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Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
『
中
立
化
と
非
政
治
化
の
時
代
』
で
、
Ａ
・
コ
ン
ト
の
「
三
段
階
法
則
」
に
影
響
を
受
け
一
六
世
紀
か
ら
二
〇
世

紀
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
精
神
の
中
心
領
域
が
次
の
よ
う
に
段
階
的
に
移
動
し
て
い
っ
た
と
述
べ
た
。
先
ず
最
初
に
一
六
世
紀
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に
あ
っ
て
中
心
領
域
を
占
め
た
の
は
〈
神
学
〉
で
あ
っ
た
が
次
の
一
七
世
紀
に
な
る
と
そ
れ
は
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
代
わ
っ
て
〈
形
而
上

学
〉
が
中
心
領
域
に
躍
り
出
さ
ら
に
一
八
世
紀
に
な
る
と
そ
れ
は
〈
道
徳
主
義
〉
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
一
九
世
紀
に
な
る
と
〈
経
済
主
義
〉

が
興
隆
し
最
後
に
二
〇
世
紀
に
な
る
と〈
技
術
信
仰
〉
―
二
一
世
紀
も
依
然
と
し
て
二
〇
世
紀
の
技
術
的
な
も
の
を
引
き
ず
っ
て
い
る
が
― 

が
中
心
領
域
を
占
め
た（（
（

。

な
る
ほ
ど
一
八
世
紀
の
ル
ソ
ー
は
道
徳
に
依
拠
し
た
「
政
治
的
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
（association politique

（」
論
を
展
開
し
た
点
で
彼

の
政
治
思
想
は
時
代
の
中
心
領
域
に
位
置
す
る
と
い
え
よ
う
が
問
題
は
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
。
一
八
世
紀
と
い
う
「
希
望
に
満
ち
た
時
代 

（an hopefull age

（」
ル
ソ
ー
が
〈
道
徳
的
政
治
思
想
〉
を
つ
く
り
え
た
の
に
対
し
、
未
だ
暗
く
先
が
容
易
に
見
え
な
い
さ
な
か
の
一
七
世
紀 

「
在
家
の
僧
侶
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
神
学
者
パ
ス
カ
ル
は
、
ま
る
で
一
七
世
紀
か
ら
逆
走
す
る
か
の
よ
う
に
依
然
と
し
て
一
六 

世
紀
ま
で
中
心
的
な
座
を
占
め
て
い
た
宗
教
観
を
提
起
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

そ
れ
を
若
干
詳
し
く
述
べ
る
と
パ
ス
カ
ル
は
古
代
か
ら
連
綿
と
続
く
神
学
的
言
説
と
し
て
の
「
神
義
論
」
や
「
救
済
神
学
」
さ
ら
に
は

「
救
済
の
方
法
」
等
を
基
軸
に
据
え
た
宗
教
観
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
人
間
観
を
提
示
し
た
が
、
ル
ソ
ー
は
神
学
的
言
説
を
「
政
治
化

（politicization

（」（
＝
「
神
学
的
言
説
」
の
「
政
治
的
言
説
」
へ
の
変
換
（
す
る
形
で
「
世
俗
化
「（secularization

（」
し
な
が
ら
彼
独
自
の
人

間
観
を
披
瀝
し
た
。そ
こ
で
二
人
の
人
間
観
の
違
い
を
特
徴
あ
る
彼
ら
の
宗
教
観
と
の
関
連
か
ら
探
る
こ
と
に
本
稿
の
課
題
を
設
定
し
た
。

そ
れ
で
は
本
稿
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
順
を
追
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
「（
一
）
パ
ス
カ
ル
の
宗
教
観
―
恩
寵
と
自
然
の
絶
対
的
対
立
」
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
一
七
世
紀
の
弟
子
ジ
ャ
ン

セ
ニ
ス
ト
の
パ
ス
カ
ル
が
五
世
紀
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
同
世
代
人
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
を
反
復
再
生
す
る
形
で

〈
半
ぺ
ラ
ジ
ア
ン
〉
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
モ
リ
ニ
ス
ト
と
厳
格
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ス
ト
を
相
手
に
論
争
を
し
た
が
、そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
め
ぐ
っ
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て
交
わ
さ
れ
た
の
か
を
説
明
す
る
。

第
二
に
「（
二
）
パ
ス
カ
ル
の
人
間
観
―
自
然
の
否
定
」
で
は
パ
ス
カ
ル
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
か
ら
に
じ
み
出
る
全
体
と
し
て
暗
く
憂

欝
な
人
間
観
を
、
最
初
に
「（
ⅰ
（「
実
在
」（
＝
宇
宙
の
な
か
の
人
間
―
存
在
の
無
意
味
性
（」、
次
に
「（
ⅱ
（「
外
観
」（
＝
神
な
き
者
の
悲
惨
さ

と
政
治
の
無
力
―
破
壊
さ
れ
た
正
義
の
秩
序
（」、最
後
に
「（
ⅲ
（
自
由
の
存
在
根
拠
―
信
仰
へ
の
跳
躍
」
の
順
で
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

さ
ら
に
第
三
に
「（
三
）
ル
ソ
ー
の
宗
教
観
―
恩
寵
と
自
然
の
対
立
か
ら
自
然
と
歴
史
の
対
立
へ
」
で
は
道
徳
の
時
代
と
な
っ
た
一
八

世
紀
に
あ
っ
て
ル
ソ
ー
が
パ
ス
カ
ル
も
そ
れ
に
従
っ
た
神
学
論
争
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
恩
寵
と
自
然
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

を
破
棄
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
代
え
て
〈
自
然
と
歴
史
（
＝
不
平
等
社
会
の
形
成
（〉
の
二
項
対
立
の
そ
れ
を
設
定
し
て
し
ま
っ
た
点
を
指

摘
す
る
。

第
四
に
「（
四
）
ル
ソ
ー
の
人
間
観
―
自
然
の
復
権
」
で
は
ル
ソ
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
ぺ
シ
ミ
ス
テ
ッ
ク
な
人
間
観
を
捨
て
建
設
的
な
人

間
観
を
構
成
し
た
が
、
そ
れ
を
「（
ⅰ
（〈
理
性
に
つ
い
て
〉」
と
「（
ⅱ
（〈
自
己
愛
と
良
心
あ
る
い
は
自
然
法
の
関
係
に
つ
い
て
〉」、
最

後
に
「（
ⅲ
（〈
自
由
の
役
割
に
つ
い
て
〉」
の
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

最
後
の
「
お
わ
り
に
―
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
で
は
宗
教
の
面
か
ら
見
る
と
パ
ス
カ
ル
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
主
義
の
復
古
を
目
論
ん
だ
の
に
対
し
ル
ソ
ー
は
反
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
的
な
ぺ
ラ
ジ
ア
ニ
ス
ム
を
有
し
て
い
た
が
二
人
の
人
間

観
の
違
い
は
宗
教
観
の
差
か
ら
出
て
く
る
の
を
再
述
し
次
に
今
後
の
課
題
と
し
て
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
的
の
な
か
で
要
に
な
る
と
思
わ
れ

る
平
等
論
が
も
つ
現
代
的
意
義
を
若
干
述
べ
る
。
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（
一
） 

パ
ス
カ
ル
の
宗
教
観
―
恩
寵
と
自
然
の
絶
対
的
対
立

ユ
ダ
ヤ
系
ロ
シ
ア
人
作
家
ワ
シ
リ
ー
・
グ
ロ
ス
マ
ン
は
小
説
『
万
物
は
流
転
す
る
』
の
「
一
三
章
」
で
、
主
人
公
イ
ア
ン
・
グ
レ
ゴ
ー

リ
エ
ヴ
ィ
チ
の
口
を
か
り
流
刑
地
に
流
さ
れ
た
一
人
の
女
性
徒
刑
囚
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
（
マ
ー
シ
ャ
・
リ
ュ
ー
ピ
ー
モ
ア
（
の
涙
な
く
し
て
は

到
底
読
め
な
い
悲
劇
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
は
最
末
期
に
近
づ
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
全
体
主
義
的
政
治
体

制
の
も
と
で
、
夫
ア
ン
ド
レ
イ
に
不
利
な
証
言
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
当
局
の
咎
め
を
う
け
、
夫
と
幼
い
娘

ユ
ー
リ
カ
か
ら
引
き
離
さ
れ
極
寒
の
地
シ
ベ
リ
ア
・
コ
ル
イ
マ
に
流
刑
さ
れ
、
ラ
ー
ゲ
リ
の
看
手
や
同
じ
徒
刑
囚
仲
間
か
ら
打
擲
さ
れ
凌

辱
さ
れ
な
が
ら
も
ひ
た
す
ら
夫
と
我
が
子
の
生
存
を
願
い
、
二
人
が
自
分
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
の
を
信
じ
再
び
相
ま
み
え
る
こ
と
に
一

縷
の
望
み
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
生
き
抜
こ
う
と
す
る
が
、
や
が
て
そ
の
望
み
が
な
い
の
を
察
知
し
た
と
き
絶
望
し
悲
劇
的
な
死
を
迎
え
る
。

過
酷
な
状
況
の
も
と
で
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
に
今
を
生
き
抜
く
力
を
与
え
た
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
夫
と
娘
が
自
分
の
帰
り
を
待
っ
て

い
る
と
い
う
希
望
で
あ
り
そ
れ
が
彼
女
に
と
っ
て
の
〈
存
在
の
意
味
〉
で
あ
っ
た
。
道
路
の
補
修
工
事
に
駆
り
出
さ
れ
た
マ
ー
シ
ェ
ン
カ

と
二
人
の
女
性
は
、
重
労
働
の
た
め
に
鉛
の
よ
う
に
重
く
な
っ
た
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
ラ
ー
ゲ
リ
に
帰
る
途
中
自
由
民
が
住
む
家
並
み

を
通
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
住
居
に
は
か
つ
て
モ
ス
ク
ワ
の
我
が
家
に
あ
っ
た
も
の
と
似
た
カ
ー
テ
ン
が
か
か
っ
て
い
る
の
を
、
ま
た
学

校
カ
バ
ン
を
も
っ
た
女
の
子
が
「
規
制
強
化
ラ
ー
ゲ
リ
の
所
長
の
家
」
に
入
っ
て
い
く
の
を
黙
っ
て
見
て
い
た
。
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
と
仲
間

の
二
人
の
女
性
は
憂
欝
な
気
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
材
木
倉
庫
の
そ
ば
で
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
て
き
た
「
陽
気
な
ダ
ン
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
を

耳
に
す
る
と
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
は
一
瞬
嬉
し
そ
う
な
表
情
を
し
た
が
突
然
胸
を
突
か
れ
た
よ
う
に
沈
鬱
な
表
情
に
変
わ
り
泣
き
始
め
た
。
空
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を
見
上
げ
て
も
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
と
ま
ら
な
い
。
彼
女
に
つ
ら
れ
る
よ
う
に
他
の
二
人
も
泣
き
出
し
た
。
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
は
突
然
気

づ
い
た
の
だ
。
幼
子
ユ
ー
リ
カ
は
も
は
や
ど
こ
に
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
の
を
、
ま
た
夫
は
銃
殺
さ
れ
此
の
世
に
い
な
い
の
を（（
（

。

そ
の
日
か
ら
一
年
後
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
は
自
由
の
身
と
な
っ
た
が
病
の
身
に
な
り
お
よ
そ
寒
さ
を
し
の
げ
そ
う
に
も
な
い
半
地
下
室
の
板

張
り
の
床
に
横
た
わ
っ
て
い
た
が
そ
こ
で
命
が
尽
き
た
。
衛
生
兵
た
ち
が
ラ
ー
ゲ
リ
の
廃
材
で
作
ら
れ
た
小
さ
な
箱
に
入
れ
ら
れ
た
彼
女

を
こ
れ
が
見
納
め
と
ば
か
り
上
か
ら
覗
き
込
む
と
彼
女
の
顔
に
は
倉
庫
の
そ
ば
で
見
せ
た
あ
の
時
の
表
情
、
最
初
は
喜
び
の
だ
が
直
ち
に

希
望
が
失
せ
て
し
ま
っ
た
あ
の
表
情
が
そ
の
ま
ま
現
れ
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
人
間
に
と
っ
て
〈
存
在
の
意
味
あ
る
い
は
そ
の
義
務
〉
は
〈
自
己
が
他
者
に
問
う
こ
と
〉
に
で
は
な
く
ま
し
て
や
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
『
存
在
と
時
間
』
で
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
に
〈
自
己
が
自
己
に
問
う
〉
こ
と
に
で
も
な
く
、
Ｖ
・
フ
ラ
ン
ク
ル

が
『
死
と
愛
』
で
適
切
に
い
っ
た
よ
う
に
自
己
が
〈
他
者
か
ら
問
わ
れ
る
〉
こ
と
に
あ
る
の
が
分
か
ろ
う（（
（

。
マ
ー
シ
ェ
ン
カ
は
、
二
人
が

此
の
世
に
い
る
の
か
い
な
い
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
二
人
の
た
め
に
生
き
抜
く
義
務
感
或
い
は
存
在
の
意
味
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
が
ご
く
稀
に
味
わ
う
か
も
知
れ
な
い
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
挫
折
を
慰
撫
す
る
た
め
に
既
に
古
代
の
「
超
人
間
的
な
も
の
の
俳
優
」

（
Ｆ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
で
あ
っ
た
「
僧
侶
」
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
。〈
奴
隷
よ
、
野
ざ
ら
し
の
死
を
嘆
く
な
。

天
が
ヴ
ェ
ー
ル
、
地
が
お
棺
、
神
は
見
て
い
る
〉
と
。
ヴ
ィ
コ
は
『
新
し
い
学
』
で
「
人
間
性
（hum

anitas

（」
の
語
源
を
「
埋
葬
す
る

こ
と
（hum

ando

（」
に
求
め
た
が
、
奴
隷
を
埋
葬
も
し
な
い
主
人
は
人
間
以
下
の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
古
代
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
人
間
に
存
在
の
意
味
を
課
す
者
と
し
て
〈
永
遠
に
死
な
な
い
他
者
〉
つ
ま
り
神
な
る
者
を
つ
く
り
上
げ
た
と
い

え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
『
旧
約
聖
書
』
の
「
コ
へ
レ
ト
の
言
葉
」
に
次
の
よ
う
な
極
端
と
思
え
る
言
葉
が
あ
る
。「
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ

か
ら
も
あ
り
か
つ
て
起
こ
つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
も
起
こ
る
。
太
陽
の
下
、
新
し
い
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
」（

（
（

。
歴
史
的
出
来
事
は
反

復
再
生
的
に
起
こ
る
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
が
思
想
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
五
世
紀
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
『
自

然
に
つ
い
て
』
を
書
い
た
ブ
リ
テ
ン
島
の
説
教
師
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
間
で
「
救
済
（salvatio

（」
を
め
ぐ
る
論
争
が
勃
発
し
た
が
、
そ
の
要

点
は
神
が
ど
の
よ
う
な
手
立
て
に
よ
っ
て
人
間
を
救
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
救
済
は
神
の
〈「
恩

寵
（gratia

（」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
か
〉
そ
れ
と
も
人
間
の
〈「
自
然
（natura

（」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
か
〉
と
い
う
〈
恩
寵
対
自
然
〉

の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
救
済
恩
寵
説
」
を
採
っ
た
が
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
自
然
と
し
て
の
「
自
由
恩

寵
説
」
を
唱
え
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
前
の
神
学
者
は
総
じ
て
「
ヘ
レ
ニ
ス
ト
（H

ellenist

（」
で
あ
り
ス
ト
ア
主
義
哲
学
の
影
響
を

受
け
宇
宙
に
内
在
す
る
「
理
（logos

（」
を
神
と
見
、
そ
の
「
理
＝
運
命
」
に
自
ら
の
力
で
従
う
こ
と
に
自
由
が
あ
る
と
す
る
説
を
可
能

な
限
り
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、そ
の
延
長
線
上
に
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
い
た
。
だ
が「
ヘ
ブ
ラ
イ
ス
ト（H

ebraist

（」の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
は
彼
に
逆
ら
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
三
世
紀
に
な
る
と
中
世
最
大
の
神
学
者
と
い
わ
れ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
現
れ「
恩

寵
は
自
然
を
廃
し
な
い
む
し
ろ
そ
れ
は
自
然
を
完
成
す
る
（gratia naturam

nontollit,sed perficit

（」
と
い
い
、
神
に
向
か
お
う
と
す
る

人
間
の
自
然
と
し
て
の
自
由
意
志
に
あ
る
程
度
の
意
義
を
認
め
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
最
終
的
に
は
「
恩
寵
の
機
関
」
た
る
「
教
会
」
が

そ
れ
を
執
行
す
る
と
い
っ
た
と
き
彼
は
「
半
ぺ
ラ
ジ
ア
ン
（sem

i-pélagiene

（」
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
の
ヴ
ァ
チ
カ
ン
法
王

庁
に
服
属
す
る
神
学
者
は
総
じ
て
半
ぺ
ラ
ジ
ア
ン
で
あ
り
一
六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
人
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
モ
リ
ナ
（Luis de M

olina

（
も
ま

た
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
あ
き
も
せ
ず
一
六
世
紀
の
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
さ
ら
に
は
一
七
世
紀
の
パ
ス
カ
ル
は
延
延
と
む
し
か

え
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
先
ず
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
（janséniste

（」
の
パ
ス
カ
ル
を
検
討
し
よ
う
。「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
あ
る
い
は
ク
ェ
ー
カ
ー
の
宗
教
」（

（
（

に
似
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
パ
ス
カ
ル
は
二
つ
の
敵
と
二
正
面
作
戦
を
展
開
し
た
が
、
そ
の
敵
の
ひ
と
つ
は
半
ぺ
ラ
ジ
ア
ン
の
「
モ
リ
ニ

ス
ト
（m

oliniste

（」
で
あ
り
も
う
ひ
と
つ
は
厳
格
な
「
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ス
ト
（calviniste

（」
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
二
つ
の
敵
同
士
の
戦
い
は
古
く
五
世
紀
の
「
恩
寵
の
み
（sola gratia

（」
に
よ
っ
て
救
済
し
よ
う
と
す
る
「
救
済
恩

寵
説
」
を
唱
え
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
「
自
由
恩
寵
説
」
を
唱
え
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
ま
で
遡
る
。
以
後
近
代
ま
で
延
延
と
双
方
の
戦
い

は
続
く
が
、
こ
れ
か
ら
パ
ス
カ
ル
が
敵
に
回
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ス
ム
と
モ
リ
ニ
ス
ム
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
弟

子
た
ち
」
を
自
称
す
る
自
己
の
立
場
を
表
明
し
た
か
を
『
恩
寵
論
（Sur la grace

（』
を
読
み
な
が
ら
説
明
し
よ
う
。

最
初
に
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ス
ム
の
教
え
を
見
て
い
こ
う
。
先
回
り
し
て
述
べ
れ
ば
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
者
も
反
宗
教
改
革
者
も
み
な
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
「
救
済
神
学
」（
堕
罪
前
か
ら
堕
罪
を
潜
っ
て
救
済
に
至
る
「
三
段
階
説
」（
を
踏
襲
し
て
い
る
点
、
さ

ら
に
は
救
霊
「
二
重
予
定
説
」
を
採
用
し
て
い
る
点
で
は
同
じ
だ
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
神
が
二
重
予
定
を
い
つ
決
め
た
か
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
神
が
人
類
を
造
ら
れ
た
ま
さ
に
そ
の
時
「
絶
対
的
意
志
（volonté absolue

（」
に
よ
っ
て
〈
救
わ
れ

る
者
と
地
獄
に
落
ち
る
者
を
あ
ら
か
じ
め
予
定
し
て
い
た
〉
と
い
う
「
堕
罪
前
予
定
説
（supralapasarinism

（」（
（
（

を
唱
え
た
が
、
パ
ス
カ

ル
は
そ
の
よ
う
な
説
は
信
者
を
絶
望
の
淵
に
追
い
や
り
か
ね
な
い
あ
ま
り
に
も
残
酷
な
説
で
あ
る
と
い
い
、
神
は
堕
罪
前
で
は
な
く
堕
罪

後
に
救
済
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
と
す
る
「
堕
罪
後
予
定
説
（infralapasarianism

（」
を
採
用
し
た
。
パ
ス
カ
ル
は
堕
罪
以
前
神
は

す
べ
て
の
者
を
平
等
に
救
お
う
と
す
る
「
堕
罪
前
一
般
意
志
（pre-Fall volonté générale

（」（
（
（

を
も
っ
て
い
た
が
、
堕
罪
後
は
ご
く
少
数

の
選
ん
だ
者
し
か
救
わ
な
い
と
い
う
不
平
等
を
是
と
す
る
「
特
殊
意
志
（volonté particuliére

（」
を
も
っ
た
と
い
っ
た
。

次
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
モ
リ
ナ
の
教
え
で
あ
る
モ
リ
ニ
ス
ム
を
見
よ
う
。
イ
エ
ズ
ス
会
も
人
間
の
悪
に
対
し
神
の
〈
義
し
さ
（
＝
無
罪
（〉
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を
唱
え
る
「
神
義
論
（théodicée

（」
―
こ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
作
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
―
を
前
提
に
罪
の
帰
責
根
拠
を
人
間

の
自
然
と
し
て
の
自
由
に
求
め
る
。「
原
罪
（péche originélle

（」
説
と
二
重
「
予
定
（preadestinato

（」
説
の
二
つ
を
認
め
る
が
、
半
ぺ

ラ
ジ
ア
ン
の
モ
リ
ニ
ス
ト
は
、
そ
れ
が
も
つ
峻
厳
さ
を
緩
め
る
。
彼
の
先
輩
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
な

る
ほ
ど
ア
ダ
ム
は
原
罪
を
犯
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
子
孫
ま
で
が
バ
ラ
モ
ン
―
ヒ
ン
ズ
ー
教
的
な
「
業
（karm

an

（」

と
そ
の
「
輪
廻
（sam

sara

（」
に
よ
っ
て
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
そ
の
罪
を
背
負
わ
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
、
ま
た
予
定
を
宿
命
と
し
て

甘
受
す
る
必
要
も
な
い
、
と
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
既
に
ユ
ダ
ヤ
教
左
派
に
属
し
か
つ
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
宗
教
改
革
運
動
」
の
リ
ー
ダ
ー
で

あ
っ
た
イ
エ
ス
が
述
べ
て
い
た
の
は
次
の
言
葉
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
人
は
自
分
の
罪
の
ゆ
え
に
死
ぬ
。
だ
れ
で
も
酸
い
ぶ
ど
う

を
食
べ
れ
ば
、自
分
の
歯
が
浮
く
」（

（
（

。ト
マ
ス
を
通
し
て
入
っ
て
き
た
ヘ
レ
ニ
ス
ト
の
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
の
教
え
を
我
が
も
の
と
し
た
モ
リ
ナ
は
、

ど
ん
な
に
最
終
的
に
恩
寵
の
機
関
で
あ
る
教
会
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
人
間
の
意
志
の
力
に
よ
っ
て
自
己
の
救
済
を
図
っ
て

い
こ
う
と
す
る
努
力
を
認
め
る
と
き
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
説
に
傾
い
て
い
た
。

パ
ス
カ
ル
は
こ
の
よ
う
な
モ
リ
ニ
ス
ト
の
教
え
を
「
神
か
ら
い
っ
さ
い
の
絶
対
の
意
志
を
除
き
去
り
、
救
い
も
地
獄
落
ち
も
、
す
べ
て

人
間
の
意
志
で
ど
う
で
も
で
き
る
」（

（
（

と
い
っ
て
い
る
点
で
極
め
て
神
を
冒
瀆
す
る
も
の
だ
と
決
め
つ
け
、こ
の
よ
う
な
モ
リ
ニ
ス
ム
を
「
人

間
を
甘
や
か
す
」
も
の
で
し
か
な
い
と
非
難
し
た
。

こ
の
よ
う
に
恩
寵
と
自
然
の
対
立
緊
張
関
係
を
緩
め
、神
を
蔑
ろ
に
し
か
ね
な
い
と
指
弾
さ
れ
た
モ
リ
ニ
ス
ム
を
ど
の
よ
う
に
弁
護
で
き

る
と
い
う
の
か
。
Ｔ
・
ト
ド
ロ
フ
は
『
民
主
主
義
の
内
な
る
敵
』
の
「
第
二
章　

古
来
の
論
争
」
で
―
最
終
的
に
は
彼
を
批
判
す
る
が
― 

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
「
シ
ラ
書
」（
集
会
の
書
（
に
あ
る
「
主
が
初
め
に
人
間
を
造
ら
れ
た
時
、
自
分
で
判
断
す
る
力
を
お
与
え
に
な
っ
た
」（

（1
（

と
い

う
言
葉
に
注
目
し
、
神
と
い
う
他
者
の
力
に
頼
ら
ず
ひ
た
す
ら
自
己
の
自
然
と
し
て
の
意
志
の
力
を
信
用
し
そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
を
図
っ
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て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
人
間
の
責
任
の
重
さ
を
強
調
し
た
の
だ
と
見
た
が
、
こ
れ
は
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
の
正
し
い
理
解
に
思
え
る
。
こ
の
よ

う
な
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
の
教
え
は
〈
一
種
の
宗
教
的
自
由
主
義
〉
あ
る
い
は
〈
宗
教
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
〉
に
落
着
す
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

（
二
） 

パ
ス
カ
ル
の
人
間
観
―
自
然
の
否
定

パ
ス
カ
ル
は
徹
底
し
た
「
超
自
然
主
義
（supernaturalism

（」（
（（
（

を
唱
え
た
た
め
に
人
間
の
自
然
を
悲
観
的
に
捉
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

先
に
述
べ
て
お
こ
う
。
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
移
る
に
つ
れ
て
知
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
神
学
か
ら
形
而
上
学
あ
る
い
は
哲
学
に
変
化
し

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ス
カ
ル
は
依
然
と
し
て
古
代
か
ら
中
世
そ
し
て
近
代
初
期
ま
で
一
貫
し
て
流
れ
た
古
く
さ
い
救
済
神
学
の
下

で
思
考
を
巡
ら
せ
た
。
周
知
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
「
目
的
（telos

（」
は
人
類
の
救
済
に
あ
っ
た
が
救
済
の
方
法
を
図
式
化
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。〈
神
の
恩
寵
を
と
お
し
た
彼
岸
で
の
魂
の
救
済
へ
〉。
だ
が
こ
れ
を
一
七
世
紀
パ
ス
カ
ル
と
同
世
代
人

の
政
治
哲
学
者
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
政
治
化
し
な
が
ら
世
俗
化
し
〈
地
上
の
神
（
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
の
国
家
権
力
を
と

お
し
た
此
岸
で
の
生
命
の
救
済
へ
〉
と
切
り
換
え
て
し
ま
っ
た（（1
（

。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
思
想
を
知
っ
て
は
い
た
だ
ろ
う
が
、
パ
ス
カ
ル
は
人

間
観
を
今
触
れ
た
古
い
救
済
神
学
の
枠
内
で
展
開
し
て
い
た
の
で
彼
の
よ
う
な
政
治
的
な
枠
組
み
を
設
定
し
そ
の
な
か
で
思
想
を
構
成
す

る
こ
と
な
ど
考
え
も
つ
か
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
知
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

な
が
ら
パ
ス
カ
ル
の
人
間
観
を
最
初
に
「（
ⅰ
（「
実
在
」（
＝
宇
宙
の
な
か
の
人
間
―
存
在
の
無
意
味
性
（」、
次
に
「（
ⅱ
（「
外
観
」（
＝
神
な

き
者
の
悲
惨
さ
と
政
治
の
無
力
―
破
壊
さ
れ
た
正
義
の
秩
序
（」、
そ
し
て
最
後
に
「（
ⅲ
（
自
由
の
存
在
根
拠
―
信
仰
へ
の
跳
躍
」
の
三
点
か
ら

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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先
ず
最
初
に
「（
ⅰ
（「
実
在
」（
＝
宇
宙
の
な
か
の
人
間
―
存
在
の
無
意
味
性
（」
を
検
討
す
る
。
パ
ス
カ
ル
は
食
卓
に
つ
く
と
き
左
側
に
は

暗
い
底
知
れ
ぬ
闇
が
あ
り
そ
こ
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
恐
怖
感
に
駆
ら
れ
左
側
に
椅
子
を
積
み
上
げ
食
事
を
し
た
と

い
わ
れ
る
。
既
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
を
臨
床
医
学
的
に
診
断
で
き
な
い
し
あ
る
い
は
「
病
跡
学
（pathography

（」
的
に
確
か

な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
を
Ｆ
・
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
は
「
小
児
性
神
経
症
の
病
い
」（

（1
（

の
現
れ
だ
と
い
っ
た
。「
関
係
の
病
」
と
い
わ
れ
る

神
経
症
は
自
己
の
病
を
知
ら
な
い
精
神
病
―
そ
れ
ゆ
え
に
治
り
に
く
い
―
と
は
異
な
り
、
自
ら
そ
の
病
を
知
っ
て
い
る
病
な
の
で
適
切
に

治
療
す
れ
ば
治
る
と
い
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
パ
ス
カ
ル
の
神
経
病
の
原
因
は
家
族
の
な
か
で
不
断
に
漂
っ
て
い
た
陰
鬱
な
死
へ
の
不
安
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
人
間
は
終
生
不
安
を
抱
き
続
け
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
を
フ
ー
コ
ー
（M

.Foucault

（
は
『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』

で
「
存
在
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
で
あ
る
と
い
い
、
不
安
が
る
理
由
を
人
間
が
心
に
抱
え
込
む
〈
矛
盾
或
い
は
葛
藤
〉
に
求
め
た
。
人
間
は
矛

盾
葛
藤
を
解
決
せ
ず
ご
ま
か
し
な
が
ら
生
き
る
な
ら
ば
し
ば
し
ば
不
安
発
作
を
起
す（（1
（

。
確
か
に
神
経
症
患
者
は
奇
妙
な
行
動
を
と
る
。
そ

れ
を
〈
手
洗
い
神
経
症
〉
を
例
に
と
り
見
よ
う
。
洗
面
所
で
手
を
石
鹸
で
そ
れ
こ
そ
血
が
滲
み
で
る
ま
で
洗
っ
て
い
る
人
間
が
い
る
と
す

る
。
本
人
も
自
分
が
常
軌
を
逸
し
た
行
為
を
し
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
の
だ
が
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
止
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
不
安
発
作

を
沈
め
抑
え
よ
う
と
す
る
行
為
だ
が
不
安
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
行
為
を
止
め
よ
と
い
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
立
て
が

あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
行
為
に
は
心
の
奥
底
に
沈
ん
で
存
在
す
る
も
っ
と
〈
大
き
な
病
〉
を
手
洗
い
と
い
う
〈
小
さ
な
病
〉
で
や
り
過

ご
す
と
い
う
戦
略
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
な
る
と
神
経
症
は
一
種
の
〈
疾
病
利
得
〉
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

小
児
性
神
経
症
患
者
と
想
わ
れ
る
パ
ス
カ
ル
は
決
し
て
自
己
に
内
在
す
る
矛
盾
や
葛
藤
の
上
に
寝
そ
べ
ら
ず
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
が
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
か
を
探
る
前
に
矛
盾
を
ど
う
捉
え
た
か
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
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彼
は
そ
れ
を
〈
自
然
の
な
か
の
人
間
〉
と
〈
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
〉
の
対
立
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
が
、
問
題
は
彼
が
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。敢
え
て
そ
の
糸
口
を
求
め
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
生
涯
で
真
夜
中
二
度
起
き
た〈
回
心（conversion

（〉

―
こ
れ
が
解
決
に
な
る
と
い
え
る
な
ら
ば
だ
が
―
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
〈
神
の
前
に
安
ら
う
自
分
〉
を
感
じ
心
の
平

穏
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
死
の
不
安
に
怯
え
な
が
ら
も
そ
れ
を
耐
え
抜
く
生
き
方
あ
る
い
は
方
法
そ
れ
が
宗
教
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

パ
ス
カ
ル
は
生
き
た
ま
ま
天
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
の
ル
ソ
ー
は
、
先
に
パ
ス
カ
ル
が
提
起
し
た
言
葉
を
「
存
在
（être

（」（
＝

自
己
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
（
と
「
外
見
（paraître

（」（
＝
他
者
の
「
眼
差
し
（regard

（」
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
（
の
矛
盾
と
い
う
言
葉
に
置

き
換
え
な
が
ら
受
け
継
い
だ
が
、
そ
の
意
味
内
容
と
進
路
の
方
向
は
パ
ス
カ
ル
と
は
全
く
異
な
る
。
パ
ス
カ
ル
は
現
実
を
否
定
し
た
ま
で

は
よ
か
っ
た
が
、
そ
の
後
否
定
し
た
現
実
か
ら
遁
走
し
て
し
ま
っ
た
。
ル
ソ
ー
も
ま
た
現
実
を
否
定
し
た
が
パ
ス
カ
ル
と
は
違
い
現
実
を

変
革
し
よ
う
と
し
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
同
様
ル
ソ
ー
は
地
を
這
う
方
向
に
歩
を
進
め
た
の
だ
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
古
代
か
ら
つ
い
最
近
ま
で
夜
は
暗
闇
の
世
界
で
あ
り
と
て
も
人
が
歩
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
天
空
を
見

上
げ
れ
ば
満
天
に
輝
く
星
、
し
か
も
そ
れ
は
規
則
正
し
く
転
回
し
て
い
る
。
ス
ト
ア
主
義
哲
学
者
は
こ
の
宇
宙
の
「
法
則
＝
理
」
を
神
と

看
做
し
、
宇
宙
に
内
在
す
る
「
理
＝
神
」
に
自
発
的
に
従
い
〈
ア
パ
テ
ィ
ア
（
魂
の
平
静
（〉
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
自
由
の
極
致
で
あ
る

と
捉
え
た
。
た
が
パ
ス
カ
ル
は
ス
ト
ア
主
義
の
こ
の
よ
う
な
宇
宙
観
に
は
与
し
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間
を
広
大
無
辺
な
宇
宙
と
い
う 

「
自
然
の
辺
鄙
な
片
隅
」
に
単
独
で
孤
独
な
ま
ま
生
き
死
な
ざ
る
を
え
な
い
者
と
し
て
描
い
た
が
、
こ
れ
は
二
〇
世
紀
以
降
の
人
間
が
置

か
れ
て
い
る
精
神
状
況
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
中
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
に
あ
た
る
一
七
世
紀
は
「
科
学
革
命
」
の
時
代
と
い
わ
れ
る
が
、
じ
つ
は
そ
の
モ
ッ
ト
ー
は
ラ

テ
ン
語
の
〈
我
々
は
何
も
「
知
ら
な
い
（ignoram

us

（」〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
的
価
値
を
壊
し
た
が
新
し
い
価
値
を
未
だ
明
確
な
形
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で
つ
く
り
出
す
ま
で
に
は
い
っ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
価
値
の
〈
エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト
〉
の
時
代
で
の
人
間
の
精
神
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
の
が
『
パ
ン
セ
』
の
「
宇
宙
論
（cosm

ologie

（」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
つ
て
人
間
は
全
て
を
知
っ
て
い
る
神
を
除

き
万
物
の
頂
点
に
立
ち
ま
た
中
心
を
占
め
る
者
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
広
漠
た
る
無
限
大
の
宇
宙
と
極
小
世
界
の
「
中
間
（m

illieu

（」
に

い
て
双
方
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
じ
つ
に
か
よ
わ
い
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
の
真
ん
中
で
ど
ち
ら
に
行
っ
た
ら

よ
い
か
わ
か
ら
ず
途
方
に
暮
れ
今
に
も
泣
き
だ
し
そ
う
な
小
さ
な
子
供
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
そ
の
人
で
も
あ
っ
た

ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
は
『
道
徳
の
系
譜
』
で
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
来
人
間
は
あ
る
斜
面
に
落
ち
込
ん
だ
よ
う
だ
、

―
い
ま
や

人
間
は
、い
よ
い
よ
速
力
を
ま
し
て
中
心
点
か
ら
転
落
し
て
い
く

―
ど
こ
へ
？
虚
無
の
な
か
へ
？
」（

（1
（

と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
〈
虚

無
の
な
か
〉
で
人
間
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
に
い
え
ば
生
き
つ
つ
あ
る
時
は
死
に
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
生
が
削
除
さ
れ
て
い

く
」
つ
ま
り
「
死
の
中
に
あ
る
」（

（1
（

の
だ
。
人
間
は
意
味
も
な
く
存
在
し
そ
し
て
意
味
も
な
く
こ
の
世
を
去
っ
て
い
く
し
か
な
い
存
在
で
あ

る
。
だ
が
、
と
パ
ス
カ
ル
は
い
う
。
死
ん
だ
物
質
の
塊
で
あ
る
宇
宙
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
が
人
間
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
そ

こ
に
人
間
の
偉
大
さ
が
あ
る
の
だ
と
、
何
か
強
が
り
め
い
た
こ
と
を
い
う
。

意
外
に
思
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
パ
ス
カ
ル
や
ル
ソ
ー
そ
し
て
カ
ン
ト
ま
で
自
己
を
含
む
対
象
を
捉
え
る
方

法
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
素
朴
か
厳
密
か
の
違
い
は
あ
る
が
お
よ
そ
似
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
パ
ス
カ
ル
も
ま
た
そ
の
方

法
と
し
て
事
実
を
つ
か
む
た
め
に
は
「
感
覚
」
が
、
論
理
的
な
も
の
（
例
え
ば
数
学
な
ど
（
つ
か
む
た
め
に
は
「
理
性
」
が
、
最
後
に
感
覚

や
理
性
で
は
決
し
て
認
識
で
き
な
い
超
越
的
な
も
の
を
つ
か
む
た
め
に
は
「
聖
書
の
教
え
」
を
〈
信
じ
る
〉
と
い
っ
た
三
種
類
が
あ
る
の

を
我
々
に
示
し
た
。
こ
こ
で
よ
り
詳
し
く
扱
い
た
い
の
は
理
性
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
繰
り
返
す
と
た
ん
な
る
死
ん
だ
物
質
の
塊
と
し

て
の
無
限
な
宇
宙
は
己
を
知
ら
な
い
が
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
取
る
に
足
り
な
い
、
や
が
て
死
ん
で
無
と
な
る
人
間
は
そ
れ
を
理
性
に
よ
っ
て
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知
っ
て
い
る
。
確
か
に
そ
れ
は
偉
大
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
人
間
は
理
性
に
よ
っ
て
は
神
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
た
だ
信
仰
に
す
が
っ

て
神
の
存
在
を
信
じ
る
し
か
な
い
。

し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
禁
を
破
っ
た
と
い
っ
て
パ
ス
カ
ル
は
非
難
す
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
デ
カ
ル
ト
は
『
方
法
序
説
』

で
〈
自
己
の
存
在
証
明
か
ら
神
の
存
在
証
明
を
経
由
し
最
後
に
物
質
の
存
在
証
明
〉
に
向
か
う
が
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
自
己
存
在
の
証
明

か
ら
神
の
存
在
を
導
出
す
る
方
法
で
あ
る
。
最
初
に
彼
は
〈
疑
う
私
の
存
在
を
疑
う
私
の
意
識
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
〉
と
い
い
、
そ

こ
か
ら
私
の
存
在
を
確
信
す
る（（1
（

。
次
に
そ
の
私
な
る
者
は
絶
え
ず
〈
疑
い
の
状
態
〉
に
置
か
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
〈
無
知
の
状
態
〉
を
、

そ
し
て
無
知
は
〈
不
完
全
性
〉
を
意
味
す
る
と
い
う
。
だ
が
彼
に
よ
れ
ば
人
間
は
「
完
全
者
の
観
念
」
を
自
己
内
部
に
も
つ
が
こ
の
観
念

は
感
覚
を
と
お
し
て
内
部
に
入
っ
て
き
た
観
念
で
は
な
い
。
こ
の
観
念
は
「
生
得
観
念
（idées innées

（」
と
し
て
我
々
の
内
部
に
あ
る
。

後
の
ル
ソ
ー
も
そ
れ
を
否
定
す
る
が
「
生
得
的
感
情
（sentim

ent innée

（」
だ
け
は
肯
定
す
る
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
不
完
全
な
も
の
か
ら
完
全
な
も
の
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
に
い
う
者
が
い
れ
ば
そ

の
よ
う
な
者
は
背
理
を
犯
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。〈
我
は
神
が
存
在
す
る
と
思
う
。
ゆ
え
に
神
は
存
在
す
る
〉。
デ
カ
ル
ト
は

完
全
者
の
「
観
念
（
＝
本
質
（」
か
ら
完
全
者
の
「
実
在
」
を
導
出
し
た
後
、
最
後
に
「
物
体
的
事
物
」
の
存
在
証
明
に
向
か
う
。
デ
カ
ル

ト
は
事
物
を
メ
カ
ニ
カ
ル
に
動
く
も
の
と
見
、
ま
た
人
間
の
精
神
と
肉
体
は
「
松
果
腺
」
と
い
う
一
種
の
「
伝
導
ベ
ル
ト
」
に
媒
介
さ
れ

統
一
体
と
し
て
動
く
と
い
う
。
デ
カ
ル
ト
の
神
は
機
械
を
作
り
操
作
す
る
「
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
」（

（1
（

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、こ
の
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
は
無
精
者
で
自
分
が
造
っ
た
機
械
を
そ
の
ま
ま
放
り
っ
ぱ
な
し
で
手
入
れ
も
し
な
い
。

神
の
観
念
か
ら
神
の
実
在
を
導
き
出
す
。
デ
カ
ル
ト
は
依
然
と
し
て
中
世
的
な
「
実
在
論
者
（réaliste

（」
で
あ
り
、
パ
ス
カ
ル
は
こ

れ
は
土
台
無
理
な
話
で
あ
り
ま
た
神
を
冒
瀆
す
る
と
い
っ
て
許
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
デ
カ
ル
ト
批
判
を
通
じ
て
彼
の
理
性
へ
の
過
信
あ
る
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い
は
理
性
の
誤
っ
た
使
用
を
戒
め
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
〈
腐
敗
し
た
理
性
〉
で
あ
り
、
理
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
あ
く
ま
で

信
仰
の
み
に
よ
っ
て
の
み
神
の
存
在
は
〈
感
じ
ら
れ
る
〉
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
観
は
後
の
カ
ン
ト
の
「
悟
性
」
の
限
界
を
予
告

あ
る
い
は
予
言
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
四
三
七
で
神
義
論
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
も
し
人
間
が
神
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
な

ぜ
神
に
あ
っ
て
の
み
幸
福
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
人
間
が
神
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
神
に
逆
ら
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
」（

（1
（

。
パ
ス
カ
ル
が
こ
の
文
章
で
い
い
た
か
っ
た
の
は
こ
の
矛
盾
を
止
揚
す
る
の
は
宗
教
（
信
仰
（
だ
け
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。

「
歴
史
的
背
景
（historical context
（」
は
異
な
る
と
し
て
も
古
代
か
ら
近
＝
現
代
ま
で
思
想
家
は
異
な
っ
た
言
語
を
使
い
な
が
ら
同
じ

問
題
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
理
性
の
問
題
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
恩
寵
と
自
然
の
対
立
を
ど

う
解
く
か
と
い
う
古
め
か
し
い
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
な
か
で
〈
理
性
の
暴
走
〉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
た

が
、
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
は
極
め
て
現
代
的
な
問
い
か
け
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

次
に
「（
ⅱ
（「
外
観
」（
＝
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
と
政
治
の
無
力
―
破
壊
さ
れ
た
正
義
の
秩
序
（」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
Ｍ
・
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
質
素
な
書
斎
に
は
パ
ス
カ
ル
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
彼
の『
存
在
と
時
間
』の「
世
人（D

as 

m
an

（」
は
パ
ス
カ
ル
の
「
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
影
響
を
与
え

た
「
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
」
に
お
け
る
人
間
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
者
な
の
か
。

一
七
世
紀
が
い
か
に
暗
い
時
代
で
あ
っ
た
と
し
て
も
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
者
な
ら
ば
た
じ
ろ
ぎ
思
わ
ず
引
い
て
し
ま
う
よ
う
な
何
と
も
憂
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欝
極
ま
り
な
い
こ
と
を
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
一
九
九
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
こ
こ
に
幾
人
か
の
人
が
鎖
に
つ
な
が
れ
て

い
る
の
を
想
像
し
よ
う
。み
な
死
刑
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
。そ
の
な
か
の
何
人
か
が
毎
日
他
の
人
た
ち
の
目
の
前
で
殺
さ
れ
て
い
く
。残
っ

た
者
は
、
自
分
た
ち
の
運
命
も
そ
の
仲
間
た
ち
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
悲
し
み
と
絶
望
と
の
う
ち
に
お
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
な

が
ら
、
自
分
の
番
が
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
人
間
の
状
態
を
描
い
た
図
な
の
で
あ
る
」（

11
（

。
人
間
は
み
な
死
刑
を
宣
告
さ
れ
そ
の

執
行
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
内
部
に
無
を
含
み
も
っ
て
い
る
人
間
は
そ
れ
を
忘
れ
あ
る
い
は
偽
る
の

だ
ろ
う
か
。
喧
騒
の
な
か
で
「
気
晴
ら
し
（divertissem
ent

（」
を
し
な
が
ら
過
ご
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
パ
ス
カ
ル
は
い
う
。
パ
ス
カ

ル
に
よ
れ
ば
こ
れ
こ
そ
が
「
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
万
人
を
待
ち
受
け
る
死
と
い
う
現
実
は
我
々
を
悲
し
ま
せ
る

の
で
我
々
は
そ
れ
を
「
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
隠
す
の
で
あ
る
」。
パ
ス
カ
ル
と
同
世
代
人
の
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
も
ま
た
〈
太
陽
と
死
は

眩
し
い
の
で
直
接
見
れ
な
い
〉
と
い
っ
て
い
た
、
あ
の
死
で
あ
る
。
最
も
楽
な
生
き
方
は
他
人
の
眼
差
し
を
気
に
し
、
そ
の
な
か
で
気
晴

ら
し
を
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
再
述
す
れ
ば
パ
ス
カ
ル
が
述
べ
た
現
実
と
外
観
の
矛
盾
を
後
の
ル
ソ
ー
は
「
存
在
」（
＝
真

実
の
自
己
（
と
「
外
観
」（
＝
見
か
け
の
自
己
（
の
矛
盾
に
変
換
し
な
が
ら
使
う
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
人
間
は
不
断
の
気
晴
ら
し
の
中
で
死
を
忘
れ
「
不
慮
の
死
」
を
遂
げ
る
の
を
願
う
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

外
観
を
否
定
し
生
き
る
術
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
政
治
に
そ
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ス
カ
ル
が
「
破
壊

さ
れ
た
正
義
の
秩
序
」
で
い
い
た
か
っ
た
の
は
何
か
。
一
六
世
紀
か
ら
始
ま
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
宗
教
戦
争
」
は
一
七
世
紀
の
「
内
乱
」
を

も
っ
て
一
応
決
着
が
つ
け
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
清
教
徒
革
命
と
い
う
内
乱
を
経
験
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
同
様
フ
ラ
ン
ス
の
内
乱

（
フ
ロ
ン
ド
の
乱
（を
見
た
パ
ス
カ
ル
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
判
定
を
下
し
た
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
か
ら
「
売
官
制
度
」
に
よ
り
徴
税
担
当
の
「
行

政
長
官
（intendant

（」
と
い
う
高
位
高
官
に
ま
で
成
り
あ
が
っ
た
父（1（
（

の
息
子
で
あ
っ
た
パ
ス
カ
ル
は
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
内
乱
を
武
力
で
抑
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え
た
絶
対
王
政
国
家
が
興
隆
を
迎
え
よ
う
と
す
る
最
中
そ
れ
を
恐
怖
感
あ
る
い
は
嫌
悪
感
で
見
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
上
か
ら
力
で
押
さ

え
込
も
う
と
す
る
絶
対
王
政
国
家
を
支
持
し
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
下
で
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

古
来
キ
リ
ス
ト
教
は
神
が
命
じ
た
〈
神
へ
の
愛
〉
と
〈
隣
人
へ
の
愛
〉
を
教
え
そ
れ
を
看
過
す
る
自
己
愛
を
否
定
的
に
捉
え
て
き
た
。

だ
が
一
七
世
紀
末
に
な
る
と
隣
国
イ
ギ
リ
ス
で
は
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
が
「
自
己
愛
（self-love

（」
と
「
自
己
偏
愛
（self-liking

（」
を
区
別
し

前
者
を
肯
定
的
に
見
た
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
も
ま
た
見
ら
れ
る
よ
う
に
後
の
功
利
主
義
哲
学
に
つ
な
が
る
自
己
愛
と
そ
れ
か
ら
流
出
す
る
自
己

保
存
の
欲
求
を
「
自
然
権
（natural right

（」＝「
自
由
（liberty

（」
と
し
そ
れ
を
む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で

は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
世
論
の
風
潮
（clim

ate of public opinion

（」
が
出
て
き
た
の
か
。
一
七
世
紀
の
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て

商
業
資
本
主
義
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
そ
れ
に
似
つ
か
わ
し
い
利
己
主
義
的
な
商
人
階
級
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
そ
れ
を
弁
護
す
る
必
要
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
商
人
相
互
の
「
商
取
引
行
為
（com

m
erce

（」
か
ら
「
甘
美
な
交
流
（doux com

m
erce

（」
が
生
ま
れ
る
と
見
る

思
潮
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た（11
（

。

古
い
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
た
パ
ス
カ
ル
は
、
人
間
は
自
己
愛
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
他
人
に
媚
び
他
人
の
思
う
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と

を
通
し
身
に
つ
く
「
社
交
性
（sociabilité

（」
に
よ
り
や
が
て
自
己
を
喪
失
し
て
し
ま
う
と
考
え
た
が
、彼
の
こ
の
考
え
は
一
八
世
紀
ル
ソ
ー

の
「
自
己
愛
（am

our de soi-m
em

e

（」
と
「
自
尊
心
（am

our propre

（」
の
対
立
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
パ
ス
カ
ル
は
双

方
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
が
、
双
方
を
も
否
定
し
た
点
で
古
い
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
を
墨
守
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
で
は
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
を
政
治
は
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
政
治
と
は
何
か
。
近
代
の
所
有
権
論
は
古
代
ロ
ー
マ
に
起
源
を
も
つ
「
先
占
権
（lex nullus

（」
や
ロ
ッ

ク
に
よ
っ
て
明
確
と
な
る
「
労
働
価
値
説
」
に
よ
っ
て
弁
証
さ
れ
る
が
、
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
二
九
五
で
「「
こ
の
犬
は
僕
の
だ
」
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

と
、
あ
の
坊
や
た
ち
が
言
っ
て
い
た
。「
こ
れ
は
、
僕
の
日
向
ぼ
っ
こ
の
場
所
だ
」
こ
こ
に
全
地
上
の
横
領
の
始
ま
り
と
、
縮
図
が
あ
る
」（

11
（

と
い
っ
た
と
き
、
今
触
れ
た
所
有
の
二
つ
の
基
準
を
破
っ
て
い
る
。
先
占
権
も
所
有
権
も
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
誰
の
土
地
で
も

な
い
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
不
当
な
「
純
粋
の
力
」
に
よ
る
全
地
の
強
奪
あ
る
い
は
横
領
は
何
ら
所
有
権

と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
い
な
が
ら
そ
れ
を
追
認
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
し
て
も
パ
ス
カ
ル
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
。

パ
ス
カ
ル
は『
パ
ン
セ
』の
二
九
七
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
こ
と
を
い
う
。「
真
性
の
法
、わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
も
っ
て
い
な
い
。
も
し
も
っ

て
い
た
の
だ
っ
た
な
ら
ば
、
正
義
の
基
準
と
し
て
、
自
国
の
風
習
に
従
う
こ
と
な
ど
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
正
し
い

も
の
を
見
い
だ
せ
な
い
た
め
に
、
人
は
強
い
も
の
を
見
い
だ
し
た
」（

11
（

。
だ
が
神
か
ら
流
出
す
る
超
越
的
規
範
で
あ
る
「
真
の
公
平
の
輝
き
」

を
も
っ
た
「
正
義
の
基
準
」
と
し
て
の
「
客
観
的
理
性
」
と
捉
え
ら
れ
た
「
自
然
法
」
を
「
こ
の
見
事
な
腐
敗
し
た
理
性
」
に
よ
っ
て
は

理
解
で
き
な
い
。
た
だ
し
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
原
罪
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
た
と
は
い
え
超
越
的
規
範
で
あ
る
自
然
法
を
人
間
は
破
壊
で
き

な
い
と
し
た
が
パ
ス
カ
ル
も
ま
た
そ
れ
を
認
め
、
腐
敗
し
た
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
を
理
解
し
実
践
で
き
な
い
と
考
え
た
だ
け
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。
理
性
か
ら
演
繹
さ
れ
る
近
代
自
然
法
と
比
べ
る
と
そ
れ
を
超
越
的
な
規
範
と
捉
え
る
点
で
パ
ス
カ
ル
の
自
然
法
は
中
世
的
な

色
あ
い
を
も
つ
よ
う
で
意
外
に
古
い
。
し
か
も
そ
れ
を
腐
敗
し
た
理
性
は
認
識
で
き
な
い
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る（11
（

。

人
間
は
統
治
の
善
悪
を
判
断
す
る
普
遍
的
基
準
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
で
そ
の
代
替
案
と
し
て
「
子
午
線
一
つ
」
で
ど
う
に
で
も
変

わ
る
つ
ま
り
普
遍
的
な
規
範
的
根
拠
の
な
い
「
習
慣
」
を
も
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
し
て
も
パ
ス
カ
ル
は
、
後
の
ル
ソ
ー
が
「
最
も
強
い
者

の
権
利
」
で
否
定
し
た
〈
力
に
よ
る
支
配
〉
を
『
パ
ン
セ
』
の
二
九
八
で
ど
の
よ
う
に
正
当
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
「
正
し
い
者
に

従
う
の
は
、
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
最
も
強
い
も
の
に
従
う
の
は
、
必
然
の
こ
と
で
あ
る
」（

11
（

と
い
う
。
正
義
と
力
が
一
致
す
る
支
配
が
ベ
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ス
ト
だ
が
往
々
に
し
て
双
方
は
一
致
し
な
い
。〈
力
の
な
い
正
義
〉
は
ア
ナ
ー
キ
ー
を
惹
起
し
〈
正
義
の
な
い
力
〉
は
「
圧
政
（tyrannie

（」

を
招
く
。
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
と
パ
ス
カ
ル
は
迫
る
。
一
八
世
紀
の
ル
ソ
ー
な
ら
こ
う
答
え
る
だ
ろ
う
。〈
弁
証
法
〉
に
よ
っ
て
そ
の
対

立
を
解
く
の
だ
と
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
『
社
会
契
約
論
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
答
え
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。〈
一
方
か
ら
力
を
切
り
取
り
他
方
か
ら
正
義
を
削
ぎ
取
り
双
方
を
接
着
し
〈
正
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
力
〉
を
つ
く
り
出
す
こ
と
だ
〉

と
。
だ
が
残
念
な
こ
と
に
パ
ス
カ
ル
は
そ
こ
ま
で
の
余
裕
が
な
い
時
代
に
い
た
。
だ
か
ら
彼
は
『
パ
ン
セ
』
の
三
一
三
で
「
最
大
の
災
い

は「
内
乱（guerres civiles
（」で
あ
る
」と
い
っ
た
。
フ
ロ
ン
ド
の
乱
を
身
近
に
見
ま
た
そ
れ
に
恐
怖
感
を
抱
い
た
パ
ス
カ
ル
ら
し
く
、ホ
ッ

ブ
ズ
と
似
て
そ
れ
を
終
息
さ
せ
体
制
を
安
定
に
も
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
正
義
の
な
い
圧
政
で
も
一
向
に
構
わ
な
い
と
考
え

た
。
そ
の
後
「
力
が
「
世
論
」（
＝
公
認
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
を
つ
く
る
の
だ
」
と
い
っ
た
。

な
ん
と
い
う
恐
ろ
し
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
。
こ
れ
を
救
済
の
方
法
と
し
て
認
め
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
圧
政
者
の
前
で
は
「
臣
下

（sujet

（」
の
肉
体
は
硬
直
し
お
と
な
し
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
だ
が
臣
下
の
魂
は
彼
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
こ
れ
で
は
救
済
に
は
な
り
え

な
い
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
政
治
に
よ
る
救
済
に
悲
観
的
に
な
り
「
賭
け
」
つ
ま
り
自
由
な
決
断
に
よ
っ
て
信
仰
に
向
か
っ
て
い
く
。
次

に
こ
の
こ
と
を
探
ろ
う
。

最
後
に
「（
ⅲ
（
自
由
の
存
在
根
拠
―
信
仰
へ
の
跳
躍
」
を
見
よ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
我
々
に
『
パ
ン
セ
』
で
筋
立
て
の
し
っ
か
り
し
た

ド
ラ
マ
を
見
せ
て
く
れ
る
感
が
す
る
。パ
ス
カ
ル
は
最
初
に
我
々
に
何
の
支
え
も
な
く
暗
闇
に
真
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
て
い
く
絶
望
的
な「
現

実
」
を
見
せ
つ
け
、
次
に
そ
れ
を
自
己
隠
蔽
す
る
た
め
に
「
外
観
」
の
み
を
気
に
す
る
生
き
方
を
す
る
有
様
を
「
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
」

の
な
か
で
示
し
、
さ
ら
に
政
治
が
こ
の
悲
惨
さ
を
抜
本
的
に
治
療
す
る
手
立
て
と
は
な
ら
な
い
の
を
指
摘
し
た
後
、
ド
ラ
マ
の
終
幕
と
し
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

て
〈
恩
寵
と
腐
敗
し
た
自
然
の
対
立
〉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
く
か
と
い
う
課
題
に
向
か
っ
て
進
む
。

そ
の
と
き
我
々
は
パ
ス
カ
ル
が
『
パ
ン
セ
』
の
二
四
三
で
「
聖
書
の
聖
典
の
著
者
が
、
決
し
て
自
然
を
用
い
て
神
を
証
明
し
よ
う
と
し

な
か
っ
た
の
は
感
嘆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（

11
（

と
い
っ
て
い
る
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間
が
腐
敗
し
た
自
然
と
し
て
の

理
性
に
よ
っ
て
神
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恩
寵
と
自
然
の
対
立
を
理
性
に
よ
っ
て
融
和
さ

せ
よ
う
と
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
理
神
論
者
Ｔ
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
理
性
観
に
対
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
的
神
学
論
者
パ
ス
カ
ル
か
ら
の
反
論
で

あ
っ
た
ろ
う
。

じ
つ
は
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
対
立
を
決
し
て
解
こ
う
と
は
せ
ず
む
し
ろ
対
立
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
そ
れ
は
当
然
だ
。「
理
性
の
腐

敗
（corruption de la raison

（」
の
お
か
げ
で
人
間
は
「
神
が
何
で
あ
る
か
も
、
神
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
彼
は
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
「
隠
れ
た
る
神
（D

eus abscconditus

（」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、人
間
が
〈
神
を
求
め
る
〉

よ
う
戦
略
を
練
る
必
要
が
あ
る
と
パ
ス
カ
ル
は
考
え
た
。
そ
れ
が
有
名
な
パ
ス
カ
ル
の
「
賭
け
（pari

（」
で
あ
る
。

賭
博
場
で
賭
け
に
参
加
す
る
、
そ
れ
こ
そ
腐
っ
た
理
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
彼
ら
は
〈
ど
の
よ
う
に
賭
け
れ
ば
儲
か
る
か
あ

る
い
は
ス
ッ
テ
ン
テ
ン
に
な
る
か
〉
を
自
分
な
り
に
頭
を
働
か
せ
計
算
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
二
者
択
一
的
問
題
を
設
定

し
信
仰
に
迷
い
を
感
じ
て
い
る
人
々
に
迫
る
。
ど
ち
ら
か
を
選
べ
と
。
そ
の
賭
け
の
内
容
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
つ
目
は
神
が
存
在
す
る
場
合
。（
ⅰ
（
神
は
存
在
す
る
の
だ
か
ら
そ
の
存
在
を
信
じ
る
方
に
賭
け
る
ケ
ー
ス
、（
ⅱ
（
神
が
存
在
す
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
信
じ
な
い
方
に
賭
け
る
ケ
ー
ス
。
前
者
の
場
合
死
後
救
霊
に
与
る
が
後
者
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
地
獄
に
落
ち
る
。
こ

の
場
合
信
じ
る
方
に
賭
け
る
の
が
得
策
だ
ろ
う
。
二
つ
目
は
神
が
存
在
し
な
い
場
合
。（
ⅰ
（
神
が
存
在
し
な
い
の
に
そ
の
存
在
を
信
じ

る
方
に
賭
け
る
ケ
ー
ス
、（
ⅱ
（
神
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
そ
れ
を
信
じ
な
い
方
に
賭
け
る
ケ
ー
ス
。
こ
の
場
合
ど
ち
ら
に
賭
け
て
も
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損
得
は
な
い
。
好
き
に
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
話
だ
。
だ
が
パ
ス
カ
ル
は
〈
得
策
〉
と
い
う
点
か
ら
〈
神
が
存
在
し
よ
う
が
す
ま
い
が
神
の

存
在
を
信
じ
る
方
に
賭
け
る
〉
と
生
き
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
「
真
と
幸
福
へ
の
期
待
が
得
ら
れ
る
」
と
い
い
信
じ
る
方
に
賭
け
る
べ

き
だ
と
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
の
仕
方
は
は
た
し
て
信
仰
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
Ｓ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
は
パ
ス
カ
ル
は
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
い
の
に
等
し
い
神
に
祈
っ
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ー
ユ
が
い
っ
た
こ
と
は
的
を
射
て
い
る
。
半
端
者
が
存
在
す
る
神
を
信
じ
よ

う
が
す
ま
い
が
神
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
そ
も
そ
も
神
は
彼
ら
か
ら
遥
か
遠
い
手
の
届
か
な
い
所
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。〈
真
実
（
死

す
べ
き
存
在
（
と
現
実
（
腐
敗
し
た
人
間
性
を
も
つ
者
が
営
む
世
界
（〉
の
二
項
対
立
を
設
定
し
現
実
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
の
は
よ

か
っ
た
が
、
そ
れ
を
変
革
せ
ず
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
天
に
飛
び
去
っ
た
。
そ
れ
が
パ
ス
カ
ル
の
限
界
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
い
っ
た
と
し
て
も
パ
ス
カ
ル
の
偉
大
さ
が
失
わ
れ
な
い
の
は
次
の
一
点
に
あ
る
と
思
え
る
。
そ
れ
は
い
か
に
抹
香
臭
い
ジ
ャ
ン
セ
ニ

ス
ム
的
神
学
観
か
ら
現
実
を
〈
神
な
き
者
の
悲
惨
さ
〉
と
い
う
言
葉
で
弾
劾
し
た
と
し
て
も
、
パ
ス
カ
ル
の
教
え
の
な
か
に
〈
否
定
の
論

理
〉
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
我
々
現
代
人
を
唸
ら
せ
る
よ
う
な
、
現
実
が
孕
む
問
題
点
を
ク
リ
ア
ー
に
透
視
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

（
三
） 

ル
ソ
ー
の
宗
教
観
―
恩
寵
と
自
然
の
対
立
か
ら
自
然
と
歴
史
の
対
立
へ

無
神
論
者
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
『
哲
学
書
簡
』
の
「
第
七
信
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
、
ま
た
は
ア
リ
ウ
ス
派
教
徒
、
ま
た
は
反
三
位
一
体
教

徒
に
つ
い
て
」
で
「
ア
リ
ウ
ス
の
一
派
は
三
〇
〇
年
の
勝
利
と
一
二
世
紀
間
の
忘
却
の
あ
と
で
、
と
う
と
う
自
分
の
灰
の
な
か
か
ら
甦
っ

た
」（

11
（

と
い
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
四
世
紀
の
ア
リ
ウ
ス
派
や
五
世
紀
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
は
、
一
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ

派
と
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ル
ミ
ウ
ス
派
を
経
由
し
、
さ
ら
に
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
厳
格
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
が
廃
れ
た
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
共
和
国
の
「
自
由
主
義
的
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
（liberal calvinism

（」
あ
る
い
は
「
修
正
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
（revised 

calvinism

（」
を
奉
ず
る
牧
師
た
ち
に
伝
わ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
ル
ソ
ー
は
ぺ
ラ
ジ
ア
ン
的
思
想
を
建
設
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

五
世
紀
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
ま
で
一
般
化
し
て
い
た
ヘ
レ
ニ
ス
ト
的
な
キ
リ
ス
ト
教
、
つ
ま
り
ア
リ
ウ
ス
派
や
ペ
ラ
ギ
ウ
ス

主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
を
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
的
な
そ
れ
に
ス
イ
ッ
チ
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
っ
た
お
か
げ
で
そ
れ
ら
は
地
下
に
潜
っ
て
し
ま
っ
た

が
、そ
れ
で
も
そ
の
教
え
は
〈
イ
エ
ス
は
神
で
は
な
い
、彼
は
神
の
教
え
を
伝
え
る
た
ん
な
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
（
人
間
（
で
あ
る
〉
と
い
っ

た
ア
リ
ウ
ス
派
を
通
し
て
七
世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
教
に
伝
わ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
は
た
し
て
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
は
宗

教
な
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
的
神
学
観
か
ら
す
れ
ば
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
教
え
は
一
種
の
〈
宗
教
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
〉

と
い
う
よ
り
も
無
神
論
に
見
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ぺ
ラ
ジ
ア
ン
は
一
応
神
が
存
在
す
る
と
認
め
た
が
そ
れ
を
棚
上
げ
し
て
し
ま
い

自
力
救
済
を
前
面
に
出
し
た
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ス
ト
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。

か
つ
て
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
『
世
界
と
世
界
史
』
の
「
序
論　

哲
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
宇
宙
の
省
察
」
で
「
人
間
お
よ
び
そ
の
歴

史
」
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
は
「
自
然
」
つ
ま
り
「
宇
宙
」
か
ら
、
中
世
人
は
「
神
」
か
ら
、
最
後
に
近
代
人
は
「
人
間
」
か
ら
捉
え
て
き

た
と
一
応
区
分
け
し
た（11
（

。
彼
に
よ
れ
ば
古
代
の
ヘ
レ
ニ
ス
ト
は
〈
宇
宙
＝
自
然
〉
を
神
と
同
義
と
見
な
す
「
宇
宙
神
学
（cosm

o-theology

（」

を
つ
く
り
出
し
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
中
世
そ
し
て
近
代
ま
で
ヘ
ブ
ラ
イ
ス
ト
の
神
学
者
は
「
神
学
（theo-logy

（」
を
構
築

し
た
と
き
「
初
め
も
終
わ
り
も
な
い
コ
ス
モ
ス
は
、
過
ぎ
行
く
世
界
時
」
と
解
釈
し
て
し
ま
い
、
神
を
宇
宙
か
ら
超
越
す
る
存
在
と
し
か

つ
宇
宙
に
内
在
す
る
「
理
（loi

（」
を
「
永
久
法
（lex aeterna

（」
に
格
下
げ
し
て
し
ま
っ
た
。

再
述
す
る
と
宇
宙
神
学
者
の
ヘ
レ
ニ
ス
ト
は
宇
宙
の
理
を
正
義
に
適
う
も
の
と
し
人
間
の
悪
か
ら
自
ら
を
守
っ
た
。
こ
れ
を
「
宇
宙
義
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論
（cosm

odicée

（」（
11
（

と
い
う
が
、
そ
れ
に
対
し
て
人
間
の
悪
か
ら
神
の
義
し
さ
を
弁
護
す
る
の
を
「
神
義
論
」
と
い
う
。
じ
つ
は
宇
宙
義

論
は
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
に
淵
源
を
も
つ
が
、
そ
の
教
え
を
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
遠
征
に
随
行
し
た
三
人
の
知
識
人
の
う
ち
特
に
ピ
ュ
ロ

ン
が
帝
国
に
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
る
。

で
は
彼
ら
ギ
リ
シ
ャ
人
は
何
を
持
ち
帰
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
古
代
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
〈
世
界
に
お
け
る
悪
の
存
在
が
素
晴
ら
し

い
宇
宙
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
〉
を
説
く
「
宇
宙
義
論
」
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
モ
ン
教
は
〈
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
（
へ
の
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
（
の

合
一
〉（
＝
梵
我
一
如
（
を
出
す
こ
と
で
宇
宙
の
義
し
さ
を
説
い
た
が
、
支
配
の
正
当
性
を
「
血
縁
支
配
の
論
理
」
に
仰
ぐ
バ
ラ
モ
ン
教
内

部
か
ら
「
反
血
縁
支
配
の
論
理
」
に
よ
っ
て
そ
れ
に
刃
向
う
〈
バ
ラ
モ
ン
教
左
派
の
宗
教
改
革
運
動
〉
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
が
古
代
イ
ン

ド
の
原
始
仏
教
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
つ
い
に
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
え
を
突
き
ぬ
け
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
真
の
実
在
と
し
て
の
「
仏
＝
理
」
と
し
、

そ
の
前
で
の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
「
一
切
衆
生
平
等
往
生
」
を
説
い
た
。
こ
れ
を
若
干
詳
し
く
述
べ
よ
う
。「
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
（」

は
「
ア
ナ
ト
ー
マ
ン
（
無
我
（」
で
あ
り
、
無
我
の
「
替
え
詞
」
で
あ
る
「
空
」
は
「
縁
起
」
と
同
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
空
＝
縁
起
」

と
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
存
在
す
る
と
見
ら
れ
る
「
実
体
」
な
る
も
の
は
じ
つ
は
人
間
の
「
相
依
相
関
」
の
な
か

か
ら
生
ま
れ
た
錯
覚
あ
る
い
は
幻
想
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
〈
業
も
輪
廻
も
差
異
差
別
〉
も
相
依
相
関
関
係
の
な
か
で

人
間
が
つ
く
っ
た
幻
想
の
産
物
と
な
る（1（
（

。
仏
教
は
い
う
。
人
間
は
み
な
幻
想
の
な
か
で
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
と
。
古
代
イ
ン
ド
の
原
始
仏

教
は
こ
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
幻
想
を
吹
き
飛
ば
せ
ば
理
が
忽
然
と
現
れ
そ
の
前
に
立
て
ば
み
な
平
等
で
悉
く
成
仏
で
き
る
と
い
い
切
っ

た
。
原
始
仏
教
は
早
熟
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
の
名
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九
世
紀
の
ニ
ー
チ
ェ
は
、
正
し
く
も
こ
れ
は
も
は
や
宗
教
で
は
な
い
、「
魂
の
衛
生
学
」
だ
と
い
い
激
賞
し
た
。
後
の
ヘ
レ
ニ
ス
ト

の
パ
ウ
ロ
の
〈
神
の
前
の
平
等
〉
と
い
う
観
念
は
宇
宙
義
論
の
バ
ラ
モ
ン
教
と
仏
教
か
ら
ス
ト
ア
派
の
人
々
が
学
ん
だ
〈
宇
宙
を
前
に
し
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

た
万
人
の
自
由
と
平
等
〉
か
ら
受
け
取
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
前
方
に
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
い
た
と
想
わ
れ
る
。
だ
が
ヘ
ブ
ラ

イ
ス
ト
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ヘ
レ
ニ
ス
ト
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
断
固
拒
否
し
た
。
以
上
長
々
と
こ
れ
ま
で
〈
古
代
イ
ン
ド
思
想
か

ら
ス
ト
ア
主
義
を
経
由
し
て
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
へ
の
流
れ
〉
を
述
べ
て
き
た
理
由
は
、
特
に
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
ル
ソ
ー
の

宗
教
思
想
も
そ
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ル
ソ
ー
の
宗
教
観
を
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
ど
う
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
ル
ソ
ー
は
神
の
存
在
を

認
め
る
と
口
で
は
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
神
の
人
間
に
対
す
る
役
割
あ
る
い
は
働
き
か
け
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
何
も
な
い
。
大
事
な
の
は
、

ル
ソ
ー
が
決
し
て
宇
宙
と
神
と
人
間
を
イ
コ
ー
ル
と
捉
え
て
は
い
な
い
が
、
彼
の
宇
宙
観
と
人
間
観
は
ま
さ
し
く
イ
ン
ド
─
ス
ト
ア
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
は
ル
ソ
ー
が
神
は
造
っ
た
宇
宙
を
保
存
す
る
た
め
に
そ
れ
に
「
秩
序
（ordre

（」
つ
ま
り
「
法
則
（loi

（」

を
与
え
た
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
分
か
ろ
う
。
た
だ
し
ル
ソ
ー
は
、
ス
ト
ア
主
義
者
が
自
己
の
全
身
全
霊
を
か
け
て
宇
宙
の
秩
序
に
没
入

す
る
と
き
自
由
つ
ま
り
「
魂
の
平
静
（
ア
パ
テ
ィ
ア
（」
が
得
ら
れ
る
と
い
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
静
寂
主
義
的
な
立
場
を
と
ら
ず
逆
に
宇

宙
の
秩
序
を
政
治
的
運
動
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
も
た
ら
す
と
き
自
由
が
実
現
さ
れ
る
と
い
っ
た（11
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「（
四
）
ル
ソ
ー

の
人
間
観
─
自
然
の
復
権
」
で
若
干
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

（
四
） 

ル
ソ
ー
の
人
間
観
―
自
然
の
復
権

パ
ス
カ
ル
の
後
希
望
に
満
ち
た
時
代
の
一
八
世
紀
、「
無
神
論
の
教
師
」
と
い
わ
れ
た
啓
蒙
主
義
哲
学
者
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
、
先
に 

「（
二
）
パ
ス
カ
ル
の
人
間
観
―
自
然
の
否
定
」
で
触
れ
た
『
パ
ン
セ
』
の
一
九
九
に
対
し
『
哲
学
書
簡
』
の
「
第
二
五
信　

パ
ス
カ
ル
氏
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の
『
パ
ン
セ
』
に
つ
い
て
」
で
猛
烈
な
罵
り
に
近
い
こ
と
を
い
っ
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
存
在
を
ど
う
し
て
嫌
悪
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
、わ
れ
わ
れ
に
そ
う
思
い
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
ほ
ど
不
幸
な
も
の
で
は
な
い
。
宇
宙
を
牢
獄
と
み
な
し
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
を
や
が
て
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
罪
人
と
み
な
す
の
は
、
狂
信
者
の
観
念
で
あ
る
」（

11
（

。
人
間
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
が
『
告
白
』
で
正
し
く
い
っ
た
よ
う
に
、
死
に
向
か
っ
て
驀
進
し
て
い
る
の
で
は
な
く
生
き
て
い
る
最
中
生
が
〈
削
除
さ
れ
て
い
る
〉

と
い
う
意
味
で
自
己
の
内
に
死
を
抱
え
込
み
死
の
な
か
に
い
る
の
だ
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
模
倣
し
た
パ
ス
カ
ル
が

い
っ
た
そ
の
こ
と
を
一
応
認
め
な
が
ら
も
、
パ
ス
カ
ル
に
対
し
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
ほ
ん
の
束
の
間
の
生
を
肯
定
し
楽
し
む
の
が

な
ぜ
悪
い
の
か
と
開
き
直
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
〈
お
前
の
病
の
苦
痛
を
我
々
全
員
が
悩
む
必
要
な
ど
ど
こ
に
あ

る
の
か
、そ
ん
な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
、お
前
一
人
で
悩
め
〉
と
い
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
我
々
は
、パ
ス
カ
リ
ア
ン
に
な
る
か
ヴ
ォ

ル
テ
ー
リ
ア
ン
に
な
る
か
い
ず
れ
か
一
方
で
あ
ろ
う
が
、
通
常
は
生
の
躍
動
期
に
あ
る
青
壮
年
期
に
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
リ
ア
ン
に
な
り
死
が

間
近
に
迫
っ
た
老
年
期
に
は
否
で
も
パ
ス
カ
リ
ア
ン
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
時
パ
ス
カ
リ
ア
ン
に
な
っ
て
も
も
う
遅
い

と
い
え
る
。

神
経
症
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
パ
ス
カ
ル
は〈
善
き
人
は
隠
れ
て
生
き
る
〉を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
が
ル
ソ
ー
は
逆
に〈
目
立
っ

て
生
き
る
〉
こ
と
に
執
着
し
た
の
で
は
な
い
か
。
な
る
ほ
ど
ル
ソ
ー
は
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
に
窺
え
る
よ
う
に
最
晩
年
に
な
る
と

静
謐
な
隠
遁
生
活
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
が
青
壮
年
期
に
は
他
人
と
の
諍
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
ル
ソ
ー
も
ま
た
関
係
の
病
に
苦
し
ん
だ

と
推
察
さ
れ
る
。
他
人
と
の
間
に
良
好
な
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
一
応
幼
い
こ
ろ
の
保
護
者
と
の
「
関
係
の
歪
み
」
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
極
端
な
例
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。
保
護
者
に
殴
ら
れ
て
育
っ
た
子
供
は
後
日
自
分
の
子
供
を
殴
る
こ
と
が
大

い
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
し
、
ま
た
捨
て
ら
れ
て
育
っ
た
子
供
は
自
分
の
子
供
を
捨
て
る
危
険
性
が
低
く
な
い
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

し
て
も
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
反
復
再
生
的
に
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
〈「
時
（
昔
で
は
な
く
今
（」
と
「
相
手
（
保

護
者
で
は
な
く
自
分
の
子
供
（」
を
変
え
た
「
復
讐
」〉
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
受
け
た
虐
待
の
ト
ラ
ウ
マ
を
心
の
底
に
沈
め
て
お
い
た
が
、

保
護
者
へ
の
憤
怒
の
情
が
成
人
と
な
っ
た
と
き
突
然
吹
き
出
て
自
分
に
虐
待
行
為
を
加
え
た
当
の
相
手
に
で
は
な
く
何
の
関
係
も
な
い
我

が
子
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
復
讐
の
相
手
が
保
護
者
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
〈
正
義
〉
に
適
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
関
係
の
な
い
我
が

子
に
そ
う
す
る
の
は
〈
卑
怯
〉
な
行
為
で
し
か
な
い
。
復
讐
が
復
讐
を
呼
ぶ
。
こ
の
復
讐
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
処
方
箋
と
し
て
イ
エ
ス
は

正
し
く
も
「
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
、
左
の
頬
を
も
向
け
な
さ
い
」（

11
（

と
い
っ
た
の
だ
。

ル
ソ
ー
も
ま
た
幼
少
時
父
か
ら
捨
て
ら
れ
た
経
験
が
あ
り
、
後
日
無
意
識
の
う
ち
に
五
人
の
子
供
を
捨
て
る
こ
と
で
父
に
復
讐
を
し
た

と
い
う
仮
説
も
成
り
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。
幼
年
時
代
何
ら
か
の
価
値
剝
奪
を
経
験
し
た
人
間
が
権
力
を
執
拗
に
追
い
求
め
る
人
間
に
な

る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
が
権
力
を
握
る
こ
と
に
執
着
す
る
の
は
権
力
を
握
れ
ば
他
人
の
運
命
を
左
右
で
き
る
と
想
う
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
そ
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
は
無
上
の
喜
び
な
の
だ
ろ
う
。
苦
労
が
多
い
人
生
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ル

ソ
ー
は
、
ひ
と
か
ど
の
文
筆
家
に
な
り
世
間
を
あ
っ
と
い
わ
せ
よ
う
と
燃
え
る
よ
う
な
野
望
に
身
を
焦
が
し
て
い
た
無
名
時
代
、
復
讐
の

相
手
は
〈
所
詮
は
も
の
を
書
く
下
僕
だ
〉
と
嘲
笑
っ
た
特
権
階
級
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ル
ソ
ー
は
目
立
っ
て
生
き
た

か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
青
年
期
は
一
種
の
「
窃
視
症
（scophilia

（」
―
ノ
ゾ
キ
癖
―
患
者
で
あ
り
相
手
に
見
ら
れ
な
い

よ
う
に
し
て
相
手
を
暗
闇
か
ら
凝
視
す
る
が
、じ
つ
は
相
手
に
対
し
無
防
備
な
状
態
な
ま
ま
覗
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
行
為
は〈
私

を
見
て
く
れ
、
私
を
見
て
く
れ
〉
と
い
っ
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
点
で
ル
ソ
ー
は
一
種
の
「
露
出
狂

（flasher

（」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

余
談
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
本
題
に
も
ど
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
ル
ソ
ー
は
宗
教
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
秩
序
」
観
を
構
築
し
た
が
、
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そ
の
「
秩
序
」
と
は
―
も
ち
ろ
ん
一
応
は
神
よ
り
造
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
―
「
宇
宙
の
秩
序
（ordre de la cosm

os

（」
そ
し
て
そ
の
一
角

を
占
め
る
「
人
間
の
秩
序
（ordre de l’hom

m
e

（」（=

正
義=

相
互
性
（
を
指
し
て
い
う
が
、
こ
れ
は
ス
ト
ア
主
義
の
思
想
的
系
譜
下
に

あ
る
理
念
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
秩
序
を
実
現
す
る
よ
う
に
と
道
徳
的
能
力
を
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
で
は
人
間
は
ど
の
よ
う
な
能
力
を

与
え
ら
れ
た
の
か
。
先
に
述
べ
た
が
こ
れ
か
ら
こ
の
問
題
を
以
下
の
よ
う
に
三
つ
に
分
け
順
次
簡
単
に
説
明
す
る
。「（
ⅰ
（〈
理
性
に
つ

い
て
〉」、「（
ⅱ
（〈
自
己
愛
と
良
心
あ
る
い
は
自
然
法
の
関
係
に
つ
い
て
〉」、
最
後
に
「（
ⅲ
（〈
自
由
の
役
割
に
つ
い
て
〉」
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
前
に
ぜ
ひ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
〈
人
間
は
秩
序
を
認

識
す
る
た
め
に
理
性
を
、
秩
序
を
愛
す
る
た
め
に
良
心
あ
る
い
は
自
然
法
を
、
最
後
に
秩
序
を
選
択
す
る
た
め
に
自
由
を
神
か
ら
与
え
ら

れ
た
〉
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
世
で
は
格
下
げ
さ
れ
て
い
た
ス
ト
ア
主
義
者
の
「
宇
宙
の
理
」
を
ル
ソ
ー
は
「
人
間
の
秩
序
」
と
い
う
言

葉
に
置
き
換
え
、
そ
れ
に
最
高
の
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
最
初
に
「（
ⅰ
（〈
理
性
に
つ
い
て
〉」
述
べ
よ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
文
明
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
躍
起
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
人
は
ギ

リ
シ
ャ
語
の
「logos

」
を
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
た
際
「ratio

」
を
当
て
は
め
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
〈ratio

〉
の
元
々
の
意
味
は
、
ヴ
ィ
ー

コ
に
よ
れ
ば
〈
バ
ラ
バ
ラ
に
砕
け
た
骨
を
完
全
な
形
に
復
元
す
る
こ
と
〉
に
あ
っ
た
。
完
全
な
形
に
復
元
さ
れ
た
骨
格
そ
の
も
の
、
そ
れ

が
「recta ratio

（
正
し
い
骨
組
（」
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、
や
が
て
そ
れ
が
〈
正
し
い
理
性
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
は

腐
敗
し
た
理
性
に
よ
っ
て
到
底
正
し
い
理
性
な
ど
持
ち
得
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
が
、
ル
ソ
ー
は
訓
練
に
よ
っ
て
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と

は
で
き
る
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
は
、
法
を
神
し
か
知
ら
な
い
「
神
法
（lexdvina

（」、
ス
ト
ア
学
派
か
ら
受
け
継
い
だ
宇
宙
の
理

を
意
味
す
る
「
永
久
法
（lexaeterna

（」、
永
久
法
が
人
間
理
性
に
「
放
射
（illum

inatio
（」
さ
れ
た
「
自
然
法
（lexnaturallis

（」、
最
後
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

に
時
局
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
制
定
さ
れ
改
廃
さ
れ
る
「
人
定
法
（jus positivum

（」
の
四
種
類
に
分
け
た
。
こ
こ
で
大
事
な
の
は
永
久

法
と
自
然
法
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
ス
ト
ア
主
義
的
だ
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
や
は
り
中
世
の
場
合
不
分
明
な
点
が
あ
っ
た
が
、

近
代
人
ル
ソ
ー
は
永
久
法
に
相
当
す
る
〈
宇
宙
の
理
＝
法
〉
に
内
属
す
る
「
人
間
の
秩
序
〈
＝
理
＝
法
〉」
を
、今
し
方
い
っ
た
よ
う
に
「
正

義
」
と
明
確
に
規
定
し
た
。
理
性
は
超
越
的
秩
序
と
し
て
の
正
義
で
は
な
く
自
己
の
特
殊
的
利
害
を
実
現
す
る
た
め
に
の
み
使
わ
れ
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
の
い
う
腐
敗
し
た
理
性
の
謗
り
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
「（
ⅱ
（〈
自
己
愛
と
良
心
あ
る
い
は
自
然
法
の
関
係
に
つ
い
て
〉」
検
討
し
よ
う
。
古
代
か
ら
一
七
世
紀
の
中
頃
ま
で
パ
ス
カ
ル

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
自
己
愛
（am

our de soi-m
êm

e

（」
は
、
神
へ
の
愛
に
反
す
る
が
ゆ
え
に
ま
た
神
へ
の
愛
を
通
し
て
隣
人
へ
の
愛

を
実
現
す
る
上
で
邪
魔
に
な
る
と
し
て
否
定
さ
れ
た
。
要
す
る
に
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
人
間
の
悪
を
も
た
ら
す
も
の
と
見
な
さ
れ
自
己

愛
は
警
戒
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
の
中
頃
か
ら
自
己
愛
は
肯
定
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
功
利
主

義
哲
学
の
先
駆
者
ホ
ッ
ブ
ズ
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
人
間
は
自
己
愛
の
塊
で
あ
り
そ
れ
自
体
は
善
悪
の
彼
岸
に
あ

り
何
ら
悪
し
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、そ
こ
か
ら
「
自
己
保
存
（self-presavation

（」
の
欲
求
を
「
自
然
権
（natural reght

（」
と
い
い
、

人
間
は
そ
の
主
体
と
な
り
ひ
た
す
ら
生
命
の
維
持
に
励
む
。
後
の
ロ
ッ
ク
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
身
体
の
自
然
権
を
空
間
に
ま
で
拡
大
し
「
財
産

権
（properties

（」
と
い
っ
た
。
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
「
自
己
愛
（self love

（」
と
「
自
己
嗜
好
（self liking

（」
を
区
別
し
始
め
た
が
そ
の

違
い
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
点
ル
ソ
ー
は
前
者
を
「
自
己
愛
（am

our de soi

‐mêm
e

（」
に
後
者
を
「
自
尊
心
・
虚
栄
心
（am

our propre

（」
に
置
き
換
え
前

者
を
肯
定
し
後
者
を
否
定
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
自
己
愛
は
人
間
が
た
っ

た
一
人
で
存
在
で
あ
る
と
き
の
感
情
で
あ
り
超
歴
史
的
な
価
値
で
あ
り
そ
れ
自
体
は
善
き
も
の
で
あ
る
が
、
他
者
と
の
関
係
を
結
ん
で
い
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く
な
か
で
他
者
の
評
価
の
な
か
で
自
分
を
見
て
い
く
に
つ
れ
て
〈
見
た
目
〉
を
気
に
し
、
自
己
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す
る
自
尊
心
あ
る

い
は
虚
栄
心
に
変
質
し
て
い
く
。
ル
ソ
ー
そ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
に
自
尊
心
を
悪
し
き
も
の
と
見
た
。
ル
ソ
ー
に
聞
く
ま
で
も
な
く
も
と
も
と

自
己
愛
か
ら
く
る
自
己
保
存
の
衝
動
は
〈
生
物
学
〉
が
扱
う
問
題
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
対
し
虚
栄
心
は
〈
社
会
学
〉
が
扱
う
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
人
間
は
差
異
と
格
差
の
社
会
を
形
成
し
て
い
く
に
つ
れ
て
自
己
愛
と
は
異
な
っ
た
虚
栄
心
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
ル

ソ
ー
は
見
た
の
で
あ
る
。

で
は
た
っ
た
一
人
か
ら
社
会
的
人
間
に
な
っ
た
ら
必
ず
虚
栄
心
の
持
ち
主
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
ル
ソ
ー
は
そ
れ
に
歯
止
め

を
か
け
る
装
置
が
人
間
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
と
見
た
が
、
そ
れ
が
「
良
心
（conscence

（」
で
あ
っ
た
。「
良
心
」
は
『
百
科
全
書
』
の

「
良
心
」
の
項
目
に
載
っ
た
が
そ
れ
は
バ
ル
ヴ
ェ
イ
ラ
ッ
ク
経
由
で
受
容
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
一
七
世
紀
の
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
の
マ
ル
ブ

ラ
ン
シ
ュ
は
そ
れ
を「
非
行
に
対
す
る
内
的
抑
止
力
」と
捉
え
た
が
ル
ソ
ー
は
そ
れ
を
他
人
の
不
幸
に
対
し
魂
の
奥
底
か
ら
溢
れ
出
る「
憐

み
の
情
・
同
情
心
（com

m
ésration

・pitié
（」
と
規
定
し
そ
れ
を
自
然
法
と
い
っ
た（11
（

。
彼
の
感
情
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
然
法
は
、
ホ
ッ
ブ

ズ
か
ら
始
め
ら
れ
た
理
性
を
原
基
と
す
る
そ
れ
と
は
違
う
。
ル
ソ
ー
は〈
冷
た
い
理
性
は
人
間
相
互
を
遠
ざ
け
る
が
感
情
は
接
近
さ
せ
る
〉

と
考
え
、
い
わ
ば
一
種
の
「
道
徳
的
本
能
」
を
自
然
法
と
し
た
の
で
あ
ろ
う（11
（

。

だ
が
一
八
世
紀
に
な
る
と
良
心
論
は
廃
れ
自
己
愛
が
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
に
躍
り
出
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。Ｋ
・
ク
リ
マ
コ
ス
キ
ー

の
『
市
民
の
徳
』
に
よ
れ
ば
一
八
世
紀
は
〈
市
民
―
軍
人
的
〉
徳
か
ら
〈
市
民
―
商
人
（citoyen-com

m
ercant

（
的
〉
徳
に
向
か
う
過
渡

期
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
商
業
資
本
主
義
の
拡
大
に
よ
っ
て
「
世
論
の
風
土
（clim

ate of public opinion

（」
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
の
が
、
良
心
論
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
一
大
原
因
で
あ
っ
た
ろ
う（11
（

。
富
め
る
商
人
は
「
甘
美
な
交
流
（doux com

m
erce

（」
は
「
心
地
よ

い
商
業
（doux com

m
erce

（」
か
ら
生
ま
れ
る
と
考
え
た
が
、ル
ソ
ー
は
「
社
交
性
（sociabilité

（」
と
「
商
業
」
を
同
じ
も
の
と
見
な
し
、
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

仮
面
を
被
っ
た
社
交
性
の
下
で
自
尊
心
は
む
し
ろ
人
間
相
互
を
敵
対
さ
せ
て
し
ま
う
と
見
た
た
め
に
、
そ
れ
を
『
学
問
芸
術
論
』
や
、
奢

侈
に
反
対
し
た
『
政
治
経
済
論
』、
さ
ら
に
は
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
で
非
難
し
た
の
で
あ
り
、
時
代
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
そ
れ

に
代
え
て
良
心
を
自
然
法
と
し
て
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
と
同
世
代
人
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
利
己
主
義
の
塊
の
人
間
同
士
が

商
業
を
通
し
た
甘
美
な
交
流
が
で
き
る
と
は
い
い
切
れ
ず
そ
れ
を
緩
和
す
る
も
の
と
し
て
「
共
感
（sym

pshy

（」
の
原
理
あ
る
い
は
「
公

平
な
観
察
者
（im

partial spectator

（」
を
も
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
多
分
ル
ソ
ー
の
影
響
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
指
摘
を
待
つ

ま
で
も
な
く
ル
ソ
ー
は
〈
ギ
リ
シ
ャ
の
市
民
概
念
〉
と
〈
ロ
ー
マ
的
な
軍
事
的
徳
〉
―
ル
ソ
ー
は
こ
の
二
つ
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
共
和
国
が
も
っ

て
い
る
と
考
え
た
―
を
擁
護
しdoux com

m
erce

理
論
を
論
難
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
市
民
全
体
が
軍
役
を
担
う
民
兵
制
度

が
二
つ
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
で
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「（
ⅲ
（〈
自
由
の
役
割
に
つ
い
て
〉」
述
べ
よ
う
。
ス
ト
ア
主
義
哲
学
者
は
神
で
あ
る
宇
宙
の
「
理
」（
法
（
を
運
命
と
し
て
積

極
的
に
受
容
し
そ
の
中
に
没
入
し
静
寂
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
自
由
の
極
致
で
あ
る
と
し
た
。
ス
ト
ア
主
義
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
人

権
思
想
（
万
民
の
自
由
や
平
等
さ
ら
に
は
自
然
法
思
想
（」
が
唱
え
ら
れ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
〈
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
に
な

ら
な
か
っ
た
の
は
ひ
と
え
に
、
こ
の
世
を
諦
め
の
境
地
で
生
き
る
ア
パ
テ
イ
ア
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ス
ト
ア
主
義
者
の
自
由
観
を
取
り
入
れ
た
ヘ
レ
ニ
ス
ト
神
学
者
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
唱
え
た
神
義
論
な
ど
本
当

は
た
ん
な
る
荒
唐
無
稽
な
作
り
話
で
し
か
な
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
神
義
論
は
神
学
の
主
役
と
な
り
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
に
受

け
継
が
れ
た
の
は
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
者
が
な
ぜ
神
に
逆
ら
う
の
か
と
い
っ
た
先
の
『
パ
ン
セ
』
の
四
三
八
の
文
章
を
見
れ
ば
分
か

る
だ
ろ
う
。〈
善
き
神
か
ら
悪
し
き
人
間
が
生
ま
れ
る
〉。
こ
れ
は
背
理
で
は
な
い
か
と
パ
ス
カ
ル
は
い
っ
た
が
ル
ソ
ー
も
ま
た
道
徳
哲
学

を
教
え
る
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
第
一
編
の
冒
頭
で
、
今
触
れ
た
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
を
世
俗
化
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。「
万
物
を
つ
く
る
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者
の
手
を
離
れ
る
時
す
べ
て
は
善
き
も
の
で
あ
る
、
人
間
の
手
に
う
つ
る
と
す
べ
て
が
悪
く
な
る
」（

11
（

。
ル
ソ
ー
は
善
き
神
は
形
而
上
学
的

秩
序
を
実
現
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
か
ら
人
間
に
〈
理
性
と
良
心
と
自
由
〉
の
三
つ
の
人
間
的
自
然
を
与
え
た
は
ず
だ
と
い
っ
た
。
鋭
い

弁
証
法
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ル
ソ
ー
は
善
と
悪
を
対
立
さ
せ
た
ま
ま
置
か
な
い
。
悪
し
き
も
の
を
つ
く
っ
た
の
は
人
間
で
あ
る
が
、

善
き
も
の
を
つ
く
る
の
も
〈
人
間
の
手
〉
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
ル
ソ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
役
目
が
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
ル
ソ
ー
は
自
由
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
見
よ
う
。
ル
ソ
ー
は
〈
感
覚
〉
を
通
し
て
入
っ
て
く
る
対

象
を
〈
比
較
し
判
断
す
る
能
力
〉
を
自
由
と
い
っ
た
と
き
、
自
由
と
理
性
が
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
が
分
か
ろ

う
（
11
（

。〈
自
由
＝
決
断
〉
は
決
し
て
た
ん
な
る
衝
動
で
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
の
は
自
己
保
存
で
あ
り
そ
れ
を

守
る
た
め
に
は
何
を
し
て
も
よ
い
と
し
、
そ
れ
を
〈
自
然
権
つ
ま
り
自
由
〉
と
規
定
し
た
が
ル
ソ
ー
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の

自
由
は
互
い
が
互
い
を
殺
害
す
る
行
為
で
あ
り
そ
の
先
に
必
ず
互
い
の
死
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
自
由
で
は
な
く
〈
必

然
性
〉
で
し
か
な
い
。
そ
れ
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
は
す
べ
て
の
者
か
ら
自
由
を
奪
う
「
奴
隷
国
家
」（
Ａ
・
シ
ニ
ャ
コ
フ
ス
キ
ー
（
し
か

な
い
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
由
で
は
な
い
。

こ
の
言
葉
は
重
要
だ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
恐
怖
政
治
に
引
き
ず
り
込
む
よ
う
な
過
激
な
思
想
を
「
無
告
の
窮
民
」
に
吹
き
込
ん
だ
張
本

人
に
ル
ソ
ー
を
も
っ
て
く
る
の
は
誤
解
だ
。
Ｈ
・
ア
レ
ン
ト
が
『
革
命
の
条
件
』
で
適
切
に
述
べ
た
よ
う
に
確
か
に
抑
圧
に
対
す
る
「
反

逆
（rebelion

（」
に
よ
っ
て
そ
れ
か
ら
は
「
解
放
（revelation

（」
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
解
放
は
自
由
を
も
た
ら
す
条
件
と
な
ろ
う

が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
そ
れ
は
自
由
と
は
違
う
し
ま
た
そ
れ
が
必
ず
自
由
を
も
た
ら
す
な
ど
と
は
到
底
い
え
な
い（11
（

。
む
し
ろ
解
放
か
ら
政

治
的
混
乱
に
陥
り
そ
の
果
て
に
ま
た
自
由
を
抑
圧
す
る
新
た
な
抑
圧
的
政
治
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
一
九
九
一
年
の
ソ
ビ
エ
ト
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ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

連
邦
崩
壊
か
ら
二
一
世
紀
冒
頭
ま
で
の
ロ
シ
ア
の
状
態
や
、
中
東
の
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
総
称
さ
れ
る
大
規
模
な
反
政
府
運
動
の
結
果
を

見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
国
共
産
党
一
党
独
裁
国
家
は
自
己
の
利
権
を
死
守
す
る
た
め
に
「
蘇
東
波
」
の
経
験
か
ら
学
び
今

日
ま
で
民
主
化
闘
争
を
弾
圧
し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
最
も
正
し
い
政
策
と
心
か
ら
思
い
た
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
正
義
な
き

力
へ
の
傾
斜
が
あ
り
そ
の
点
で
中
国
は
パ
ス
カ
ル
の
教
え
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の

力
能
と
し
て
た
ん
な
る
衝
動
に
駆
ら
れ
決
断
を
下
す
や
り
方
を
認
め
な
い
。
感
情
を
理
性
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
決
断
を
下

す
、
そ
こ
に
ル
ソ
ー
の
自
由
観
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

パ
ス
カ
ル
は
腐
敗
し
た
自
然
の
持
ち
主
が
織
り
な
す
人
間
模
様
を
冷
静
に
把
握
し
た
後
そ
れ
を
厳
し
く
否
定
し
た
点
で
は
評
価
す
べ
き

も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
後
ひ
た
す
ら
神
の
救
済
の
恩
寵
に
与
る
の
を
念
じ
て
生
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
畢
竟
、
現
実
を
肯
定

し
た
こ
と
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
パ
ス
カ
ル
は
保
守
主
義
的
政
治
思
想
家
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点

善
き
自
然
の
う
ち
の
特
に
自
由
に
よ
っ
て
不
平
等
な
人
間
関
係
の
歴
史
を
打
倒
変
革
し
て
い
く
こ
と
で
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
秩
序
」 

（
＝
理
（
を
こ
の
世
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
ル
ソ
ー
を
革
命
的
政
治
思
想
家
と
呼
ん
で
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ル
ソ
ー
は
パ
ス
カ
ル
同
様
腐
敗
し
た
自
然
の
概
念
を
受
容
し
た
が
そ
れ
を
彼
の
よ
う
に
先
天
的
に
存
在
す
る
と
は
考
え
ず
、
長
い
時
間

の
推
移
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
と
捉
え
る
点
で
パ
ス
カ
ル
と
は
違
う
。
な
る
ほ
ど
自
然
と
し
て
の
自
由
は
歴
史
の
な
か
で
堕
落
し
た
が
、

〈
性
根
〉
ま
で
腐
っ
て
い
な
け
れ
ば
依
然
と
し
て
そ
れ
を
救
う
手
立
て
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
ル
ソ
ー
は
考
え
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

課
題
と
し
て
の
そ
の
手
立
て
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
「
人
間
の
教
育
（éducation de l’ hom

m
e

（」
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
『
社
会
契
約
論
』
の
「
市
民
の
教
育
（éducation du citoyen

（」
で
あ
っ
た
。
一
方
は
あ
く
ま
で
「
個
人
」
に
精
神
の
自
律
と
し
て

の
「
道
徳
的
自
由
（liberté m

orale

（」
を
教
え
、他
方
は
集
合
体
と
し
て
の
「
民
衆
（peuple

（」
に
「
政
治
的
自
治
（autojestionpolitique

（」
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を
教
え
る
の
で
あ
り
、
教
育
の
順
序
は
あ
く
ま
で
人
間
の
教
育
か
ら
市
民
の
教
育
で
あ
り
そ
の
逆
で
は
な
い
。

自
由
は
政
治
の
場
で
こ
そ
存
分
に
自
ら
の
力
を
発
揮
で
き
る
の
だ
と
ル
ソ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。そ
の
場
合
政
治
的
な
場
と
は「
市

民
の
国
家
（cité

（」
あ
る
い
は
「
共
和
国
（république

（」
で
あ
ろ
う
が
、république

の
ラ
テ
ン
語
の
意
味
はres

（
も
の
・
こ
と
が
ら
（

publica

（
す
べ
て
の
人
々
の
（
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
〈
す
べ
て
の
人
々
の
も
の
〉
で
あ
る
国
家
を
理
想
と
し
た
が
そ
れ
は
決
し
て
通
常

い
わ
れ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
た
ん
な
る
〈
多
数
者
の
支
配
〉
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
ル
ソ
ー
は
「
イ
ソ
ノ

ミ
ア
（isonom

ia

（」（
＝「
無
支
配
（no rule

（」（
つ
ま
り
あ
く
ま
で
〈
自
由
の
相
互
性
〉
を
実
現
す
る
国
家
を
共
和
国
と
呼
ん
だ
の
で
あ
っ

た
（
1（
（

。

お
わ
り
に
―
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

最
初
に
本
稿
を
ま
と
め
よ
う
。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
一
九
で
「
著
作
す
る
時
に
、
最
後
に
考
え
つ
く
こ
と
は
、
何
を
最
初
に
何

を
書
く
べ
き
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」（

11
（

と
い
っ
た
が
、
何
を
最
初
に
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
か
を
以
下
か
ん
た
ん
に
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。

出
自
は
同
じ
古
代
で
あ
っ
た
が
も
っ
ぱ
ら
ユ
ダ
ヤ
民
族
解
放
の
み
を
め
ざ
す
「
民
族
宗
教
」
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
異
な
り
、「
世
界
宗
教
」

を
め
ざ
す
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
神
学
は
人
類
の
救
済
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
た
。
古
代
の
神
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
の

神
学
論
争
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
救
済
の
方
法
に
つ
い
て
は
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
救
済
す
る
の
か
そ
れ
と
も
人
間
の
自
然
に
よ
っ
て
そ
う

す
る
の
か
と
い
う
〈
恩
寵
対
自
然
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
〉
が
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
を
占
め
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
一
五

世
紀
後
の
パ
ス
カ
ル
は
自
然
を
暗
く
描
き
そ
れ
を
否
定
し
恩
寵
を
取
り
、
そ
の
一
世
紀
後
ル
ソ
ー
は
宗
教
の
世
俗
化
の
波
に
乗
り
恩
寵
の
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位
置
を
自
然
に
与
え
し
か
も
そ
の
自
然
を
明
る
く
描
き
、そ
れ
に
対
し
て
自
然
の
そ
れ
を
歴
史（
＝
不
平
等
な
人
間
関
係
の
形
成
（に
与
え〈
自

然
対
歴
史
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
〉
を
つ
く
り
出
し
、
自
然
の
力
に
よ
っ
て
神
が
造
っ
た
と
さ
れ
る
超
越
的
な
秩
序
を
此
の
世
に
も

た
ら
す
こ
と
で
歴
史
を
変
革
し
救
済
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
が
、
ル
ソ
ー
は
そ
の
た
め
に
人
間
の
自
然
―
と
り
わ
け
自
由
―
を
再
建
し
よ

う
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
我
々
は
ル
ソ
ー
が
「
道
徳
的
秩
序
の
守
り
手
あ
る
い
は
創
設
者
と
し
て
の
神
に
し
か
興
味
が
な
か
っ
た
」（

11
（

の
が
分

か
ろ
う
。
救
済
の
方
法
は
完
全
に
他
力
か
ら
自
力
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ル
ソ
ー
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
パ
ス
カ
ル
を
突
き
抜
け

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
否
定
し
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
も
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

強
力
な
消
毒
薬
の
臭
い
が
す
る
病
室
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
ニ
ー
チ
ェ
は
、
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
露
と
し

て
の
〈
権
力
へ
の
意
志
〉
を
叫
ん
だ
が
、
そ
の
彼
が
現
代
な
ら
ば
才
能
溢
れ
る
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
が
口
に
す
る
よ
う
な
思
い
切
り
の
よ
い

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
次
々
と
我
々
に
見
せ
て
く
れ
る
。
彼
は
い
う
。
ユ
ダ
ヤ
―
キ
リ
ス
ト
教
は
古
代
の「
希
代
の
演
劇
人
」で
あ
っ
た「
僧

侶
民
族
」
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
、
と
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
宗
教
は
僧
侶
が
自
己
の
権
力
を
固
め
る
た
め
に
作
為
的
に
つ
く
っ
た

「
概
念
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
の
〈
誕
生
―
磔
刑
―
復
活
〉
さ
ら
に
は
そ
の
キ
リ
ス
ト
が
人
類

を
救
済
す
る
と
い
う
お
よ
そ
あ
り
も
し
な
い
た
ん
な
る
概
念
と
し
て
の
荒
唐
無
稽
な
〈
救
済
神
学
〉
を
捏
造
し
、
無
知
な
民
衆
に
そ
れ
を

吹
き
込
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
を
「
概
念
の
ミ
イ
ラ
化
」
あ
る
い
は
「
哲
学
の
エ
ジ
プ
ト
主
義
」
と
い
い
嘲
笑
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ

う
な
「
世
界
史
的
詐
欺
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
古
代
か
ら
近
代
ま
で
「
世
界
史
的
火
事
」
を
起
こ
し
て
き
た
の
だ
と
い
っ
て
の
け
た
。

も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
は
正
し
い
。
救
済
神
学
な
ど
所
詮
は
「
大
き
な
物
語
」（
Ｊ
・
Ｆ
・
リ
オ
タ
ー
ル
（
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
希
代
の

キ
ニ
ー
カ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
は
『
権
力
へ
の
意
志
』
で
次
の
よ
う
な
辛
辣
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。「
信
仰
と
は
何
か
？ 

い
か
に
し
て
そ

れ
は
生
ず
る
の
か
？ 

あ
ら
ゆ
る
信
仰
は
真
な
り
と
思
い
こ
む
こ
と
で
あ
る
」（

11
（

。
な
る
ほ
ど
〈
真
な
る
も
の
〉
と
い
わ
れ
る
も
の
は
「
自
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己
欺
瞞
」
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
存
在
し
な
い
真
な
る
も
の
を
捏
造
し
さ
ら
に
そ
れ
に
逃
げ
込
む
の
は
確
か
に
現
実
か
ら
の
〈
二
重
の
逃

避
あ
る
い
は
自
己
欺
瞞
〉
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
艱
難
辛
苦
を
共
に
耐
え
こ
の
世
を
生
き
抜
く
人
々
の
た
め
に
は
救
済
神
学
の
存
在
意

義
は
大
い
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

さ
て
二
〇
世
紀
を
間
近
に
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
〈
神
は
死
ん
だ
〉、
だ
が
私
が
い
っ
た
こ
の
こ
と
が
分
か
る
の
は
二
世
紀
先
の
こ
と
だ
ろ

う
と
述
べ
た
。
だ
が
ニ
ー
チ
ェ
は
思
い
切
り
〈
神
な
ど
最
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
九
世
紀
か
ら

二
〇
世
紀
に
か
け
て
〈
実
証
主
義
〉
が
格
段
に
発
達
し
た
お
か
げ
で
形
而
上
学
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
も
た
ん
な
る
迷
蒙
と
し
て
退
け
ら
れ
て

き
た
と
い
わ
れ
る
が
、
二
一
世
紀
を
迎
え
む
し
ろ
〈
宗
教
へ
の
回
帰
〉
と
い
う
逆
転
現
象
が
爆
発
的
に
起
き
て
い
る
。
一
六
世
紀
か
ら

一
七
世
紀
に
か
け
て
の
二
〇
〇
年
の
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は「
コ
ン
フ
ェ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム（confesionalism

（」が
荒
れ
狂
い
一
八
世
紀
に
な
っ

て
よ
う
や
く
収
ま
り
を
見
せ
た
が
、
二
一
世
紀
冒
頭
の
今
日
今
度
は
世
界
的
規
模
で
「
再
コ
ン
フ
ェ
ナ
リ
ズ
ム
（reconfesionalism

（」
が

猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
。
今
後
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
反
ニ
ー
チ
ェ
的
な
現
象
が
起
き
て
い
る
か
を
是
非
と
も
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

次
に
今
後
の
課
題
を
平
等
論
に
関
係
づ
け
な
が
ら
か
ん
た
ん
に
提
起
し
て
お
こ
う
。
Ｗ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
『
時
間
か
せ
ぎ
の
資
本
主

義
』
で
一
九
七
〇
年
代
以
降
〈
民
主
主
義
的
資
本
主
義
〉
は
危
機
下
に
あ
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
そ
の
危
機
は
資
本
が
民
主
主
義
へ
反

抗
す
る
な
か
で
生
ま
れ
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
①
「
租
税
国
家
」（
＝
「
後
期
資
本
主
義

国
家
」
と
い
わ
れ
体
制
安
定
の
た
め
に
税
を
国
民
に
配
る
国
家
（
か
ら
、
②
「
債
務
国
家
」（「
ポ
ス
ト
後
期
資
本
主
義
国
家
」
と
も
い
わ
れ
経
済
危
機

に
よ
り
減
収
し
た
租
税
の
代
わ
り
に
「
国
債
」
発
行
に
依
存
し
「
国
家
の
民
」
で
は
な
く
そ
れ
を
購
入
す
る
「
市
場
の
民
」（
ボ
ン
ド
ホ
ル
ダ
ー
（
を
極
端

に
優
遇
す
る
こ
と
で
資
本
が
民
主
主
義
に
反
抗
す
る
国
家
（
を
経
由
し
、
最
後
の
③
「
財
政
再
建
国
家
」（
民
主
主
義
に
対
す
る
資
本
主
義
経
済
の

完
全
勝
利
を
も
た
ら
し
た
国
家
（
へ
の
移
行
が
そ
れ
で
あ
る
。
債
務
国
家
は
租
税
国
家
の
危
機
を
次
の
財
政
再
建
国
家
は
債
務
国
家
の
危
機
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を
回
避
す
る
た
め
の
「
当
座
の
一
つ
の
解
決
策
」
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
そ
れ
が
新
た
な
危
機
を
呼
ん

で
し
ま
う
。
こ
れ
に
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
は
「
時
間
か
せ
ぎ
の
資
本
主
義
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
あ
ま
つ
さ
え
経
済
は
危
機
を
解
決
で
き

な
い
と
ま
で
い
っ
た（11
（

。
財
政
再
建
国
家
の
な
か
で
何
が
起
き
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
れ
は
わ
ず
か
一
％
強
の
富
め
る
者
が
社
会
の
頂
上
で

ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
い
る
超
格
差
社
会
の
絶
望
的
拡
大
で
あ
ろ
う
。

歴
史
は
似
た
こ
と
が
幾
度
も
反
復
再
生
的
に
起
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
事
態
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

革
命
後
元
貴
族
の
Ａ
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
非
難
し
た
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
前
の
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
の
も
と
で
は
、
上
位
一
・
五
％

の
し
か
も
「
世
襲
制
」（
＝
血
縁
支
配
の
論
理
（
に
よ
り
そ
の
身
分
が
守
ら
れ
る
特
権
階
級
は
「
免
税
特
権
」
な
ど
に
よ
り
、
さ
な
が
ら
イ

ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
二
一
世
紀
の
日
本
は
ど
う
か
。
親
の「
高
収
入
」を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー

ド
に
し
て
子
が
「
学
歴
支
配
（degree-o-cracy

（」
の
道
を
潜
り
抜
け
出
世
の
階
段
を
昇
り
次
の
子
も
そ
の
レ
ー
ル
に
乗
っ
て
い
く
。
こ

の
サ
イ
ク
ル
が
三
回
続
き
富
裕
階
級
が
そ
れ
を
正
当
化
し
た
ら
、
そ
れ
は
革
命
直
前
の
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
に
似
た
も
の

に
な
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

何
よ
り
も
自
由
を
尊
重
し
た
政
治
思
想
家
の
ル
ソ
ー
は
、
自
由
を
抑
圧
す
る
が
ゆ
え
に
少
数
の
特
権
階
級
が
そ
の
他
の
者
を
足
蹴
に
す

る
超
格
差
・
不
平
等
社
会
を
容
認
で
き
ず
最
後
ま
で
そ
れ
を
批
判
し
続
け
た
。
そ
の
と
き
我
々
は
ル
ソ
ー
が
『
告
白
』
で
「
す
べ
て
は
政

治
に
つ
な
が
っ
て
い
く
」
と
い
っ
た
そ
の
言
葉
の
重
み
を
噛
み
締
め
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
こ
の
よ
う
な
残
酷
な
社
会
を
批
判

し
打
倒
し
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
は
政
治
の
力
に
よ
っ
て
新
し
い
「
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
」（
＝
自
由
の
相
互
性
を
守
る
共
同
体
（
を
構
築
す

る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
今
後
の
問
題
は
ル
ソ
ー
が
不
平
等
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
自
由

を
守
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
か
、
さ
ら
に
は
ル
ソ
ー
の
そ
れ
が
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
た
し
て
〈
役
に
立
つ
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（avalable

（〉
理
念
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
「
ル
ソ
ー
：
自
由

と
平
等
の
関
係
―
そ
の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
（
（
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
田
中
浩
／
原
田
武
雄
訳
（『
合
法
性
と
正
当
性
』、
未
來
社
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。

（
（
（
ワ
シ
リ
ー
・
グ
ロ
ス
マ
ン
（
齋
藤
紘
一
訳
（『
万
物
は
流
転
す
る
』、
み
す
ず
書
房
、
一
四
四
―
一
四
七
頁
。

（
（
（
Ｖ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
（
霜
山
徳
爾
訳
（『
死
と
愛
』、
み
す
ず
書
房
、
特
に
「
第
一
章　

心
理
療
法
か
ら
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
へ
」
を
参
照
。

（
（
（
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』（
旧
約
聖
書
（、「
日
本
聖
書
協
会
（
新
共
同
訳
（」、一
〇
三
四
頁
。
以
下
新
旧
聖
書
双
方
に
つ
い
て
は
「
日
本
聖
書
協
会
（
新

共
同
訳
（」
を
使
用
。

（
（
（J.Bronow

ski and Bruce M
azlish,T

he Intellectual T
radition,D

orset Press,（（（0,p.（（（.

（
（
（
パ
ス
カ
ル
（
田
辺
保
訳
（『
恩
寵
文
書
』（
パ
ス
カ
ル
著
作
集
（
Ⅴ
（（、
教
文
館
、
一
四
一
頁
。
パ
ス
カ
ル
の
カ
ル
ヴ
ァ
ニ
ス
ム
と
モ
リ
ニ
ス
ム

に
関
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
を
参
照
。『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』、
第
二
七
巻
第
一
・
二
号
（
通
巻
第
四
二
号
（、
二
〇
一
四
年
、

特
に
六
―
七
頁
を
参
照
。

（
（
（
パ
ス
カ
ル
『
恩
寵
文
書
』、
一
四
九
頁
。

（
（
（
『
エ
レ
ミ
ア
書
』（
旧
約
聖
書
（、
一
二
三
六
―
一
二
三
七
頁
。

（
（
（
パ
ス
カ
ル
『
恩
寵
文
書
』、
一
四
三
頁
。

（
（0
（
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
（
大
谷
尚
文
訳
（『
民
主
主
義
の
内
な
る
敵
』、
み
す
ず
書
房
、「
古
来
の
論
争
」
の
「
ぺ
ラ
ギ
ウ
ス
―
意
志
と
完
全
さ
」

を
参
照
。
ト
ド
ロ
フ
は
結
局
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
考
え
に
反
対
し
て
い
る
。『
シ
ラ
書
』（
旧
約
聖
書
続
編
（
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
日
本
聖
書
協
会
版
を

使
用
し
た
。
二
一
二
頁
を
参
照
。

（
（（
（
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
は
人
間
性
を
否
定
し
た
が
堕
罪
後
超
自
然
的
目
的
を
失
っ
た
の
で
は
な
く
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
を
失
っ
た
と
す
る
説
が
あ

る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。A

J.Beitzinger,Pascal on Justice,Force,and Law
,T

heReview
 of Politics,V

ol.（（, 
A

pril,（（（（,N
o.（,p.（（（.
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ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
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思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

（
（（
（
「
多
分
ル
ソ
ー
は
神
学
者
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
若
干
の
観
念
を
政
治
的
な
言
葉
に
翻
訳
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
」
と
す
る
説
に
つ
い
て
は

以
下
の
文
献
を
参
照
。John.Plam

enatz, Pascal and Rousseau,Political Studies,V
ol.X

,O
ctober （（（（,N

um
ber （.p.（（（.

（
（（
（
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ル
ケ
ナ
ウ
（
水
田
洋
他
訳
（『
封
建
的
世
界
像
か
ら
市
民
的
世
界
像
へ
』、
み
す
ず
書
房
、
五
九
一
頁
。

（
（（
（
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
神
谷
美
恵
子
訳
（『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
三
頁
。

（
（（
（
ニ
ー
チ
ェ
（
信
太
正
三
訳
（『
道
徳
の
系
譜
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
ニ
ー
チ
ェ
全
集
一
一
（、
五
七
三
頁
。

（
（（
（
次
の
拙
著
を
参
照
。『
自
由
の
政
治
哲
学
的
考
察
』、
明
石
書
店
、
一
九
頁
。

（
（（
（
ア
ン
リ
・
グ
イ
エ
に
よ
れ
ば
デ
カ
ル
ト
は
〈
我
は
考
え
る
者
と
し
て
存
在
す
る
〉
と
し
た
の
に
対
し
て
ル
ソ
ー
は
〈
我
は
感
じ
る
者
と
し
て
存

在
す
る
〉
と
い
っ
た
点
に
違
い
が
あ
る
。H

enri Gouhier,Ce que le viciredoit a D
escartes in:A

nnales de la société de J.-J.
Rousseau,V

ol.X
X

X
V

（（（（（-（（（（

（,pp.（（（-（（（.

（
（（
（
リ
シ
ュ
ア
ン
・
ゼ
ー
グ
／
ギ
イ
・
べ
ッ
ズ
他
（
大
津
真
作
／
石
田
雄
二
訳
（『
宗
教
と
宗
教
裁
判
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
八
頁
。
ベ
ッ
ズ
は

一
七
世
紀
の
デ
カ
ル
ト
か
ら
一
八
世
紀
の
ド
ル
バ
ッ
ク
男
爵
に
か
け
て
「
自
然
学
者
の
神
』
か
ら
「
神
な
き
自
然
学
」
に
変
わ
っ
た
と
述
べ
た
。

（
（（
（
パ
ス
カ
ル
（
前
田
陽
一
・
由
木
康
訳
（『
パ
ン
セ
』、
中
公
文
庫
、
二
八
四
頁
。

（
（0
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』、
一
四
四
頁
。

（
（（
（
「
五
大
司
法
官
」
の
う
ち
売
官
制
度
に
よ
り
就
く
「
租
税
法
院
部
長
評
定
官
」
等
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
宮
崎
揚
弘
『
フ
ラ
ン
ス
の

法
服
貴
族
―
一
八
世
紀
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
社
会
史
』、
同
文
舘
出
版
、
五
―
八
頁
。

（
（（
（
「
商
業
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（com

m
ercial hum

anism
（」
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。H

enry C.Clark,Com
m

erce,the V
irtues, 

T
he Public Sphere in E

arly Seventeenth C
entury F

rance,F
rench H

istorical Suudies,V
olum

e （（ num
ber （, 

sum
m

er,（（（（,esp.,pp.（（（-（（（.

（
（（
（（
（（
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』、
一
九
九
頁
。

（
（（
（Gérard ferreyrolles,Pascal et la raison du politique,Presses U

niversitaires France,pp.（（（-（（（.

（
（（
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』、
二
〇
〇
頁
。

（
（（
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』、
一
七
一
頁
。

（
（（
（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（
中
川
信
訳
（『
哲
学
書
簡
』、「
第
七
信　

ソ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
派
、
ま
た
は
ア
リ
ウ
ス
派
教
徒
、
ま
た
は
反
三
位
一
体
教
徒
に
つ



二
九
八

い
て
」（「
世
界
の
名
著
」（、
中
央
公
論
社
、
九
二
頁
。

（
（（
（
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
（
柴
田
治
三
郎
訳
（『
世
界
と
世
界
史
』、
特
に
「
第
一
章　

ギ
リ
シ
ャ
の
宇
宙
論
と
自
然
神
学
と
の
一
致
」
を
参
照
。

（
（0
（
神
義
論
と
宇
宙
義
論
に
つ
い
て
は
次
の
拙
著
を
参
照
。『
ル
ソ
ー；

平
等
主
義
的
自
由
論
研
究
』、特
に
「
第
八
章　

体
制
変
革
の
思
想
家
ル
ソ
ー

と
安
藤
昌
益
―
神
義
論
的
自
然
観
と
宇
宙
義
論
的
自
然
観
」、
明
石
書
店
。

（
（（
（
古
代
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
教
や
原
始
仏
教
に
つ
い
て
は
拙
著
『
国
家
・
権
力
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』、
明
石
書
店
、
特
に
二
二
二
―
二
二
三
頁
を

参
照
。

（
（（
（
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ラ
コ
フ
に
よ
れ
ば
ギ
リ
シ
ャ
の
ス
ト
ア
派
は
人
間
性
や
人
間
的
理
性
の
平
等
主
義
的
見
解
を
も
っ
て
い
た
が
、
い
か
ん
せ
ん

政
治
に
無
関
心
で
全
然
〈
政
治
的
平
等
論
〉
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
革
命
的
思
想
に
な
り
え
な
か
っ
た
。Sanford A

.Lakoff, 
Equalty in Political Philsophy,H

arvard U
niversity Press,Cam

bridge,M
assachusetts,（（（（,p.（（.

（
（（
（
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
哲
学
書
簡
』、「
第
二
五
信　

パ
ス
カ
ル
氏
の
『
パ
ン
セ
に
つ
い
て
』」、
二
二
〇
頁
。

（
（（
（
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』（「
新
訳
聖
書
」（、
八
頁
。

（
（（
（
筆
者
は
形
而
上
学
的
秩
序
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
能
力
と
し
て
〈
良
心
＝
自
然
法
〉
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
と
思
う
が
、
自
然

法
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
「
情
緒
的
な
能
力
（affective capacity

（」
が
必
要
で
あ
り
そ
の
役
目
が
良
心
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。J B.N

ooneJr,Rousseau’s theory of N
atural Law

 as conditional, 
T

he Journal of H
istory of Idea,V

ol.X
X

X
Ⅲ

,（（（（,p.（（.

（
（（
（
ド
ラ
テ
に
よ
れ
ば
ル
ソ
ー
は
本
能
を
「
肉
体
的
本
能
」
と
「
道
徳
的
本
能
」
の
二
種
類
に
分
け
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
道
徳
的
本
能
と
い
う
言
葉

を
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
で
採
用
し
た
が
そ
れ
を
ビ
ュ
ル
ラ
マ
キ
か
ら
借
用
し
た
。Robert D

erathé,la problem
atique du sentim

ent 
chez Rousseau

;A
nnales de la société de J.-J.Rousseau,V

ol.X
X

X
Ⅶ

（（（（（-（（（（

（,p.（（.

（
（（
（M

erjaK
ylm

äkoski,T
he virtue of Citizen,-Jean Jacqus Rousseau’s Republicanism

 in the Eighteenth-Century French 
Context,PET

ER LA
N

G,（00（,esp.,introduction.

（
（（
（
ル
ソ
ー
（
今
野
一
雄
訳
（『
エ
ミ
ー
ル
』（
上
（、
岩
波
書
店
、
二
三
頁
。

（
（（
（
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』（
中
（、
一
五
一
頁
。

（
（0
（
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
（
志
水
速
雄
訳
（『
革
命
に
つ
い
て
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
三
九
頁
。



二
九
九

ル
ソ
ー
と
パ
ス
カ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
人
間
観
の
相
違
（
土
橋
）

（
（（
（
こ
れ
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
宣
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
ポ
ス
ト
キ
リ
ス
ト
教
的
ス
ト
ア
主
義
者
（a post-christian Stoic

（」
の
エ
ミ
ー
ル
た
ち

の
共
同
体
に
、
完
全
な
人
間
の
自
由
な
社
会
つ
ま
り
ス
ト
ア
主
義
者
の
国
家
な
き
ま
た
階
級
な
き
社
会
の
無
政
府
主
義
的
夢
を
見
る
の
は
何
ら
難

し
い
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
説
が
あ
る
。K

ennedy F.Roche,Rousseau Stoic &
 Rom

antic,M
ethuen &

 Co Ltd London,（（（（,p.（（.

（
（（
（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』、
一
八
頁
。

（
（（
（
ド
ラ
テ
は
ル
ソ
ー
が
道
徳
的
秩
序
の
守
り
手
あ
る
い
は
創
設
者
と
し
て
の
神
に
し
か
興
味
が
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て

は
以
下
の
文
献
を
参
照
。Robert D

erathé,Jean Jacques Rousseau et le christianism
e,Revue de m

etaphysique et de m
orale,L. 

ⅠⅠⅠ

（oct.（（（（
（,p.（（（.

ド
ラ
テ
は
「
ル
ソ
ー
が
道
徳
と
宗
教
の
間
に
打
ち
立
て
た
関
連
性
は
最
終
的
に
は
宗
教
の
破
損
に
向
か
う
。
と
い
う
の

も
ル
ソ
ー
は
道
徳
的
生
活
に
不
必
要
な
全
て
の
も
の
を
宗
教
か
ら
削
除
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
ド
ラ
テ
が
い
い
た
か
っ
た
の

は
、
ル
ソ
ー
は
従
来
の
啓
示
宗
教
な
ど
に
は
全
く
興
味
は
な
く
そ
れ
を
〈
道
徳
化
さ
れ
た
宗
教
〉
に
切
り
換
え
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
、
と
い

う
点
に
あ
る
。Robert Rerathé,Les rapports de la m

orale et de la religion chez J.-J Rousseau,Revue Philosophique de la 
France Et l’Etranger,（（（

:（（（（,pp.（（（-（（（.

（
（（
（
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
原
裕
訳
（『
権
力
へ
の
意
志
』（
上
（、（
ニ
ー
チ
ェ
全
集
・
第
一
二
巻
（、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
三
二
頁
。

（
（（
（
Ｗ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ク
（
鈴
木
直
訳
（『
時
間
か
せ
ぎ
の
資
本
主
義
―
い
つ
ま
で
危
機
を
先
送
り
で
き
る
か
』、
み
す
ず
書
房
、
特
に
「
序
章　

危

機
理
論
―
当
時
と
現
在
」
を
参
照
。

（
元
中
央
学
院
大
学
教
授
（


