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ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

小
　
柳
敦
史

は
じ
め
に

　
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
を
一
つ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
す
る
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
末
期
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
に
か
け
て
の
激
動
の
時
代
の

中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
、
宗
教
哲
学
、
歴
史
哲
学
、
宗
教
社
会
学
な
ど
複
数
の
領
域
に
ま
た
が
る
業
績
を
遺
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル

チ
（
一
八
六
五
－
一
九
二
三
）
の
思
想
は
、
｝
九
八
○
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
ト
レ
ル
チ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
契
機
と
し
て
活
発
な
研
究
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

象
と
な
り
、
そ
の
活
況
は
現
在
で
も
な
お
続
い
て
い
る
。
近
年
の
ト
レ
ル
チ
研
究
が
特
に
力
を
注
い
で
い
る
の
は
、
当
時
の
複
雑
な
神
学
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

社
会
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
の
ト
レ
ル
チ
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
研
究
動
向
に
捧
さ

し
な
が
ら
、
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
哲
学
的
思
索
を
考
え
る
上
で
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
十
分

に
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
思
想
的
潮
流
で
あ
る
「
保
守
革
命
」
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
態
度
を
考
察
し
、
「
保
守
革
命
」
的
言
説
と
ト
レ

ル
チ
の
歴
史
主
義
理
論
の
相
違
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　
本
稿
が
「
保
守
革
命
」
に
注
目
す
る
の
は
、
ト
レ
ル
チ
が
晩
年
に
歴
史
主
義
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
際
、
そ
こ
で
は
保
守
革
命
的
言
説
に

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

｝
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二

対
す
る
対
抗
意
識
が
色
濃
く
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
鴨
歴
史
・
王
義
と
そ
の
諸
問
題
』
が
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
ト
レ
ル
チ
の
主
著
で
あ
る
こ

と
、
あ
る
い
は
ト
レ
ル
チ
思
想
全
体
の
到
達
点
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
㎎
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問

題
』
は
難
解
か
つ
長
大
な
記
述
や
、
未
完
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
そ
の
内
容
が
解
明
さ
れ
る
た
め
に
は
「
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問

題
複
合
体
」
（
顛
ω
8
瓜
ω
日
ロ
曽
溶
。
ヨ
包
Φ
×
）
と
呼
ば
れ
う
る
、
関
連
し
た
テ
ク
ス
ト
群
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

複
合
体
の
中
心
を
成
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、
著
作
と
し
て
著
さ
れ
た
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
　
第
一
巻
u
歴
史
哲
学
の
論
理
的
問
題
軸
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
。
こ
こ
を
中
心
と
し
て
一
つ
の
極
に
は
『
キ
リ
ス
ト
教
会
と
諸
集
団
の
社
会
教
説
騙
に
代
表
さ
れ
る
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
的
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
対
す
る
歴
史
的
－
社
会
学
的
に
把
握
さ
れ
た
問
い
」
が
置
か
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
う
一
方
の
極
に
は
数
多
く
の
「
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

レ
ル
チ
の
書
評
活
動
」
が
位
置
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
岡
時
代
の
知
的
状
況
に
対
す
る
診
断
を
下
し
つ
つ
書
か
れ
た
、
『
歴
史
主

義
と
そ
の
諸
問
題
臨
に
関
係
す
る
諸
論
文
は
後
者
の
「
書
評
」
極
と
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
幅
本
体
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
（
7
）

に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
書
評
と
諸
論
文
に
お
い
て
ト
レ
ル
チ
に
よ
り
重
大
な
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
保
守
革
命
」
（
臼
Φ
　
開
。
霧
Φ
恥

く
暮
貯
①
菊
の
く
。
ξ
自
。
欝
）
と
呼
ば
れ
る
思
想
動
向
な
の
で
あ
る
。

　
「
保
守
革
命
」
は
「
あ
る
く
知
的
傾
向
〉
、
〈
精
神
的
状
況
〉
を
総
括
」
す
る
が
、
「
〈
思
想
内
容
V
の
面
か
ら
み
る
と
曖
昧
さ
の
残
る
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

傾
向
」
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
〈
意
識
状
況
・
精
神
状
況
〉
の
微
妙
な
振
幅
」
が
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
時
代
表
現
的
な
い
し
蒋
代
診
断
的
側
面
」
を
持
つ
思
想
潮
流
だ
と
い
え
る
。
優
れ
た
時
代
診
断
力
を
有
し
た
ト
レ
ル
チ
が
保
守
革
命
的
言

説
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
ト
レ
ル
チ
自
身
の
思
想
が
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も
っ
て
い
た
意
義
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
「
保
守
革
命
」
の
典
型
的
な
例
と

し
て
、
ヴ
ェ
ル
ナ
…
・
ゾ
ソ
バ
ル
ト
を
取
り
上
げ
、
保
守
革
命
的
言
説
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
そ
の
際
に
は
陶
時
期
に
近
代
資
本
主
義
社
会

に
つ
い
て
の
分
析
を
展
開
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
見
解
と
の
比
較
を
手
が
か
り
と
す
る
。
続
い
て
第
二
節
で
は
捉
え
に
く
い
思
想



傾
向
で
あ
る
「
保
守
革
命
」
に
つ
い
て
本
稿
の
関
心
に
基
づ
い
て
整
理
を
す
る
。
こ
こ
か
ら
ト
レ
ル
チ
の
思
想
と
保
守
革
命
論
と
の
比
較
に

進
み
、
第
三
節
と
第
四
節
に
お
い
て
ト
レ
ル
チ
が
晩
年
に
取
り
組
ん
だ
歴
史
主
義
を
め
ぐ
る
考
察
の
意
味
を
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
並
ぶ
代
表
的

な
保
守
革
命
論
者
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
へ
の
批
評
の
分
析
を
通
し
て
検
討
す
る
。
第
三
節
で
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
著
書
『
西

洋
の
没
落
』
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
書
評
か
ら
読
み
取
れ
る
、
ト
レ
ル
チ
の
態
度
の
変
化
の
根
本
に
あ
る
も
の
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
第
四

節
で
、
保
守
革
命
的
言
説
と
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら
、
ト
レ
ル
チ
が
自
分
の
歴
史
主
義
理
論
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。

一
　
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
保
守
革
ム
叩
劇
詩

　
一
一
【
　
近
代
資
本
主
義
の
終
焉
？

　
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
長
く
複
雑
な
思
想
遍
歴
を
持
つ
た
め
、
ど
こ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
か
で
そ
の
評
価
も
変
わ
り
う
る
が
、
本
稿
で
は
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
ら
と
同
時
期
に
近
代
資
本
・
王
義
の
歴
史
的
解
明
に
取
り
組
ん
だ
テ
ク
ス
ト
ー
そ
の
中
で
も
近
代
資
本
主
義
の
現
状
に
つ

い
て
の
評
価
一
と
、
そ
れ
以
降
に
著
さ
れ
た
、
近
代
資
本
主
義
の
終
焉
と
そ
の
後
に
来
る
べ
き
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
想
を
と
り
海
げ
る
。

　
ゾ
ソ
バ
ル
ト
が
資
本
主
義
の
精
神
に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
た
の
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

精
神
」
（
以
下
、
「
倫
理
」
論
文
）
が
雑
誌
上
に
発
衰
さ
れ
る
二
年
前
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
倫
理
」
論
文
で
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
議
論
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

識
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
一
方
で
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
「
倫
理
」
論
文
へ
の
応
答
を
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
』
な
ど
の
著
作
で
試
み
、
ゾ
ソ
バ
ル

ト
の
そ
の
後
の
批
判
に
対
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
倫
理
」
論
文
に
追
加
さ
れ
た
注
に
お
い
て
再
応
答
す
る
な
ど
、
両
者
は
議
論
の
応
酬
を
重

ね
た
。
ゾ
ソ
バ
ル
ト
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
間
に
は
、
「
近
代
資
本
主
義
の
精
神
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
の
使
用
を
含
め
て
い
く
つ
も
の
共
通

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

点
が
指
摘
さ
れ
う
る
が
、
こ
こ
で
は
、
資
本
主
義
の
現
状
に
対
す
る
診
断
に
お
け
る
共
通
点
と
相
違
点
を
確
認
し
た
い
。

　
両
者
の
相
違
が
際
立
つ
の
は
、
近
代
資
本
主
義
の
起
源
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
禁
欲
に
そ
の
起

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

三
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源
を
探
究
し
た
の
に
対
し
て
、
ゾ
ン
パ
ル
ト
は
古
代
以
来
の
黄
金
欲
や
金
銭
欲
の
延
長
上
に
近
代
資
本
主
義
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
両
者
は
、
資
本
主
義
が
も
た
ら
し
た
近
代
の
状
況
に
対
す
る
診
断
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
在
あ
る
資
本

主
義
に
は
当
初
の
精
神
、
あ
る
い
は
魂
が
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
と
っ
て
前
資
本
主
義
段
階
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
は
徐
々
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
㎎
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
馳
の
中
で
は

次
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
資
本
・
薫
義
の
始
ま
り
に
お
い
て
資
本
主
義
的
組
織
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
ま
ば
ら
に
し
か
み
ら
れ

ず
、
し
か
も
資
本
主
義
的
で
な
い
人
間
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
翻
り
だ
さ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況

で
資
本
主
義
的
経
営
を
遂
行
す
る
た
め
に
「
予
々
の
企
業
家
は
ど
れ
ほ
ど
の
恣
意
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
、
だ
が
ど
れ
ほ
ど
自
由
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
発
揮
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
は
感
嘆
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
経
営
の
慣
習
に

と
ら
わ
れ
な
い
試
み
を
す
る
恣
意
と
、
そ
の
う
え
で
新
た
な
経
常
を
担
っ
て
い
く
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
と
を
備
え
た
進
取
の
気
性
こ
そ
が
、
資

本
主
義
を
誕
生
さ
ぜ
た
原
動
力
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
記
述
の
直
後
に
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
、
資
本
主
義
の
現
状
に
つ
い
て
の

ヴ
ェ
ー
バ
～
の
晃
解
と
の
一
致
を
明
示
す
る
。

　
　
今
日
の
資
本
主
義
の
組
織
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
…
パ
ー
が
適
切
に
も
表
現
し
た
よ
う
に
、
個
人
が
そ
の
な
か
で
誕
生
し
、
す
く
な
く

　
　
と
も
個
人
と
し
て
の
彼
に
と
っ
て
事
実
上
不
変
の
容
器
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
彼
が
生
き
る
定
め
と
な
っ
て
い
る
巨
大
な
宇
宙
で
あ
る
。

　
　
今
日
の
資
本
主
義
の
組
織
は
、
個
人
が
市
場
と
が
ん
じ
が
ら
め
の
関
連
に
あ
る
か
ぎ
り
、
個
人
の
経
済
行
為
に
対
し
て
規
範
を
強
要
す

　
　
（
1
5
）

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
鉄
の
濫
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
文
章
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
倫
理
」
論

文
の
末
尾
近
く
で
「
鉄
の
鑑
」
に
つ
い
て
再
び
触
れ
て
、
「
今
臼
で
は
1
最
終
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
誰
が
知
ろ
う
か
1
禁
欲
の
精
神
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
殻
（
引
用
者
注
”
大
塚
久
雄
訳
で
「
鉄
の
橿
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
。
原
語
は
○
象
蜜
ω
①
）
か
ら
抜
け
出
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
は
近
代
資
本
主
義
を
生
ん
だ
エ
…
ト
ス
が
、
ゾ
ン
パ
ル
ト
で
は
資
本
主
義
丁
零
済
を
産
み
出
し
た
燗
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ



が
、
今
日
の
資
本
主
義
経
済
で
は
失
わ
れ
て
い
る
と
診
断
さ
れ
て
い
る
。

　
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
理
解
す
る
資
本
主
義
の
高
度
化
と
は
、
彼
自
身
の
後
の
術
語
を
用
い
れ
ば
、
資
本
主
義
か
ら
そ
の
「
魂
」
が
抜
け
て
「
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

神
化
」
さ
れ
る
過
程
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
ナ
チ
ス
政
権
下
の
一
九
三
四
年
に
著
し
た
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
』
の
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
近
代
社
会
に
お
い
て
進
行
し
て
い
る
「
精
神
化
」
を
規
定
し
た
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
精
神
化
と
私
の
名
づ
け
る
も
の
は
、
人
間
主
体
が
い
わ
ゆ
る
客
観
化
さ
れ
た
精
神
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
魂
が
失
わ
れ
る
こ
と
、

　
　
す
な
わ
ち
魂
が
排
除
さ
れ
る
結
果
、
自
発
性
、
自
由
及
び
自
己
決
定
が
除
去
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
個
人
は
も
は
や
、
極

　
　
め
て
個
性
的
な
重
み
ず
か
ら
の
思
い
つ
き
や
考
案
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
規
則
の
体
系
が
要
求
し
要
講
ず
る
ま
ま
に
行
動
す
る
。
彼
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
い
わ
ぽ
こ
の
体
系
の
な
か
に
入
り
こ
み
、
そ
の
舵
と
る
に
ま
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
長
い
思
想
遍
歴
を
持
つ
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
い
う
学
者
が
時
間
の
間
隔
を
空
け
て
書
い
た
著
作
を
安
易
に
つ
な
げ
て
読
解
す
る
こ
と
に
は
慎
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
私
た
ち
が
す
で
に
確
認
し
た
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
』
の
議
論
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
資
本

主
義
が
進
展
し
た
結
果
、
経
済
活
動
を
生
気
あ
る
も
の
に
し
て
い
た
経
済
人
一
人
一
人
の
魂
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ゾ
ソ
バ
ル
ト
の
理
解
で
は
精
神
化
し
た
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
見
方
で
は
脱
精
神
化
し
て
し
ま
っ
た
資
本
主
義
の
未
来
を

両
者
は
ど
の
よ
う
に
描
く
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
と
い
う
「
鋼
鉄
の
殻
」
の
不
変
性
は
将
来
に
わ
た
っ
て
続
く
も
の
だ

と
考
え
て
い
た
。
他
方
、
生
や
魂
の
生
産
性
を
資
本
主
義
の
精
神
よ
り
も
根
源
的
な
原
理
と
考
え
る
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

末
尾
で
資
本
主
義
と
い
う
「
巨
人
」
の
疾
走
は
い
っ
か
止
ま
る
と
予
測
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
何
が
起
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
起
き
る
べ

ぎ
な
の
か
を
論
ず
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
』
は
こ
の
将
来
へ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

五
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山fx

　
一
…
ニ
　
ド
イ
ツ
社
会
主
義

　
噌
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
臨
で
そ
の
到
来
が
予
測
さ
れ
て
い
た
資
本
・
王
義
の
終
焉
が
、
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
』
で
は
今
ま
さ
に
始
ま
り
つ
つ
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
初
期
資
本
主
義
期
に
お
い
て
は
資
本
・
王
義
的
な
人
間
の
あ
り
か
た
と
前
資
本
主
義
的
な
も
の
が
共

存
し
て
い
た
よ
う
に
、
末
期
資
本
主
義
期
に
あ
っ
て
は
、
次
の
蒋
代
を
特
徴
づ
け
る
要
素
が
す
で
に
現
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
硬
直
し
て

魂
を
抜
か
れ
た
経
済
活
動
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
む
と
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
新
た
な
要
素
と
し
て
彼
が
冒
を
向
け
た
の

が
、
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
初
期
資
本
主
義
か
ら
現
在
の
末
期
資
本
主
義
に
至
る
過
程
で
自
然
な
経
済
活
動
の
魂
が
無
く
な
り
、
硬
直
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
ゾ
ン

バ
ル
ト
は
考
え
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
資
本
主
義
が
も
た
ら
し
た
今
日
の
問
題
に
対
し
て
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
は
資
本

主
義
の
硬
直
化
を
も
た
ら
し
た
要
素
で
あ
っ
て
、
経
済
活
動
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
発
揮
さ
れ
た
初
期
資
本
主
義
の
あ
り
か
た
は
、
時
代
が

変
わ
る
際
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。

　
こ
の
二
つ
の
傾
向
に
つ
い
て
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
』
に
お
い
て
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
か
な
り
強
力
な
人
種
主
義
的
議
論
を
展
開
す
る
。
初
期
資
本

・
王
義
を
担
っ
た
よ
う
な
獲
得
欲
に
満
ち
た
民
族
を
「
英
雄
的
民
族
群
」
、
市
民
的
で
平
和
的
な
商
業
活
動
に
長
け
た
民
族
を
「
商
人
的
民
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

群
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
二
分
法
は
第
一
次
大
戦
中
に
書
か
れ
た
㎎
商
人
と
英
雄
』
を
経
て
、
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
騙
に
お
い
て
ド
イ
ツ

的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
の
二
分
法
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
ゾ
ソ
パ
ル
ト
は
も
は
や
有
機
体
と
し
て
の
人
種
や
民
族
と
し

て
「
ド
イ
ツ
」
や
「
ユ
ダ
ヤ
」
を
語
る
こ
と
は
せ
ず
、
精
神
的
な
原
理
と
し
て
語
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ユ
ダ
ヤ
精
神
は
決
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
人
格
と
結
合
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
最
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
最
後
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
孫
が
絶
滅

　
　
さ
れ
て
も
、
な
お
生
き
つ
づ
け
う
る
…
…
（
中
略
）
ユ
ダ
ヤ
精
神
は
現
代
の
大
部
分
を
支
配
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
け
だ
し
経
済
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
代
の
精
神
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
第
一
章
で
学
び
知
っ
た
も
の
は
、
し
ぼ
し
ぼ
ユ
ダ
ヤ
精
神
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
経
済
時
代
の
精
神
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
近
代
資
本
主
義
、
あ
る
い
は
高
度
資
本
主
義
の
精
神
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
に
他



な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
末
期
資
本
主
義
の
あ
と
に
来
た
る
べ
き
、
魂
を
持
っ
た
経
済
体
制
の
構
想
に
あ
た
っ
て
は
ユ
ダ
ヤ
精
神
か
ら
の
解

放
が
要
求
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
そ
し
て
こ
の
解
放
に
あ
た
っ
て
ド
イ
ツ
は
、
資
本
主
義
の
進
展
が
遅
か
っ
た
が
故
の
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
。
恒
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
（
2
5
）

こ
の
こ
と
は
「
ド
イ
ツ
は
今
日
も
な
お
純
然
た
る
農
民
国
家
で
あ
る
」
と
い
う
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
見
解
、
そ
の
他
の
職
業
構
成
に
つ
い
て
も

「
手
工
業
」
や
「
小
経
営
」
が
か
な
り
の
数
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代
資
本
主
義
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
自

然
な
人
間
の
魂
を
持
つ
農
民
や
手
工
業
者
が
ド
イ
ツ
に
は
生
き
残
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
人
び
と
が
も
つ
「
資

本
主
義
的
精
神
」
と
は
べ
つ
の
「
精
神
」
が
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
創
造
す
る
も
の
と
し
て
混
じ
り
こ
み
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
「
ド
イ
ツ
社

会
主
義
」
の
「
初
期
」
を
み
い
だ
し
、
こ
の
古
く
て
新
し
い
「
精
神
」
の
復
活
を
唱
え
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
ゾ
ン
パ
ル
ト
の
「
保
守
革
命
」

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

思
想
の
真
髄
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
「
精
神
」
は
私
た
ち
の
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
え
ば
、
む
し
ろ
「
魂
」
に
近
い
も

の
か
、
あ
る
い
は
「
魂
」
を
吹
き
込
ま
れ
て
生
命
力
を
國
復
し
た
「
精
神
」
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
ま
た
留
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
提
唱
に
よ
る
ゾ
ン
パ
ル
ト
の
近
代
資
本
・
集
義
批
判
は
同
時
に
、
マ
ル
ク
ス
・
王

義
批
判
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
む
し
ろ
経
済
時
代
1
1
近
代
資
本
主
義
に
よ
っ
て
「
醜
い
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
っ
た
社
会
主
義
の
姿
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
リ
i
・
ハ
ー
フ
の
ま
と
め
を
援
用
す
れ
ば
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
単
に
経
済
的

利
害
の
優
位
だ
け
を
反
映
し
て
い
た
の
で
な
く
、
「
魂
の
な
い
」
近
代
的
工
場
の
誕
生
を
進
歩
と
し
て
歓
迎
し
て
い
た
」
と
い
う
の
が
ゾ
ン

バ
ル
ト
の
主
張
で
あ
り
、
「
こ
れ
に
対
し
ド
イ
ツ
に
特
有
の
社
会
主
義
は
、
経
済
の
堕
落
を
生
み
出
す
影
響
を
免
れ
、
義
務
感
、
国
民
的
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

命
、
行
動
主
義
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
」
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
説
明
を
加
え
れ
ば
、
ゾ
ソ
バ
ル
ト
が
問
題
呈
す
る
の
は
「
「
魂
の
な
い
」

近
代
的
工
場
」
で
あ
っ
て
、
近
代
的
科
学
技
術
や
工
業
技
術
を
排
斥
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
と
っ
て
問
題
と

な
る
の
は
、
技
術
を
生
き
た
魂
の
た
め
に
制
御
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
の
監
督
は
当
然
国
家
の
行
う
と
こ
ろ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

　
　
　
（
2
9
）

主
張
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
「
ド
イ
ツ
社
会
主
義
」
と
は
、
国
家
的
統
制
の
下
で
近
代
的
技
術
を
用
い
つ
つ
、
ド
イ
ツ
に
残

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

七
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っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
英
雄
の
魂
を
活
性
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
V

ト
は
ナ
チ
ズ
ム
に
そ
の
期
待
を
か
け
た
の
だ
っ
た
。

八そ
し
て
、
ゾ
ソ
バ
ル

二
　
保
守
革
命
と
い
う
視
点

　
二
一
一
　
分
析
概
念
と
し
て
の
「
保
守
革
命
」

　
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
「
保
守
革
命
」
と
い
う
雷
葉
を
き
ち
ん
と
し
た
説
明
な
し
に
使
用
し
て
き
た
が
、
ア
ル
ミ
ン
・
モ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

研
究
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
保
守
革
命
と
い
う
潮
流
は
複
雑
な
も
の
で
、
そ
の
全
容
や
、
共
通
す
る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
。
嵩
じ
時
代
の
i
一
部
は
保
守
革
命
と
重
な
る
一
思
想
動
向
で
あ
る
「
学
間
に
お
け
る
革
命
」
と
は
違
い
、
保
守
革
命
は
後
の
研
究

者
が
分
析
概
念
と
し
て
提
示
し
た
も
の
な
の
で
、
典
型
的
に
保
守
革
命
論
者
だ
と
さ
れ
る
思
想
家
で
も
自
分
自
身
で
は
「
保
守
革
命
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
「
保
守
革
命
」
と
い
う
欝
葉
は
用
い
て
い
て
も
現
在
術
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
意
味
と
は
異
な
っ
た

り
す
る
場
合
が
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
。
モ
：
ラ
…
の
研
究
が
す
で
に
か
な
り
包
括
的
な
も
の
で
、
ω
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
派
、
②
青
年
保
守
派
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

③
国
民
革
命
派
、
ω
ブ
ン
ト
派
、
㈲
農
村
民
運
動
の
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
分
析
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
分
類
も
保
守
革
命
研
究
に
お

い
て
必
ず
し
も
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
具
体
的
な
内
容
上
の
共
通
点
を
挙
げ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
シ
ェ
テ
フ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

ン
・
プ
ロ
イ
ア
ー
が
試
み
た
よ
う
に
、
想
定
さ
れ
て
い
る
敵
の
共
通
性
で
特
徴
づ
け
る
方
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
保

守
革
命
の
敵
は
し
ぼ
し
ぼ
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
左
派
革
命
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
的
（
と
保
守
革
命
論
者
が
み
な
し

た
）
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
保
守
革
命
論
者
の
多
く
は
自
分
た
ち
の
試
み
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
並
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
修

正
し
て
乗
り
越
え
る
、
正
し
い
社
会
主
義
の
提
案
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
社
会
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
結
び
つ
き
が
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

さ
れ
た
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
さ
し
あ
た
り
、
蔭
山
宏
の
定
義
を
参
考
に
し
つ
つ
、
ω
反
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
体
髄
雛
反
フ
ラ
ン
ス
的
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
、
②
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
主
義
の
連
結
、
の
二
つ
が
保
守
革
命
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
考
え
た
い
。
プ
ロ
イ
ア
ー
や
影
山
は
エ
ル



ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
や
タ
ー
ト
派
の
言
動
か
ら
以
上
の
特
徴
づ
け
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、

お
い
て
も
同
様
の
特
徴
が
明
ら
か
に
確
認
で
き
る
。

我
々
が
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
ゾ
ン
バ
ル
ト
に

　
ニ
ー
二
　
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
「
保
守
革
命
」
の
用
法

　
以
上
確
認
し
た
通
り
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
主
張
は
保
守
革
命
的
言
説
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
ゾ
ン
パ
ル
ト
自
身
は

「
保
守
革
命
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
。
一
方
で
ト
レ
ル
チ
は
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
ら
と
並
ん
で
、
「
保
守
革

命
」
と
い
う
言
葉
を
早
く
か
ら
用
い
て
い
た
論
者
の
一
人
置
数
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
岡
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の
保
守
革
命
的
言
説
を
批
判
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ェ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
真
の
保
守
革
命
を
希
求
し
た
の
に
対
し
て
、
ト
レ
ル
チ
は

「
保
守
革
命
」
と
い
う
言
葉
を
自
ら
の
思
想
的
立
場
を
表
現
す
る
確
固
と
し
た
概
念
と
し
て
練
り
上
げ
積
極
的
に
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
使
用
例
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
「
保
守
革
命
」
と
い
う
雷
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
よ
る

「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
の
称
揚
に
対
す
る
批
判
と
読
め
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

　
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
も
「
保
守
革
命
（
家
）
」
（
臼
巴
8
口
ω
強
く
鋤
寓
く
Φ
国
Φ
＜
o
葺
δ
郎
讐
Φ
）
と
い
う
表
現
が
初
期
ロ
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

主
義
の
代
表
者
と
し
て
の
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
F
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

取
れ
る
の
は
、
一
九
二
二
年
の
論
考
「
世
界
政
策
に
お
け
る
自
然
法
と
人
間
性
」
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ロ
マ
ン
主
義
が
「
西

欧
的
な
全
き
数
学
的
目
機
械
的
な
科
学
精
神
、
功
利
主
義
と
道
徳
を
融
合
す
る
自
然
法
の
概
念
、
普
遍
的
で
平
等
な
人
類
と
い
う
空
疎
な
抽

象
」
に
対
す
る
革
命
、
す
な
わ
ち
「
保
守
革
命
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
歴
史
的
伝
承
の
中
で
も
「
神
秘
的
か
つ
詩
的
な
方
向
」
と
結

び
つ
き
、
「
個
的
な
も
の
、
積
極
的
な
も
の
、
い
つ
も
新
し
く
生
産
的
な
も
の
、
創
造
的
な
も
の
、
精
神
的
1
1
有
機
的
な
も
の
」
を
目
指
す

と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
議
論
で
は
、
西
欧
的
精
神
が
ユ
ダ
ヤ
性
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
い
う
ア
レ
ン
ジ
は
加
わ

っ
て
い
る
も
の
の
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
歴
史
理
解
と
ド
イ
ツ
の
優
越
性
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ト

エ
ル
ソ
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

九
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○

レ
ル
チ
の
議
論
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
今
日
国
内
外
で
と
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
的
な
理
念
世
界
の
独
自
性
と
い
う
も
の

は
ロ
マ
ン
主
義
に
初
め
て
由
来
す
る
」
と
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
的
で
鮒
造
的
な
精
神
的
原
理
を
強
調
す
る
発
想

を
ド
イ
ツ
的
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
ロ
マ
ン
主
義
が
作
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
が
「
ド
イ
ツ
的
な
も

の
」
と
し
て
取
り
出
し
て
い
る
も
の
は
ド
イ
ツ
の
伝
統
の
一
部
で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
切
り
詰
め
ら
れ
た
「
ド
イ
ツ
性
」
が
、
「
神
秘
的

か
つ
詩
的
な
」
直
観
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
歴
史
学
的
な
基
礎
づ
け
を
欠
い
て
い
る
と
、
ト
レ
ル
チ
の
立
場
か
ら
は
批
判

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
ト
レ
ル
チ
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
保
守
革
命
的
言
説
を
議
論
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
で

も
、
ゾ
ソ
バ
ル
ト
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
な
ら
ん
で
社
会
学
的
な
時
代
区
分
の
試
み
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
ト

レ
ル
チ
と
保
守
革
命
諭
者
と
の
違
い
を
明
確
化
す
る
に
は
、
ト
レ
ル
チ
が
直
接
的
に
保
守
革
命
的
言
説
を
批
判
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
へ
と
進

む
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
と
並
ぶ
初
期
の
保
守
革
命
論
の
代
表
者
で
あ
る
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ド
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に

対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
議
論
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

三
　
ト
レ
ル
チ
の
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
批
判

　
三
…
一
　
『
西
洋
の
没
落
瞼
第
【
巻
へ
の
書
評
（
一
九
一
九
）

　
リ
ェ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
が
当
時
を
振
り
返
っ
て
、
「
ラ
イ
ン
河
畔
の
本
屋
の
店
先
に
由
と
積
ま
れ
た
八
折
丁
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る

さ
ま
」
は
「
ま
る
で
雪
が
陽
に
当
た
っ
て
溶
け
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
述
懐
す
る
ほ
ど
の
売
れ
行
き
を
見
せ
た
シ
ュ
ペ
ソ
グ
ラ
…
の
『
西
洋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
V

没
落
㎞
は
一
九
一
八
年
に
第
一
巻
、
　
九
一
　
二
年
に
第
二
巻
が
出
版
さ
れ
た
。
ト
レ
ル
チ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
対
し
て
書
評
を
寄
せ
、
㎎
歴

史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
臨
の
序
文
で
も
　
段
落
を
割
い
て
こ
の
書
物
に
言
及
す
る
な
ど
、
『
西
洋
の
没
落
臨
と
い
う
書
物
の
内
容
と
そ
れ
が

疇
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
識
し
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
著
作
と
自
ら
の
著
作
の
内
容
お
よ
び
著
作
と
し
て
の
性
質
の
違
い
を
繰
り



返
し
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
西
洋
の
没
落
』
の
議
論
を
ト
レ
ル
チ
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
、

『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
自
己
理
解
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
『
西
洋
の
没

落
』
第
一
巻
へ
の
書
評
か
ら
、
ト
レ
ル
チ
の
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
批
判
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。

　
第
一
巻
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ
の
印
象
は
、
概
し
て
好
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
書
物
は
…
…
と
て
も
大
き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
本
書
は
精
神
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
に
偉
大
な
独
立
性
と
豊
か
な
知
識
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
長
所
に
加
え
て
、
な
に
よ
り
も
『
西
洋
の
没
落
』
は
、
些
末
な
専
門
主
義
へ
と
落
ち
込
ん
で
い
く
学
問
の
あ
り
方

に
反
対
す
る
若
者
た
ち
に
よ
る
、
「
学
問
に
お
け
る
革
命
」
を
求
め
る
精
神
動
向
に
合
致
し
た
か
ら
こ
そ
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
と
ト
レ

ル
チ
は
分
析
す
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
書
物
は
「
冷
徹
な
批
判
的
合
理
主
義
や
文
献
学
的
な
過
度
の
厳
密
さ
に
対
す
る
反
感
」
か
ら
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
時
代
の
要
求
に
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
学
問
の
厳
密
性
を
蔑
視
す
る
態
度
を
ト
レ
ル
チ
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
第
一
巻
へ
の
書
評
で
の
批
判
は
、
本
書
が
歴
史
学

的
な
正
確
性
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
と
言
え
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
構
築
す
る
歴
史
理
論
は
「
資
料
に
即
し
た
歴
史
研

究
の
知
識
と
実
践
か
ら
」
は
け
っ
し
て
生
ま
れ
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
本
は
「
誤
っ
た
記
述
や
空
想
的
な
主
張
、
疑
わ
し
い
類
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

で
満
載
」
で
あ
り
、
「
事
実
の
批
判
的
な
保
証
や
そ
の
た
め
の
要
求
を
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
の
結
論

は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
繰
り
返
す
と
、
こ
の
本
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
優
れ
た
思
想
に
よ
っ
て
輝
い
て
い
る
。
…
…
（
し
か
し
）
も
し
も
苦
労
し

　
　
て
手
に
入
れ
た
批
判
的
合
理
主
義
や
文
献
学
的
要
素
、
経
験
的
正
確
性
、
冷
静
な
因
果
関
係
研
究
と
い
っ
た
も
の
を
簡
単
に
放
棄
す
る

　
　
こ
と
を
欲
し
、
後
で
ま
た
そ
れ
を
苦
労
し
て
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ひ
ど
い
損
害
で
し
か
な
い
だ

　
　
（
4
3
）

　
　
ろ
う
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命
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一
二

　
三
－
二
　
噌
西
洋
の
没
落
』
第
二
巻
へ
の
露
評
（
一
九
二
三
）

　
唖
西
洋
の
没
落
』
第
一
巻
は
ト
レ
ル
チ
に
と
っ
て
、
歴
史
的
素
材
を
思
い
つ
き
の
ま
窪
に
組
み
合
わ
せ
て
議
論
を
展
開
す
る
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
ト
的
著
作
の
典
型
で
あ
り
、
批
判
は
そ
の
（
非
）
学
問
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
巻
へ
の
書
評
に
お
い
て
、
ト
レ
ル
チ
の
批

判
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
著
作
に
読
み
取
れ
る
政
治
的
な
含
意
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
化
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
第
二
巻
で
扱

っ
た
主
題
が
よ
り
政
治
的
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
現
実
の
政
治
状
況
に
対
す
る
ト
レ
ル
チ

の
危
機
感
が
反
映
さ
れ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
は
中
道
が
消
滅
し
、
左
翼
と
右
翼
が
勢
力
を
競
う
な
か
で
と
り
わ
け
右
翼
勢
力
が
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

を
増
す
動
向
を
目
に
し
て
い
た
。
『
西
洋
の
没
落
画
第
二
巻
は
こ
の
政
治
的
動
向
と
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
結
論
部
の
、
国
家
と
経
済
に
つ
い
て
の
二
つ
の
章
に
お
い
て
、
血
の
信
仰
と
ロ
マ
ン
化
さ
れ
た
シ
ニ
シ
ズ
ム
、
そ
し
て
モ
ラ
ル
か
ら
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
由
な
英
雄
主
義
と
い
う
新
た
な
保
守
主
義
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
よ
り
雲
気
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
理
論
的
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
専
門
諸
学
の
革
命
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
実
践
的
に
は
新
た
な
保
守
の
反
革
命
淋
問
題
に
な
っ
て

　
　
い
る
。
（
中
略
）
第
二
巻
は
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
本
質
的
に
政
治
へ
と
、
す
な
わ
ち
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
共
和
国
に
対
す
る
戦
い
へ
と

　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
向
か
っ
た
の
だ
。

　
「
学
問
に
お
け
る
革
命
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
論
的
側
面
は
第
一
巻
へ
の
書
評
で
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー

ル
共
和
國
を
誕
生
さ
ぜ
た
ド
イ
ツ
革
命
に
対
す
る
、
新
た
な
保
守
思
想
に
よ
る
反
革
命
の
書
、
す
な
わ
ち
保
守
革
命
の
書
で
あ
る
と
、
ト
レ

ル
チ
は
第
二
巻
を
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
巻
の
書
評
か
ら
第
二
巻
の
書
評
へ
の
ト
レ
ル
チ
の
変
化
に
つ
い
て
の
、
佐
藤
真
一
に
よ
る
以
下
の
ま
と
め
は
適
切
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
も
つ
粗
雑
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
才
気
に
満
ち
た
シ
ュ
ペ
ソ
グ
ラ
…
の
書
物
は
、
時
代
を
映
し
出
し
学
問

　
　
の
革
命
を
告
げ
る
記
念
碑
と
し
て
、
ト
レ
ル
チ
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
今
や
、
こ
の
学
問
の
革
命
の
所
産
は
、
時



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
V

　
　
代
状
況
の
推
移
の
な
か
で
保
守
的
な
政
治
的
反
革
命
と
結
び
つ
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
『
西
洋
の
没
落
』
第
二
巻
に
保
守
革
命
的
言
説
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
、
単
に
時
代
状
況
の
推
移
と
い
う
外
的
要
因
に
よ
る

も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
デ
ィ
レ
ヅ
タ
ン
ト
的
な
歴
史
の
取
り
扱
い
に
は
、
保
守
革
命
的
言
説
へ
と
向
か
い
う
る
、
内
的
な
要
因
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
学
問
的
姿
勢
と
政
治
的
・
実
践
的
態
度
を
無
関
係
な
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
と
り
わ
け

歴
史
の
分
野
に
お
い
て
、
学
問
性
を
固
守
す
る
こ
と
を
・
王
張
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
保
守
革
命
に
抗
す
る
た
め
に

　
四
一
一
　
歴
史
主
義
の
危
機
と
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー

　
こ
こ
で
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
序
文
に
お
け
る
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
「
私
の
根
本
理
念
は
初
め
か
ら
（
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
と
）
違
う
方
向
、
す
な
わ
ち
歴
史
学
的
遺

産
か
ら
の
現
在
的
文
化
総
合
の
形
成
へ
と
向
け
ら
れ
て
」
お
り
、
書
物
の
性
格
と
し
て
そ
も
そ
も
、
「
私
の
著
書
は
…
…
今
日
空
想
と
感
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

に
お
い
て
強
力
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
読
み
物
で
は
な
く
、
意
識
的
に
学
問
に
属
し
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
シ

ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
へ
の
批
判
は
、
彼
が
現
在
的
文
化
総
合
を
為
し
て
い
な
い
と
い
う
主
張
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
ト
レ
ル
チ

の
見
る
と
こ
ろ
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
試
み
は
歴
史
主
義
の
危
機
の
時
代
に
お
け
る
文
化
総
合
の
典
型
で
あ
っ
た
。

　
ト
レ
ル
チ
は
一
九
二
二
年
の
論
考
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
の
中
で
、
歴
史
学
が
文
献
学
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
き
な
歴
史
の
流
れ
を
描

く
総
合
的
な
歴
史
叙
述
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
㍉
「
そ
の
結
果
、
歴
史
家
の
手
の
な
か
で
は
総
合
は
ど
ん
ど
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

稀
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
手
の
中
へ
と
運
ば
れ
て
い
く
」
と
述
べ
る
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
、
厳
密
さ
や
客
観

性
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
「
総
合
」
に
従
事
す
る
者
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
「
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
の
よ
う
な
人
は
根
本
的
に
、
歴
史
（
田
ω
8
密
）
を
詩
θ
胃
簿
§
α
q
）
と
呼
び
、
一
般
的
な
正
確
性
を
要
求
す
る
こ
と
を
小
市

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

一
三
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（
5
0
）

民
的
で
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
幻
想
と
し
て
軽
蔑
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
に
よ
る
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー

批
判
は
、
歴
史
学
的
遺
産
に
基
づ
か
な
い
、
詩
と
し
て
描
か
れ
た
文
化
総
合
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
で
は
、
な

ぜ
文
化
総
合
は
詩
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ト
レ
ル
チ
の
歴
史
主
義
的
な
文
化
総
合
と
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
書
物
も
、
専
門
化
し
生
か
ら
乖
離
し
て
い
く
歴
史
学
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
、
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
を

克
服
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ト
レ
ル
チ
は
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
同
時
代
的
な
試
み

と
し
て
い
く
つ
か
の
類
型
を
挙
げ
る
が
、
歴
史
に
背
を
向
け
超
歴
史
的
な
も
の
を
探
究
す
る
「
反
歴
史
主
義
」
と
、
歴
史
的
な
変
化
に
巻
き

込
ま
れ
な
い
合
理
性
を
追
求
す
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
合
理
主
義
」
と
並
ぶ
解
決
策
と
し
て
、
「
固
有
の
歴
史
へ
の
限
定
」
と
い
う
発
想
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
反
歴
史
主
義
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
合
理
主
義
と
は
）
劉
の
出
口
は
固
有
の
歴
史
へ
の
限
定
と
、
こ
の
固
有
な
歴
史
の
は
な
は
だ
感
情
的
で

　
　
排
他
的
な
取
り
扱
い
で
あ
る
。
…
…
（
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
反
発
と
間
様
に
）
今
濤
に
お
い
て
も
ふ
た
た
び
、
ロ
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
・
王
義
戸
戸
ゲ
ル
マ
ン
的
歴
史
理
解
と
歴
史
の
利
用
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
霞
《
民
族
的
》
（
〈
α
野
溢
。
ン
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
「
固
有
の
歴
史
へ
の
限
定
」
と
い
う
第
三
の
解
決
策
に
お
い
て
は
、
「
反
歴
史
・
転
義
」
や
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
合
理
主
義
」
と
は
異
な
り
、

歴
史
の
内
部
に
歴
史
主
義
の
危
機
を
克
服
す
る
道
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
歴
史
は
、
現
在
枯
渇
し
か
か
っ
て
い
る
生
の
息
吹
を
回
復
す
る

た
め
の
特
定
の
素
材
を
提
供
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
役
に
立
た
な
い
と
判
断
さ
れ
る
そ
の
他
の
歴
史
的
脈
絡
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
こ
の
発
想
は
し
ば
し
ぼ
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
成
立
し
て
き
た
「
ゲ
ル
マ
ン
的
」
な
も
の
へ
の
郷
愁
と
結
び
つ
き
、
い
わ
ゆ
る

フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
西
洋
の
没
落
睡
第
二
巻
へ
の
書
評
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
「
血
の

神
話
偏
に
訴
え
る
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
主
張
や
、
時
代
は
前
後
す
る
が
、
先
に
晃
た
ゾ
γ
バ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
社
会
主
義
の
議
論
は
こ
の
類
型

に
入
る
と
み
な
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
ト
レ
ル
チ
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
な
歴
史
の
乱
用
が
、
歴
史
の
中
の
特
定
の
要
素
の
強
調
に
結
び
つ
く

危
険
性
を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
に
対
す
る
正
し
い
克
服
手
段
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ



克
服
は
、
歴
史
的
存
在
者
の
多
元
性
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、

ル
チ
の
理
解
で
あ
っ
た
。

正
し
い
意
味
で
の
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
が
ト
レ

　
四
－
二
　
歴
史
主
義
と
共
同
体
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
「
（
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
の
）
根
本
思
想
が
こ
こ
で
と
て
も
短
く
、
通
俗
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
」
と
ト
レ
ル
チ
自
身
が
言
う

最
晩
年
の
論
考
「
歴
史
の
真
理
の
偶
然
性
」
に
お
い
て
、
歴
史
主
義
的
思
考
が
多
元
的
な
共
同
体
形
成
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
レ
ッ
シ
ン
グ
に
由
来
す
る
こ
と
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
的
な
真
理
を
絶
対
的
に
根
拠
づ

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
あ
る
種
の
妥
当
性
を
も
っ
て
歴
史
の
中
で
立
場
決
定
を
す
る
こ
と
を
放

棄
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
可
能
に
な
る
の
は
、
「
裸
の
、
孤
立
し
た
自
我
」
と
い
う
も
の
を
ト
レ
ル
チ
は
考
え
ず
、
「
超
個
人
的
な
大

き
な
諸
連
関
」
の
中
に
人
間
は
置
か
れ
て
い
る
以
上
、
誰
も
が
真
摯
に
歴
史
に
向
き
合
え
ば
「
発
展
の
内
的
な
方
向
性
」
を
自
ら
の
う
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
「
最
終
的
な
世
界
根
拠
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

も
の
と
か
最
終
的
な
世
界
目
的
を
知
る
必
要
は
な
い
」
。
歴
史
的
時
間
は
究
極
的
な
根
拠
や
目
的
を
知
る
こ
と
の
な
い
中
間
時
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

歴
史
的
諸
連
関
の
中
に
存
す
る
方
向
性
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
。
歴
史
的
存
在
者
を
、
あ
る
瞬
間
に
お
け
る
多
様
な
歴

史
的
諸
連
関
の
総
合
と
し
て
理
解
す
る
考
え
方
を
ト
レ
ル
チ
は
「
個
別
性
の
理
念
」
と
呼
ぶ
。

　
他
方
、
そ
の
都
度
の
瞬
間
に
お
い
て
は
そ
の
歴
史
的
存
在
者
は
、
「
人
類
」
と
い
う
普
遍
的
な
概
念
と
個
々
の
個
人
と
い
う
二
つ
の
極
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

間
に
あ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
歴
史
的
背
景
を
持
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
の
共
同
体
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
「
個
別
性
の
理
念
」

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
歴
史
的
多
様
性
は
、
現
在
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
人
類
と
個
人
の
間
の
中
間
領
域
に
お
け
る
共
同
体
の
多
元
性
と
し

て
現
れ
て
い
る
。
歴
史
的
思
考
と
共
同
体
の
多
元
性
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
ト
レ
ル
チ
は
次
の
よ
う
に
雷
っ
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
引

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

一
五
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回
し
て
お
き
た
い
。

　
　
歴
史
的
教
養
（
田
圃
①
ゴ
一
ω
け
O
八
一
ω
O
げ
Φ
｝
W
鵠
α
ニ
コ
ぴ
q
）
の
本
質
は
懐
疑
や
相
対
主
義
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
状
況
下
で
の
副
作
用
で
は
あ
る
が
、

　
　
事
柄
の
核
心
で
は
な
い
。
歴
史
的
教
養
の
核
心
は
む
し
ろ
、
鷲
別
性
の
理
念
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

　
　
存
在
す
る
す
べ
て
の
歴
史
的
な
も
の
の
個
別
性
、
そ
し
て
固
有
の
瞬
聞
の
、
そ
し
て
そ
の
創
造
物
の
個
別
性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が

　
　
意
味
す
る
の
は
、
普
遍
的
な
精
神
的
内
実
は
も
は
や
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
実
体
と
し
て
潜
在
意
識
に
あ
る
形
態
の
う
ち
に
あ
る
の
で
も

　
　
な
け
れ
ば
、
教
義
学
的
・
権
威
的
な
確
実
性
の
う
ち
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
さ
ら
に
は
学
問
的
な
種
類
の
普
遍
妥
当
性
の
う
ち
に
生
き

　
　
る
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
個
溺
的
な
全
体
が
多
数
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。

　
　
こ
の
個
劉
的
な
全
体
は
普
遍
的
な
も
の
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
分
を
持
っ
て
お
り
、
た
だ
個
劉
的
な
持
ち
場
に
お
い
て
普
遍
的
な

　
　
も
の
を
層
指
す
。
そ
し
て
個
劉
的
な
共
同
体
形
成
6
Φ
筥
Φ
ご
ω
o
げ
職
け
筈
M
鼠
§
ぴ
q
）
に
お
い
て
完
遂
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
っ
た
き
多

　
　
元
主
義
は
統
一
的
な
根
拠
か
ら
発
し
、
そ
こ
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
発
出
と
帰
還
は
学
問
的
に
は
構
成
さ
れ
え
ず
、
た
だ
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
に
即
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
、
完
遂
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
ト
レ
ル
チ
の
理
解
で
は
、
公
正
な
歴
史
的
思
考
に
よ
っ
て
、
個
劉
的
な
歴
史
的
存
在
者
が
帯
び
る
多
元
性
が
正
当
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
様
々
な
レ
ベ
ル
の
共
岡
体
の
意
味
が
承
認
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
厳
密
な
歴
史
研
究
の
手
続
き
を
放
棄
し
、
歴
史
を

描
く
こ
と
を
詩
だ
と
言
い
放
つ
態
度
か
ら
は
恣
意
的
な
共
同
体
理
解
な
い
し
共
同
体
形
成
が
導
か
れ
る
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
可
能
性
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ぽ
同
時
代
の
ヘ
ル
マ
ン
・
カ
イ
ザ
ー
リ
ン
ク
伯
爵
は
や
は
り
高
度
に
専
門
化
し
た
学
問
を
嫌

う
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
感
覚
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
の
知
的
活
動
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
の
思
想
家
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

巻
き
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
問
的
な
厳
密
さ
が
失
わ
れ
た
と
き
、
歴
史
的
存
在
者
に
流
れ
込
む
諸
関
連
の
ど
の
流
れ
を

強
調
す
る
の
か
あ
る
い
は
排
除
す
る
の
か
一
は
恣
意
的
な
こ
と
が
ら
に
な
る
。
カ
イ
ザ
；
リ
ン
ク
伯
爵
の
よ
う
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

と
結
び
つ
き
、
歴
史
的
関
連
の
多
元
性
を
結
果
的
に
保
持
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
生
活
圏
や
共
同
体
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
態
度



に
よ
っ
て
、
特
定
の
歴
史
的
文
脈
だ
け
を
排
他
的
に
際
立
た
せ
る
事
態
が
起
こ
り
う
る
。
そ
の
歴
史
的
－
空
間
的
な
範
囲
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
、

あ
る
い
は
民
族
的
（
〈
α
＝
（
一
ω
0
財
）
な
も
の
に
結
び
つ
く
と
き
、
そ
の
言
説
は
典
型
的
に
保
守
革
命
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

む
　
す
　
び

　
以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
ト
レ
ル
チ
は
保
守
革
命
的
な
言
説
を
意
識
し
な
が
ら
自
身
の
歴
史
主
義
理
論
を
構
築
し
て
い
た
が
、
ト
レ
ル

チ
と
保
守
革
命
論
者
に
は
共
通
す
る
問
題
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
の
問
題
意
識
と

は
、
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
従
来
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は
生
気
を
失
い
、
新
た
な
精
神
性
、
あ
る
い
は
魂
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
「
理
念
的
な
内
実
に
は
新
た
な
社
会
学
的
身
体
を
つ
く
り
、
社
会
学
的
な
身
体
は
新
し
く
新
鮮
な
精
神
性
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち

偉
大
な
歴
史
的
内
実
の
薪
た
な
総
括
、
適
応
、
改
造
に
よ
っ
て
魂
を
吹
き
込
ま
れ
る
べ
き
」
だ
と
ト
レ
ル
チ
は
考
え
る
。
そ
ん
な
彼
に
と
っ

て
歴
史
的
思
考
の
課
題
と
は
「
歴
史
的
（
げ
一
ω
け
O
H
｛
ω
O
げ
）
に
理
解
さ
れ
た
現
在
か
ら
歴
史
的
生
（
匹
器
ぴ
q
㊦
ω
〇
三
〇
算
囲
凶
。
ザ
Φ
ピ
Φ
σ
魯
）
の
継
続
形

　
　
（
5
9
）

成
を
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
新
た
に
歩
み
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
ド
イ
ツ
社
会
の
形
成
が
喫
緊
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の

際
、
詩
的
な
直
観
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
民
族
性
を
一
つ
の
原
理
と
し
て
そ
の
英
雄
性
に
訴
え
た
り
（
ゾ
ン
パ
ル
ト
）
、
血
の
神
話
に
そ
の
根

拠
を
求
め
る
こ
と
（
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
）
は
、
ロ
マ
ン
主
義
が
措
定
し
た
「
ド
イ
ツ
性
」
を
こ
と
さ
ら
に
称
揚
す
る
歴
史
の
不
当
な
＝
兀
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

で
あ
る
と
ト
レ
ル
チ
に
は
思
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
む
し
ろ
ド
イ
ツ
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
は
多
く
の
歴
史
的
財
を
共
有
し
て
お
り
、
ド
イ

ツ
の
特
殊
性
は
、
ヨ
ー
ρ
ッ
パ
に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
と
の
連
関
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主

義
に
基
づ
く
文
化
総
合
の
具
体
的
内
容
は
、
ト
レ
ル
チ
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
十
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
内
容
を
再
構

成
す
る
こ
と
も
い
ま
だ
に
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
保
守
革
命
論
の
隆
盛
に
抗
し
て
、
価
値
の
相
対
化
・
多
様
化
を
も
た
ら

し
た
歴
史
主
義
の
遺
産
の
上
で
、
個
々
の
人
間
存
在
や
国
家
な
ど
の
共
同
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
文
脈
の
相
関
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
多

元
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
受
け
止
め
、
さ
ら
な
る
形
成
に
向
か
お
う
と
す
る
ト
レ
ル
チ
の
問
題
意
識
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

一
七
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注

（
1
）
　
ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
対
す
る
再
評
価
は
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
流
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は
｝
九
八
「
年
に
ド
イ
ツ
で
「
エ
ル
ン
ス

　
ト
・
ト
レ
ル
チ
協
会
」
（
両
毎
ω
マ
↓
『
o
Φ
箒
魯
－
○
Φ
ω
巴
ω
畠
9
。
｛
¢
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
協
会
は
そ
の
紀
要

　
（
ζ
聞
け
魚
ξ
コ
α
q
Φ
包
の
他
、
研
究
雑
誌
『
ト
レ
ル
チ
研
究
蝕
（
6
8
Φ
犀
ω
o
マ
ω
ε
虫
①
昌
）
を
刊
行
し
、
研
究
成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
。
『
ト
レ
ル
チ
研
究
』

　
は
第
一
期
が
全
～
二
号
、
新
シ
リ
ー
ズ
が
現
在
ま
で
に
二
号
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
協
会
の
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し

　
て
、
鳥
Φ
○
毎
分
㊦
彗
社
か
ら
蟹
ル
ソ
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
改
訂
版
全
集
㎞
（
国
崔
険
↓
村
。
色
誘
。
ず
麟
目
津
一
ω
o
げ
①
O
Φ
ω
鋤
ヨ
蒲
倉
ω
α
q
Q
び
。
、
以
下
K
G
A
と
略
認
）

　
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
訂
版
全
集
の
刊
行
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
入
手
困
難
で
あ
っ
た
未
公
刊
の
テ
ク
ス
ト
な
ど
に
つ
い
て
も
、
厳
密
な
ク
リ
テ
ィ

　
～
ク
を
経
た
形
で
ア
プ
ロ
ー
チ
可
能
に
な
り
っ
っ
あ
る
。

（
2
）
　
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
協
会
の
現
代
表
で
あ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
F
・
W
・
グ
ラ
ー
フ
を
中
心
と
し
て
、
ト
レ
ル
チ
の
み
な
ら
ず
近
代
の
神
学

　
思
想
を
社
会
史
的
－
文
化
史
的
な
文
脈
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
「
神
学
史
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
雑
誌
『
近
代

　
神
学
史
雑
誌
騙
（
旨
。
∬
轟
巴
隔
。
残
二
お
頃
日
け
。
曙
。
艶
≦
o
伍
Φ
ヨ
8
げ
の
。
δ
磯
《
＼
N
Φ
圃
誌
。
耳
翼
｛
鋒
窺
〇
二
Φ
お
↓
ぴ
8
δ
ゆ
q
δ
ひ
q
Φ
6
。
∩
ぼ
。
簿
Φ
）
の
中
で
も
ト
レ
ル
チ

　
研
究
は
比
較
的
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
深
井
智
朗
が
こ
の
方
法
論
を
採
用
し
、
特
に
神
学
者
の
言
説
の
政
治
的
機
能
を
明
ら
か

　
に
す
る
研
究
を
進
め
て
お
り
、
『
ナ
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
幅
（
二
〇
〇
九
年
、
教
文
館
）
や
『
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
聖
な
る
政
治
的

　
精
神
㎞
（
二
〇
＝
～
年
、
岩
波
書
店
）
が
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
あ
る
。

（
3
）
　
↓
き
①
雰
。
ダ
円
ヨ
ω
曾
b
ミ
、
§
誉
謎
ミ
器
ミ
ミ
恥
竃
謹
、
着
“
§
討
魯
翁
駐
導
へ
鼻
、
b
塞
§
簿
鳴
ぎ
伽
隷
§
§
、
Q
配
属
ミ
罫
愚
詠
§
恥
愚
ミ
鳴

　
（
H
8
ひ
。
）
L
員
穴
O
諺
一
9
芝
9
。
犀
①
鴨
号
○
宛
ξ
選
び
笛
O
O
。
。
．
本
文
で
引
用
す
る
際
に
は
以
下
の
邦
訳
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
訳
文
に
つ
い
て
の
責

　
任
は
論
者
に
あ
る
。
近
藤
勝
彦
訳
『
ト
レ
ル
チ
著
作
集
　
四
・
五
・
六
巻
臨
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
○
一
一
九
八
八
年
。

（
4
）
　
↓
巴
8
淳
ω
o
ダ
騨
塗
立
b
尉
9
》
・
凡
ミ
、
薯
鳶
蕊
§
、
ミ
蓼
ミ
ら
、
～
§
ミ
§
、
鴨
§
軸
§
職
O
遷
§
§
」
轟
○
Φ
珍
重
ヨ
㊦
需
①
ω
o
冨
捧
窪
⇔
ご
9
濡
し
．
○
こ
ご
曾
ζ
o
芹

　
（
℃
鋤
ε
ω
δ
げ
①
o
ε
し
Φ
一
N
．

（
5
＞
　
H
〈
O
》
お
の
序
論
よ
り
。
幽
聚
麟
○
》
誌
”
≦
．
巴
8
門
審
O
「
【
蔓
＄
び
昏
。
＄
ρ
ω
・
蒔

（
6
）
　
閃
び
匹
‘
ω
．
◎

（
7
）
　
し
か
し
な
が
ら
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
撫
本
体
と
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
二
つ
の
極
に
よ
っ
て
「
複
合
体
」
の
全
体
像
が
描
か
れ
る
わ
け
で
は



　
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
『
観
察
者
睡
書
簡
島
に
ま
と
め
ら
れ
た
政
治
的
時
局
批
評
も
無
関
係
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問

　
題
』
の
完
成
後
に
著
さ
れ
る
も
の
と
予
告
さ
れ
て
い
た
宗
教
哲
学
へ
と
向
か
う
よ
う
な
形
而
上
学
的
内
容
も
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
』
は
含
み
持
つ

　
て
い
る
。
「
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
複
合
体
」
と
は
そ
の
範
囲
を
明
確
に
限
定
で
き
る
よ
う
な
概
念
で
は
な
く
、
『
歴
史
主
義
と
そ
の
諸
問
題
隔
を
と
り

　
ま
く
著
作
群
を
便
宜
的
に
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
8
）
　
蔭
山
宏
『
ワ
イ
マ
ー
ル
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
触
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
四
五
頁
。

（
9
）
　
同
書
、
　
五
「
頁
。

（
1
0
）
　
本
稿
で
は
『
宗
教
社
会
学
論
集
暁
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。
芝
Φ
ぴ
Φ
び
ζ
四
×
”
U
δ
腰
。
什
①
ω
汁
鋤
暮
δ
o
び
Φ
閃
昏
節
¢
口
山
山
霞
O
Φ
一
〇
。
叶
匹
Φ
ω

　
下
上
且
け
巴
誘
ヨ
ロ
。
。
」
員
O
多
良
§
§
災
黒
熱
ミ
9
縫
恥
鰻
ミ
沁
魁
帰
皆
蕊
い
。
鮭
ミ
薦
暗
号
旨
O
b
d
．
竃
。
訂
（
勺
鋤
巳
ω
冨
ぴ
o
o
ε
・
一
8
ρ
G
o
・
閤
歯
0
9
（
以
下
で
は

肉
ミ
隷
と
略
記
）

（
1
1
）
　
ω
o
ヨ
び
母
f
署
①
ヨ
①
昏
b
。
b
臓
ミ
。
風
僑
§
⑩
§
§
駐
§
器
M
b
ロ
鉢
ト
b
紺
O
G
6
謹
ω
蹄
魯
6
・
§
画
ミ
駐
§
器
”
U
¢
琴
冨
吋
¢
づ
自
踏
β
ヨ
玄
。
㎡
”
お
O
N
．

（
1
2
）
　
ω
o
ヨ
げ
鋤
詳
零
Φ
津
西
b
ミ
切
。
ミ
愛
。
貴
§
、
O
鳴
詠
多
難
逡
ミ
簿
繕
§
防
§
o
魯
ミ
§
§
謎
審
蕊
§
§
恥
暮
§
㍉
ゆ
日
。
。
層
U
§
o
冨
機
償
親
鳥
田
q
ヨ
窪
。
け
－

　
這
H
G
。
■
本
稿
で
引
用
す
る
際
に
は
以
下
の
邦
訳
を
用
い
た
。
金
森
誠
也
訳
、
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ー
近
代
経
済
人
の
精
神
史
歴
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
。

（
1
3
）
　
金
井
新
二
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
島
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
九
九
頁
。

（
1
4
）
　
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
』
二
五
七
－
二
五
八
頁
。
た
だ
し
こ
の
箇
所
は
以
下
の
論
考
中
の
面
木
健
太
郎
の
訳
文
を
用
い
た
。
立
木
健
太
郎
門
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・

　
ゾ
ソ
バ
ル
ト
の
保
守
革
命
」
、
青
地
伯
水
編
『
ド
イ
ツ
保
守
革
命
　
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
／
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
／
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
／
ゾ
ソ
バ
ル
ト
の
場
合
』
、

松
籟
社
、
二
〇
　
○
年
。
こ
の
論
考
か
ら
は
本
稿
の
以
下
の
叙
述
に
対
し
て
大
き
な
示
唆
を
得
た
。

（
1
5
）
　
咽
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
睡
、
二
五
八
頁
。

（
1
6
）
　
肉
ミ
隷
◆
ω
●
○
。
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ホ
イ
ゼ

（
1
7
）
　
冒
一
儲
Q
Q
．
b
。
O
餅
○
Φ
げ
ぎ
ω
Φ
（
殻
／
容
器
）
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
が
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。
荒
川
敏
彦
「
殻
の
中
に
住
む
も
の
は

誰
か
一
「
鉄
の
艦
」
的
ヴ
ェ
ー
バ
i
像
か
ら
の
解
放
1
」
、
『
現
代
思
想
｝
一
月
臨
時
増
刊
総
特
集
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
騙
、
青
馬
社
、
二
〇
〇
七

　
年
、
七
八
－
九
七
頁
。
な
お
、
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
も
○
Φ
莚
⊆
ω
Φ
と
い
う
表
現
は
『
社
会
教
説
』
の
結
論
部
に
認
め
ら
れ
る
。

（
1
8
）
　
ω
o
ヨ
ぴ
⇔
昼
零
興
霧
5
b
§
§
隷
ミ
⑦
濤
蹄
駐
ミ
器
一
b
U
ロ
。
穿
。
一
N
¢
嵩
匙
甫
鉱
ω
ω
≦
磐
α
q
ρ
H
O
。
。
F
本
稿
で
は
以
下
の
邦
訳
を
用
い
た
。
難
波
田
春
夫
訳

　
明
ド
イ
ツ
社
会
主
義
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

一
九
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二
〇

（
1
9
）
　
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
臨
二
二
頁
。
強
調
は
原
文
の
ま
ま
。
な
お
、
恒
木
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
魂
と
精
神
を
対
置
す
る
構
図
は
ク
ラ
ー
ゲ
ス
の

　
思
想
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
Ω
。
恒
木
前
掲
論
文
、
二
三
三
i
二
三
四
頁
。

（
2
0
）
　
た
だ
し
、
岡
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
駈
で
は
、
「
魂
」
と
「
精
神
」
の
対
置
と
い
う
構
図
は
明
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
精
神
の
「
単
純
化
」
、
「
子
ど
も
の
精
神

　
の
単
純
な
状
態
へ
の
｝
種
の
回
帰
」
と
表
現
さ
れ
る
。
「
子
ど
も
」
化
の
内
容
と
は
、
「
大
き
さ
」
、
「
早
さ
」
、
「
新
し
さ
」
、
「
権
力
」
の
四
つ
の
理
想
を
追

　
求
す
る
こ
と
で
あ
る
（
噸
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
㎞
、
二
三
一
頁
）
。

　　　　　2827
）　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26　25　24　23　22　21
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）

魍
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
娠
、
四
七
こ
頁
。

ω
o
ヨ
冨
芦
≦
①
窪
興
ミ
壽
ミ
笥
、
ミ
ミ
熱
ミ
§
．
寒
ミ
ミ
蹄
◎
ぎ
禽
尊
§
§
晦
§
胃
U
§
o
箒
『
§
恥
出
⊆
琶
ぴ
一
〇
戸
お
δ
●

『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
血
、
二
四
一
　
頁
。
強
調
は
原
文
の
ま
ま
。

恒
木
前
掲
論
文
、
二
一
五
頁
。

『
ド
イ
ツ
社
A
ぞ
王
義
舳
、
　
　
六
＝
貝
。

恒
木
前
掲
論
文
、
二
　
五
頁
。

『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
臨
、
　
○
【
頁
。

ジ
ェ
フ
リ
…
・
ハ
ー
フ
隅
保
守
革
命
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
㎏
、
中
村
幹
雄
・
谷
口
健
治
・
姫
岡
と
し
選
訳
、
岩
波
モ
ダ
ン
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、

二
〇
一
〇
年
、

　
二
流
二
頁
。

（
2
9
）
　
『
ド
イ
ツ
社
会
主
義
魎
、
三
二
八
頁
。

（
3
0
）
　
た
だ
し
ゾ
ソ
バ
ル
ト
の
思
想
が
ナ
チ
ズ
ム
の
中
で
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
。
両
者
の
問
に
は
重
大
な
相
違
も
存
在
す
る
。

　
ゾ
ン
パ
ル
ト
に
限
ら
ず
、
保
守
革
命
と
ナ
チ
ズ
ム
の
関
係
は
断
絶
と
圓
収
両
欝
に
複
雑
な
問
題
が
あ
る
。
（
恒
木
前
掲
論
文
、
瓢
二
三
…
二
二
九
頁
。
）
そ

　
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
の
複
雑
さ
は
保
守
革
命
に
も
限
定
さ
れ
ず
、
ナ
チ
ズ
ム
に
先
立
つ
あ
ら
ゆ
る
思
想
、
運
動
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。

（
3
1
＞
　
鼠
◎
竃
Φ
び
》
N
亀
炎
b
龍
き
葦
切
㌔
蓬
ミ
軽
隠
ミ
Q
ミ
、
～
§
ミ
導
ミ
弓
弩
§
ミ
N
ミ
Q
。
山
§
ミ
§
冬
鳶
悪
黛
さ
（
齢
§
竃
ミ
＆
ミ
磯
ミ
ミ
い
ミ
尋
鮎
覧
鳶
繕

　
§
ミ
q
ミ
職
討
鷺
穿
襲
薦
）
”
≦
酬
ω
ω
留
ω
o
ン
召
集
。
｝
δ
切
琴
葺
霧
亀
。
。
o
夢
欝
一
り
蕊
’
（
初
版
は
～
九
五
〇
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
）

（
3
2
）
　
「
学
問
に
お
け
る
革
命
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
。
「
大
学
人
は
生
を
捉
え
ら
れ
る
か
ー
ト
レ
ル
チ
の
毯
に
映
っ
た
「
学
問
に
お
け
る
革

命
」
…
」
、
『
研
究
報
告
論
集
　
9
Φ
山
。
¢
二
河
Φ
剛
一
碍
簿
ヨ
㎞
、
青
山
学
院
大
学
総
含
研
究
所
、
第
一
号
、
二
〇
一
　
年
、
～
＝
一
三
二
頁
。

（
3
3
）
　
竃
。
芭
①
5
ω
．
お
？
峯
伊



（
3
4
）
　
じ
U
器
器
5
Q
ら
け
Φ
猷
瓦
器
論
鳥
ざ
§
帖
鳴
織
ミ
隷
§
題
ミ
ミ
ご
§
肉
塁
ミ
恒
ミ
§
－
芝
尻
ω
Φ
勇
略
臥
臼
。
冨
し
d
9
び
α
q
Φ
ω
巴
ω
9
駄
け
㍉
㊤
O
。
。
添
⑩
囲
捗

（
訪
）
　
影
｝
由
二
削
掲
書
、
　
…
四
五
1
一
四
六
頁
。

（
3
6
）
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
保
守
革
命
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
の
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
浜
田
泰
弘
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ソ
　
政
治
思
想
研
究

　
［
　
九
一
四
一
　
九
五
五
］
』
、
国
際
書
院
、
二
〇
一
〇
年
。
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
保
守
革
命
論
に
つ
い
て
は
わ
が
国
で
は
膏
地
子
水
が
研
究
を
重
ね
て

　
お
り
、
他
の
保
守
革
命
論
者
と
の
対
抗
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
以
下
の
論
文
が
参
考
に
な
る
。
青
地
池
水
「
保
守
革
命
論
者
批
判
と
し
て
の
「
保
守
革

命
」
」
、
『
》
N
d
潟
』
、
東
都
府
立
大
学
ド
イ
ツ
文
学
会
、
第
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
｝
1
＝
二
頁
。
ま
た
、
以
下
の
テ
ク
ス
ト
で
は
ト
ン
ル
チ
の
「
現
代

　
的
文
化
総
合
」
と
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
保
守
革
命
論
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
胃
⊆
α
o
首
芦
戦
雲
ヨ
選
巨
諮
N
ミ
暮
ミ
隷
ミ
ミ
亀
虫
§
怨
ミ
ミ
凡
器
謁
恥
§
ミ
・

　
瓢
。
§
竃
鋤
×
Z
一
Φ
讐
①
団
巽
＜
Φ
誌
食
。
伽
q
”
一
ミ
押
ω
．
b
。
b
。
？
N
ω
蒔
．

（
3
7
）
　
閑
○
》
H
①
l
H
”
ω
’
畠
①
◆

（
3
8
）
　
8
鴎
O
①
津
ω
o
ダ
閻
吋
昌
ω
官
Z
蝉
窪
護
①
O
げ
け
ニ
ニ
α
出
¢
旨
麟
ゆ
饗
葺
ヨ
ユ
①
円
霜
①
一
ε
o
甥
諏
ぎ
ぢ
匿
の
〉
回
μ
≦
鉱
δ
Φ
門
仙
①
○
吋
β
旨
①
づ
ω
◎
㎝
O
賦
■
太
「
文
中
の
訳
文
に

　
は
以
下
の
邦
訳
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た
だ
し
訳
文
の
責
任
は
論
者
に
あ
る
。
西
村
貞
二
訳
「
世
界
政
策
に
お
け
る
自
然
法
と
人
間
性
」
、
『
ド

　
イ
ッ
精
神
と
西
欧
』
、
筑
摩
叢
書
、
一
九
七
〇
年
。

（
3
9
）
　
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
『
歴
史
の
た
め
の
闘
い
』
、
長
谷
川
輝
夫
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
｝
九
九
五
年
、
八
七
頁
。
な
お
、
こ
の
記
述

　
は
一
九
二
二
年
の
第
二
巻
発
売
階
に
つ
い
て
の
圓
想
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
中
で
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
と
ト
イ
ン
ビ
ー
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン

　
ト
的
歴
史
（
哲
）
学
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
古
典
的
な
近
代
歴
史
学
の
限
界
を
克
賑
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ッ
タ

　
ン
テ
イ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
フ
ェ
ー
ヴ
ル
ら
ア
ナ
ー
ル
学
派
第
　
世
代
の
格
闘
は
、
ト
レ
ル
チ
と
は
異
な
る
仕
方
で
の
「
歴
史
に
よ

　
る
歴
史
の
克
服
」
の
試
み
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
精
神
と
ト
レ
ル
チ
の
思
想
の
比
較
は
今
後
探
究
す
べ
き
主
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

　
れ
る
。

（
4
0
）
　
↓
δ
巴
房
。
ダ
卑
語
嘗
（
勾
Φ
N
■
）
○
ω
≦
餌
a
ω
冨
護
δ
昌
U
2
ご
p
け
Φ
茜
p
。
轟
轟
①
ω
｝
げ
窪
島
鋤
＆
①
ω
讐
醇
ω
什
霞
じ
ご
国
巳
（
H
灘
。
。
γ
貯
門
内
○
諺
鵠
b
O
國
ρ
ω
・
置
O
’

　44

）

　　　　　　　　　

43　42　41
）　　　）　　　）

目
び
茂
．

H
ぴ
置
・
Q
Q
．
心
窃
b
o
．

目
σ
こ
’
ω
■
蒔
q
Q
◎
．

佐
藤
真
一
は
、

第
二
巻
の
書
評
を
書
く
少
し
前
に
、
「
ト
レ
ル
チ
が
『
西
洋
の
没
落
』
第
二
巻
と
ラ
ー
テ
ナ
ウ
の
暗
殺
（
一
九
二
二
年
六
月
二
四
B
）

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
と
保
守
革
命

｝
二
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二
二

　
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
」
に
注
意
を
促
す
。
（
佐
藤
真
一
『
ト
レ
ル
チ
と
そ
の
時
代
』
、
創
文
社
、
一
九
九
七
年
、
三
三
〇
頁
。
）

（
4
5
）
　
↓
8
Φ
訴
9
｝
国
ヨ
ω
爲
（
菊
Φ
N
◎
）
○
ω
≦
帥
a
ω
冨
巌
δ
昌
U
2
α
降
8
海
霧
o
q
α
①
ω
》
び
Φ
邑
莚
＆
Φ
ω
－
N
≦
①
詳
興
じ
d
餌
巳
（
お
b
。
さ
。
）
」
⇔
　
内
○
》
日
ρ
ψ
①
置
●

（
4
6
）
　
同
旺
3
ω
．
①
ホ
■

（
4
7
）
　
依
藤
真
一
前
掲
書
、
三
一
三
頁
。

（
4
8
）
　
内
○
》
冨
山
”
ω
逼
①
ρ

（
4
9
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Ernst　Troeltsch　und　die　konservative　Revolution

　　　　　　　Atsushi　KoyANAGI

　　　　　　　　　Assistant　Professor

Numazu　National　College　of　Technology

　　Im　vorliegenden　Aufsatz　handelt　es　sich　um　Ernst　Troeltschs　Kritik　ifber　，　die

konservative　Revolution‘．　Durch　die　Betrachtung　seiner　kritischen　Haltung　gegen

die　1〈onservativen　Revolutionare　wird　es　versucht．　die　Gemeinsamkeit　und　den
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Unterschied　zwischen　Troeltschs　historischem　Denken　und　der　Konzeption　der

konservativen　Revolution　aufzuk12ren．

　　，，Der　Hdstrdsmzes　und　seine　Probleme“　von　Ernst　Troeltsch　（1865－1923）　gilt　als

die　thematisch　weit　gespannteste　Analyse　der　modernen　historischen　Denkweise，

die　im　frUhen　20．　Jahrhundert　in　deutscher　Sprache　publiziert　wurde．　Weil　Troelts－

chs　unerwarteter　frUher　Tod　dem　Buch　den　prektiren　Status　verlieh，　muss　man

den　，　Historismus－KompJex‘　betrachten，　um　den　，，Historismus“　prtiziser　zu　deuten．

Daher　lasst　sich　，　die　konservative　Revolution‘　aufmerken，　der　Troeltsch　in　den　mit

dem　，，Historismus“　zusammenhangenden　Texten　seine　eigene　Historismustheorie

entgegensetzt．

　　Der　Artil〈el　ist　folgendermaBen　aufgebaut：　lm　Abschnitt　1　geht　es　um　，　den

deutschen　Sozialismus‘　von　Werner　Sombart　als　eine　typische　konservative－

revolution2re　Behauptung．　Danach　wird　im　Abschnitt　2　das　Merkmal　der　konser－

vativen　Revolution　festgesetzt　und　die　Bedeutung　der　konservativen　Revolution　in

den　Troeltschs　Texten　deutlich　gemacht．　ln　Abschnitt　3　und　4　wird　es　analysiert，

wie　Troeltsch　Oswald　Spengler　und　sein　，，Der　Untergang　des　Abendlandes“　bewer－

tete．　Am　Schluss　ergibt　sich　aus　dem　Vergleich　zwischen　Troeltsch　und　den

konservativee　Revolutionare．　dass　im　Troeltschs　Denken　die　echte　historische
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Bilclung　und　die　pluralistische　Gemeinschaftsbildung　in　enger　Verbindung　stehen，

1



w2hrend　die　kGnservativee　Revolutionare　durch　den　1〈onservativen　Dviissbrauch

der　Geschichte　eine　uniformierte　Gemeinschaft　verfolgen．

　　　　　　　The　Biblical　Language　as　Thou

False　Prophecy　and　Misunderstanding　of　the　Prophets

　　　　　　　　　　　in　the　thought　of　MartiR　Buber

Toshihiro　HORII〈AWA

　JSPS　Research　Fellow

　　Buber’s　philosophy　of　dialogue　and　his　exegetical　worl〈s　on　the　Bible　are　both

based　upon　his　theory　of　linguistic　interpretation．　For　him，　biblical　language　is

composed　of　three　elements：　the　spoken　word，　the　written　word，　and　the　word　of

interpretation．　Tltese　are，　respectively，　the　voice　of　God，　the　text　of　the　Scripture，

and　the　language　of　translation．　This　is　the　linguistic　continuum　that　establishes

the　biblical　language　as　the　medium　between　the　reader　and　the　text’s　original

spol〈enness．　The　Bible　is　the　given　textthat　is　xvritten　in　human　language．　The

divine　instructions　can　also　be　transmitted　by　the　prophets．　They　traRsmit　the

divine　messages　through　their　visions　and　dreams　and　sometimes　through　their

own　allegories．　Buber　points　out　the　problem　of　false　prophecy　through　the

example　of　Jeremiak　28　and　the　misunderstanding　of　prophets　by　the　interpreta－

tion　of　1　Samuel　15．　To　overcome　these　obstacles，　Buber　explains　that　the　reader

must　penetrate　to　the　text’s　original　spokenness．　This　respoRsibility　is　the　real

response　to　the　address　of　God’s　voice．　lt　is　fulfilled　by　the　reader’s　receptive　1－

Thou　attitude　toward　the　text，　an　attitude　based　upon　trust　and　ioyalty．　The

orjginal　spoken　rnessage　of　God　can　become　actual　out　of　the　potential　written

text．　This　actuality　occurs　only　through　the　reader’s　dialogical　encounter　of

spoken　word．　Buber　established　his　linguistic　philosophy　of　Thou　through　the

hermeneutics　ef　biblical　language．
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