最
も

一
般
的
な
形
式
で
い
え
ば
人
権
と
し

メ
却
灘
剣
肛
難
い
れ
ば
出
一
劃
醐
｝
り
″
序
却
所
な
【
嗣
嘲
諸
鰤
現
譜
］

へ 産

―
グ
ル
派
が
法
的
関
係
を
条
件
づ
け
て
い
る
物
質
的
関
係
を
研
究
す
る
こ
と

を
ぬ
き
に
し
て
、
法
に
も
っ
ぱ
ら

「化
け
も
の
」
、

「
虚
構
」
、

「
妄
念
」

し
か
見
よ
う
と
し
な
い
の
に
た
い
し
て
も
、
否
定
的
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス

は
皮
肉
を
こ
め
て
、
こ
う
し
た
急
進
的
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
ン
テ
リ
グ
ン

ツ
ィ
ヤ
の

「批
判
的
」
な
試
み
な
る
も
の
を
こ
う
論
じ
て
い
る
。

「
進
歩
は

次
の
点
に
あ
っ
た
。

〔
み
か
け
の
う
え
で
は
〕
支
配
的
な
…
…
政
治
的
、
法

的
…
…
諸
観
念
を
宗
教
的
、
お
よ
び
神
学
的
諸
観
念
の
領
域
へ
お
さ
め
た
こ

と
、
な
お
ま
た
政
治
的
、
法
的
、
道
徳
的
意
識
を
宗
教
的
な
い
し
神
学
的
意

識
だ
と
、

〔政
治
的
、
法
的
、
道
徳
的
人
間
を
、
結
局
の
と
こ
ろ

『人
間

な
る
も
の

民
ミ

〓
ｏ
３
ｏＥ
」

を
、
宗
教
的
だ
と
―
―
マ
ル
ク
ス
の
原

文

よ
り
訳
者
補́
足
〕
宣
言
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
…
…
だ
ん
だ
ん
あ
ら
ゆ
る
支

一
三
四

配
的
関
係
を
宗
教
の
関
係
だ
と
宣
言
し
、
礼
拝
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
法
ヘ

の
礼
拝
、
国
家
へ
の
礼
拝
等
々
と
い
う
よ
う
に
。
」

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー＊
』

〔あ
と
の
方
の
傍
点
は
ラ
ズ
モ
フ
ス
キ
ー
の
引
用
原
文
に
よ
る
。
花

崎
暴
平
訳

『新
版
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
合
同
新
書
、一
一六
ペ
ー
ジ
Ｕ
。

＊
興
味
深
い
の
は
、
は
や
く
も
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
、
自
然
科
学
に

よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る

「
苦
痛
法
」
の
驀
伴
と
い
う
考
え
方
が
見
ら

れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
こ
う
し
た
一
面
的
な
形
態
で
Ｌ

・

ク
ナ
シ
プ
や
そ
の
他
の
心
理
学
的
潮
流
の
代
表
者
た
ち
に
よ
っ
て
受
け

継
が
れ
た
。

青
年
ヘ
ー
グ
ル
派
と
は
異
な
り
、
マ
ル
ク
ス
が
自
ら
に
提
起
し
た
課
題
は

雌けに意「脚剛躙な、「分、そ析、れすヽ自る、身〔刷瓢は環鋼口
「‐”薇別嗽州師臓・び

法
的
意
識
の

こ
れ
ま
で
存
在
し
て
き
た
形
態
全
体
の

〔原
文
で
は

饉
３

”
，
い
ド①
●
げ
【０ド
ｏ
『
”̈
ｏ
い
Ｊ
「０
】ｏｏ
ヽ
①の
ヽ
０■
オ
●
ド
０
●
口
０
■
●
い
言
６
い●
ｏ
（ド
‐

郎
りＮ
嗣肛
純
製
製
基
づ
〕討
辟
甲
つ決戯湖

か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
場
合
に
は
こ
の
批
判
は
、
歴
史
的
＝
生
成
論
的
な
性
格

を
お
び
る
。
す
な
わ
ち
ヽ
こ
の
批
判
は
、
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
法
的
形

態
の
発
生
と
展
開
を
よ
び
お
こ
す
原
因
の
分
析
―
―
経
済
の
実
際
的
な
分
析

そ
し
て
、
ま
た
経
済
の
変
革
を
め
ざ
す
実
際
の
闘
争
―
―
と
結
び
つ
い
て
い

る
。

『ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
は
、
ご
く
荒
削
り

な
が
ら
、
は
や
く
も
法
的
形
態
の
諸
特
質
、
す
な
わ
ち
そ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
形
態
と
し
て
の
特
殊
性
と
、
同
時
に
ま
た
階
級
的
な
経
済
的
内
容
の
必
要



な
形
式
的
媒
介
と
し
て
の
そ
れ
の
歴
史
的
不
可
避
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

択

註〔１
〕
エ
ン
グ
ル
ス
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』

爺
″訳
全
集
、
第
二
〇

巻
、
二
五
ベ
ー
ジ
）
。
レ
ー
ニ
ン
『
カ
ー
ル
・
マ
ν
ク
ス
』
）
邦
訳
全

集
、
第
二
一
巻
、
四
二
ベ
ー
ジ
）
も
参
照
せ
よ
。

〔２
〕
マ
ル
ク
ス
『経
済
学
批
判
序
説
』

（邦
訳
全
集
、
第
一
三
巻
、
六

二
八
パ
ー
ジ
）
。

〔３
〕

マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
手
紙
で
、
た
と
え
ば
こ
う
書
い
て
い
る
。

一コ
一
つ
の
幕
が
お
り
、
私
の
至
聖
な
も
の
は
ず
た
．ず
た
に
引
き
裂
か
れ

て
い
た
の
で
し
て
、
新
し
い
神
々
が
置
き
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。

私
が
―
―
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
―
―
カ
ン
ト
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
の

観
念
論
に
な
ぞ
ら
え
て
は
ぐ
く
ん
で
き
て
い
た
観
念
論
か
ら
私
は
、
現

実
的
な‐も
の
そ
の
も
の
の
う
ち
に
理
念
を
求
め
る
・と
こ
．ろ
へ
行
き
つ
き

ま
し
た
。
神
々
は
、
か
つ
て
は
天
上
に
住
ま
ち
て
い
た
と
す
れ
ば
、
今

で
は
大
地
の
申
心
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
」

（邦
訳
全
集
、
第
十四
〇

巻
―
九
ペ
ー
ジ
）

〔４
〕
マ
ル
ク
ス
『
歴
史
法
学
派
の
哲
学
圏
宣
言
』

（邦
．訳
全
集
、
第
一

巻
、
九
三
ペ
ー
ジ
）
。

〔５
〕
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
グ
ル
ス
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
第
一
巻

第
三
章
「
聖
ヤ
ッ
ク
ス
』

（邦
訳
全
集
、
第
二
巻
、
一
八
八
ペ
ー
ジ
Ｘ

マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
泉
と
法
哲
学

〔６
〕
同
右

（
一
九
〇
ペ
ー
ジ
）
。

〔７
〕
同
右

（
一
八
八
ペ
ー
ジ
）
。

〔８
〕
吉
澤
・
尾
日
訳

『
人
倫
の
形
面
上
学
』

（カ
ン
ト
全
集
、
第
一
一

業Ｃ

、
一
六
七
Ｉ
二
七
七
ペ
ー
ジ
。

〔９
〕
同
右
、
二
一
八
ペ
ー
ジ
。

〔１０
〕
同
右
、
二
〓
一天

―
ジ
。

〔１１
〕
同
右
、
一
八
四
―

一
八
五
ペ
ー
プ
。

〔・２
〕
同
右
、

一
八
四
ペ
ー
ジ
。

〔・３
〕
同
右
、
二
二
九
ペ
ー
ジ
。

〔Ｍ
〕一
マ
ル
ク
ス
、　
一
八
三
七
年
一
一
月
一
〇
日
付

『父
全
の
手
紙
』

（邦
訳
全
集
、
第
四
〇
巻
、
五
―
九
ペ
ー
ジ
）
。

〔・５‐
〕
エ
ン
グ
ル
ス
『
反
デ
■
１
リ
ン
グ
諭
』

（邦
訳
全
集
、
第
二
〇
巻

二
四
ペ
ー
ジ
）

〔・６
〕
へ
ｌ
グ
ル

（船
山
信
一
訳
）

『
精
神
哲
学
』
下
、
岩
波
文
庫
、
一

八
八
ペ
ー
ジ

（
『
エ
ン
チ
ュ
ク
壼
ペ
デ
ィ
ー
』
第
一
一・○
節
）
。

〔・７
〕
ヘ
ト
グ
ル
『
法
の
哲
学
』
第
一
〇
四
節
。

〔・８
〕
邦
訳
全
集
、
第
一
三
巻
ヽ
六
二
九
ペ
ー
ジ
。

【・９
〕
マ
ル
ク
ス
は
、

『経
済
学
批
判
序
説
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

の
べ
て
い
る
。

「
〓
…
ヘ
ー
グ
ル
が
、
主
体
の
も
っ
と
も
簡
単
な
法
駒

関
係
と
し
て
の
占
有
を
も
，
っ
て
一法
哲
学
を
始
め
て
い
る
の
は
正
し
い
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
具
体
的
な
．‐関
係
で
あ
る
家
族
や
支
配
隷
属

醐
閲

鋼

電

所、有
有、は
な

「
締

歴

．哺
独
瞥

茉

耐
憑

鮮

一
三
五
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在
す
る
、
と
言
う
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
所
有
と
の
関
係

で
見
て
、
よ
り
簡
単
な
範
疇
は
、
簡
単
な
家
族
共
同
体
ま
た
は
種
族
共

同
体
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
高
度
の

社
会
で
は
、
も
っ
と
発
達
し
た
組
織
の
よ
り
簡
単
な
関
係
と
し
て
現
わ

れ
る
。
し
か
し
、
占
有
を
そ
の
関
係
と
す
る
も
っ
と
具
体
的
な
基
体
が

い
つ
で
も
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
純
な
野
蛮
人
が
占
有
を
す

る
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は

占
有
は
法
関
係
で
は
な
い
。
占
有
が
歴
史
的
に
家
族
に
発
展
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
占
有
は
、
む
し
ろ
、　
つ
ね
に
こ
の

『
よ
り
具
体
的
な
法
的
範
疇
』
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。
」

（邦
訳
全

集
、
第

二
二
巻
、
六
二
九
ペ
ー
ジ
）

〔２０
〕

『法
の
哲
学
』
第
七

一
節
参
照
。

〔２．
〕
同
右
、
第
四
四
、
五
九
節
等
参
照
。

〔２
〕
Ｅ

・
キ
ッ
パ
ー
、
西
村
克
彦
訳

『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
』
良
書

普
及
会
、

一
九
七
九
年
、
三
二
二
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。

〔２３
〕

『法
の
哲
学
』
第

一
四
〇
節
注
解
参
照
。

〔２４
〕
こ
の
引
用
の
出
所
は
不
詳
。

『法
の
哲
学
』
第

一
九
八
節
に
は
、

「
と
こ
ろ
で
労
働
に
お
け
る
普
遍
的
で
客
観
的
な
面
は
、
そ
れ
が
抽
象

化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
抽
象
化
は
手
段
と
欲
求
と
の
種
別
化

をヽ
ひ
き
お
こ
す
と
と
も
に
生
産
を
も
同
じ
く
種
別
化
し
て
、
労、
働、
の、
分、

割

（分
業
）
を
生
み
出
す
。
個
々
人
の
労
働
活
動
は
こ
の
分
割
に
よ
っ

て
い
っ
そ
う
単
純
に
な
り
、
単
純
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
人
の
抽

象
的
労
働
に
お
け
る
技
能
も
、彼
の
生
産
量
も
、
い
っ
そ
う
増
大
す
る
」

一
三
六

（藤
野
・
赤
澤
訳
、
四
二
八
―
四
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。

〔２５
〕

『法
の
哲
学
』
、
第
一
九
八
節
参
照
。

〔“
〕
同
右
、
第
二
〇
二
節
、
同
追
加
参
照
。

〔２７
〕
同
右
参
照
。

〔２８
〕
マ
ル
ク
ス
の

「
へ
１
グ
ル
国
法
論
（第
二
六
一
節

一
第
二
一
三
節
）

の
批
判
」

（
一
八
四
三
年
執
筆
）
は
、
モ
ス
ク
フ
の
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン

グ
ル
ス
研
究
所
に
よ
っ
て
一
九
二
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
。

〔”
〕

『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
こ
の
Ｍ
・
ン
テ
ィ
ル
ナ
ー
批
判

の
部
分

（第
一
巻
第
二
章
）
は
、
一
九
〇
三
―
〇
四
年
に

ぉＪ
ｏ
ｒ
８
‥

ｏ
口
お

魚
３

の
ｏ
Ｎ
”̈
【【∽日
易
、、
に
部
分
的
に
発
表
さ
れ

（
『ド
・
イ
デ
公

表
の
は
し
り
）
、
一
九
一
三
一
九
一
九
年
に
は
ロ
シ
ア
語
訳
単
行
本
が

出

て

い

る

。

ｏ
Ｆ

角
ヽ
日
Φ
〕
竃

『
づ
目
ｏ
ｏ

●
〓

自
£

８

８

口

。

〓

”
り
〓

，

国

高ワ
。　
Ｏ
国
】
Φ
自
い
ｏ

，
　ヽ
だ
Ｆ
　ヽ
日
０
０
０
　ヽ
〇
・
【
Ｎ
Ｎ
・

〔３０
〕
邦
訳
全
集
、
第
二
巻
、
二
〇
四
ペ
ー
ジ
。

〔３．
〕

『
独
仏
年
誌
』
か
ら
の
手
紙
、
邦
訳
全
集
、
第

一
巻
、
三
八
二
―

三
八
一一天

―
ジ
。

〔”
〕

『
ヘ
ー
グ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
、
邦
訳
全
集
、
第

一
巻
、
四
二

一
ペ
ー
ジ
。

＊
追
記
―
―
フ
ィ
ヒ
テ
を
論
じ
た
部
分

（引
用
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
い

ち
い
ち
フ
ィ
ヒ
テ
の
原
文
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
不

正
確
な
訳
語
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
機
会
を
得
て
な

お
手
を
加
え
た
い
。


