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G
｡
ル
カ
-
チ

(
∵
八
八
五
-
一
九
七

二

と

C
-
ン
ユ
ミ
ッ
-

(
一
八
八
八
二

九
八
五
)
と

い
う
二
十
世
紀
を
代
表
す
る
二
人
の
思
想
家
､

そ
の
間
道
性
を
強
調
し
て
い
え
ば
､
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
と

い
う
二
十
世
紀
の
全
体
主
義
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
か

っ
た
二
人
の

(-
)

思
想
家
の
関
係
を
､
主
題
的
に
扱

っ
た
研
究
は
少
な
い

｡

事
実
､
同
時
代
を
生
き
て
い
な
が
ら
､
両
者
の
あ

い
だ
に
個
人
的
な
交
流
の
痕
跡

(ワニ

は
な
-
､
作
品
の
な
か
で
相
手
に
言
及
し
た
の
も
そ
れ
ぞ
れ
二
回
に
す
ぎ
な

い

｡

そ
も
そ
も
､

マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
ポ
ル
シ

ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
受
け
い
れ
た
思
想
家
と
､
保
守
的
で
ロ
シ
ア
革
命
を
脅
威
と
し
て
強
-
感
じ
た

思
想
家
と
の
あ

い
だ
に
､
活
発
な
思
想
的
交
流
を
期
待
す
る
ほ
う
が
間
違

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､

一
見
し
て
正
反
対
の
立

(3
)

場
に
あ
る
も
の
の
､
両
者
の
数
少
な

い
相
互
言
及
の
内
容
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
本
質
を
形
成
す
る
論
点
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る

｡

つ

ま

り

'

ロ
マ
ン
主
義
と
政
治
的
な
も
の
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

･-

‖
'',-㌧
∴
･(_:薄
∵
∴
:,..,'･
∵

-

ル
カ

-
チ
は

一
九
二
七
年
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
的

ロ
マ
ン
主
義
』
第
二
版

二

九
二
五
年
)
の
書
評
を
発
表
す
る
｡
そ
の
な
か
で
か
れ
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は
､

シ
ユ
ミ
ッ
-
に
よ
る
ロ
マ
ン
主
義
運
動
の
性
格
づ
け
を
紹
介
す
る
｡
た
と
え
ば
､
オ
ッ
カ
ジ
オ
ナ
リ
ス
ム
ス

(Okkasionalism
us)
と
い

う
本
質

(原
因

U
r
sach
e
が
き
っ
か
け

･
契
機

A
n
lah;
に
､
カ
ウ
ザ

causa
が
オ
ッ
カ
ジ
オ

o
ccasio
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
る
こ
と
)
､
美
感
的
な
も
の

(d
as
A
sth
e
tis
c
h
e
n

)

の
機
能
の
過
剰
､
ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
､
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
は
対
象
に
で
は
な
-
主
観
の
態
度
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
､

可
能
性
が
現
実
性
よ
-
高
次
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
把
接
さ
れ
る
こ
と
､
等
が
列
挙
さ
れ
る
｡
そ
し
て
か
れ
は
､
そ
う
し
た
諸
特
徴
の
指
摘

(4
)

は
ほ
と
ん
ど

｢正
し
い
｣
と
評
価
す
る

｡

も

っ
と
も
､
す
で
に

『歴
史
と
階
級
意
識
』
二

九
二
三
年
)
や

『
レ
ー
ニ
ン
』
二

九
二
四
年
)
を
公
刊
し
､
(と
き
に
教
条
的
な
)
マ
ル
ク
ス

主
義
者
と
な

っ
て
い
た
ル
カ
-
チ
が
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
を
無
批
判
的
に
受
け
い
れ
る
は
ず
も
な
い
｡
か
れ
は
同
じ
書
評
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
か
で
､
シ
ユ
ミ
ッ
-
は

｢
ド
イ
ツ

一
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
い
か
な
る
階
層
を
代
表
し
て
い
た
の
か
､
か
れ
ら
の
思
考
構
造
は
い
か
な
る

･
､
､
､
､

(5
)

社
会
的
存
在
に
対
応
し
て
い
る
の
か
｣
と
い
う
問
い
を
提
起
し
て
い
な
い
と
論
難
す

る
｡

こ
の
欠
陥
は
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
用
い
る

｢方
法
｣
､

つ
ま
-
デ
ィ
ル
タ
イ
や
-
レ
ル
チ
の

｢精
神
史
｣
に
由
来
す
る
｡
結
局
､
ロ
マ
ン
主
義
的
精
神
構
造
が
対
応
す
る
い
わ
ゆ
る
下
部
構
造
の
分

析
は
､
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法
を
必
要
と
す
る
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
､

マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
ル
カ
-
チ
が
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
を

l
走
の
肯

定
的
評
価
と
と
も
に
と
-
あ
げ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
か
れ
自
身
も
か
つ
て
ロ
マ
ン
主
義
を
非

マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
法

(ル

カ
-
チ
も
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の

｢精
神
史
｣
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
)
に
よ

っ
て
扱

っ
た

『魂
と
諸
形
式
』
二

九

二

年
)
と

『小
説
の
理
論
』

(6
)

二

九

一
六
年
)
に
対
す
る
自
己
批
判
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る

｡

し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
'
こ

の
書
評
で
ル
カ
-
チ
は
､
立
場
や
問
題
意
識
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
若

い
頃
か
ら

忘
貝
し
て
取
-
組
ん
で
き
た

(そ
し
て
そ
の
後
も
取
-
級

み
続
け
る
)
ロ
マ
ン
主
義
批
判
と
い
う
課
題
を
､
方
法
の
違
い
は
あ
れ
シ
ユ
ミ
ッ
-
の

『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
と
共
有
し
､
そ
の
課
題
の
重

要
性
を
シ
ユ
ミ
ッ
-
と
と
も
に
確
認
し
て
い
る
､
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

∴

巨
･十
∴
∴
∴

∵

∴
∵

､
.

そ
の
書
評
か
ら
五
年
後
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
か
れ
の

『政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
第
二
版
の
な
か
で
､
こ
の
作
品
の
本
質
を
な
す

｢敵
｣
概
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念
と
の
関
連
で
ル
カ
-
チ
に
言
及
す
る
｡

最
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
近
代
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
通
例
た
い
て
い
は
避
け
ら
れ
て
い
る
､
敵
の
定
義
を
も
立
て
て
い
る
｡
す
な
わ

ち
敵
と
は
､
そ
の
生
き
た
全
体
性
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
異
質
者
と
し
て
人
倫
的
な

(道
徳
的
な
意
味
で
は
な
-
､
｢民
族
と
い
う
永
遠

な
も
の
｣
に
お
け
る

｢絶
対
的
な
生
｣
か
ら
意
図
さ
れ
た
)
差
異
で
あ
る
｡
い
つ
頃
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
が
現
実
に
ベ
ル
リ
ン
に
住
ん
だ
の

か
は

7
つ
の
問
題
で
あ
る
｡
-
･･･
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ー
ル

｡
マ
ル
ク
ス
を
経
て
レ
ー
ニ
ン
へ
と
モ
ス
ク
ワ
に
向
か

っ
て
い
っ
た
｡
そ
こ
で

か
れ
の
弁
証
法
的
方
法
は
､
新
し
い
具
体
的
な
敵
概
念
､
つ
ま
-
階
級
敵
の
概
念
に
お
い
て
､
そ
の
具
体
的
な
効
力
を
実
証
し
､
そ
し

て
自
己
自
身
を
､
つ
ま
-
弁
証
法
的
方
法
を
､
合
法
性
と
非
合
法
性
､
国
家
､
さ
ら
に
は
敵
対
者
と
の
妥
協
と
い
っ
た
他
の
す
べ
て
と

同
様
に
､
こ
の
闘
争
の

｢武
器
｣

へ
と
転
化
し
た
｡
ゲ
オ
ル
ク

･
ル
カ
-
チ

(『歴
史
と
階
級
意
識
』
一
九
二
三
年
､
『レ
ー
ニ
ン
』

一
九
二
四

(7
)

年
)
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
最
も
強
-
生
き
て
い
る

｡

(8
)

第
三
版

(
一
九
三
三
年
)
で
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る

こ

の
箇
所
か
ら
明
ら
か
な
の
は
､
シ
ユ
ミ
ッ
-
が
ル
カ
-
チ
の
弁
証
法
的
マ
ル
ク

ス
主
義
に
､
｢経
済
1
技
術
的
な
も
の
｣
で
も

｢文
化
的
な
も
の
｣
で
も
な
-
､
ま
さ
し
-

｢政
治
的
な
も
の
｣
を
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

(9
)

そ
れ
に
先
立

っ
て
す
で
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
､
ロ
シ
ア
革
命
と
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
理
念
を

｢技
術
性
と
い
う
反
宗
教

｣

と
表
現
し
､
ロ
シ

ア
を
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
俗
化
の
完
成
態
と
と
ら
え
て
､
そ
れ
ら
に
対
す
る
政
治
神
学
的
な
嫌
悪
を
示
し
て
い
た
｡

こ
の
意
味
で
は
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と

っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
基
本
的
に
､
合
理
化
と
中
立
化
の
最
終
段
階
に
出
現
し
た

｢経
済
1

技
術
的
｣

思
考
の
典
型
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
か
れ
は
､
文
化
領
域
の
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
何
ら
か
の
対
立
が
友

･
敵
の
区
別
を
と
も
な
う

｢闘

争
｣

へ
と
強
化
し
た
場
合
､
そ
の
対
立
は

｢政
治
的
｣
な
も
の
と
な
る
と
主
張
す
る
｡
こ
の
観
点
か
ら
シ
ユ
ミ
ッ
ー
は
う
ル
カ
-
チ
と
な
ら

ん
で
マ
ル
ク
ス
主
義

一
般
に
つ
い
て
も
､
そ
の

｢政
治
的
｣
性
質
を
認
め
る
｡

ヽ
ヽ

マ
ル
ク
ス
主
義
的
意
味
で
の

｢
階
級
｣
さ
え
も
､
そ
れ
が
こ
の
決
定
的
段
階
に
到
達
す
る
場
合
､
す
な
わ
ち
､
そ
れ
が
階
級

｢闘
争
｣
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を
真
剣
に
行
な
い
､
相
手
階
級
を
現
実
的
な
敵
と
し
て
扱

っ
て
､
国
家
対
国
家
で
あ
れ
､

一
国
家
内
部
の
内
戦
で
あ
れ
､
そ
れ
と
戦
う

場
合
に
は
､
純
粋
に
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て

一
つ
の
政
治
的
単
位
と
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
現
実
的
な
闘
争
は
､

必
然
的
に
､
も
は
や
経
済
法
則
に
し
た
が

っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
-
､
そ
の
政
治
的
な
必
然
性
お
よ
び
指
向
性
､
連
合

｡
妥
協
等
々

(10
)

を
も

つ
の
で
あ

る

｡

か
-
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
､
ル
カ
-
チ
の
革
命
論
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
概
念
を
､

マ
ル
ク
ス
､王
義
の
立
場
か
ら
の

｢
政
治
的
な
も
の
｣

の

理
論
化
と
し
て
真
剣
に
う
け
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
ル
カ
-
チ
と
シ
ユ
ミ
ッ
ー
は
､
両
者
の
思
想
に
と

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
ロ
マ
ン
主
義
と
政
治
的
な
も
の
と
い
う
問
題
を

少
な
-
と
も

l
九
二
〇
年
代
ま
で
は

共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

∵

:..:∵
∵
･.,...十
㌦
二
･,I.ji.'･･1.I,串
.-,,2=.･:I

;∴
ip/････;,1;
.
,

∵

､･
･,
:i
r=-生
i,･;･:::八･;.:13.-･･.1=芋
と

,I.:･･:･･･;･-･[･･::I･･:･:･;1
･..:._i

両
者
の
相
互
言
及
の
内
容
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
､
ル
カ
-
デ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
､
ロ
マ
ン
主
義
批
判
を
共
通
の
基
盤
と
し
て
そ
れ
ぞ

ヽ
ヽ

れ
の
政
治
思
想
を
展
開
す
る
､
と
い
う
基
礎
的
事
実
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
ロ
マ
ン
主
義
批
判
は
政
治
思
想
の
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
､
ル
カ
-
チ
と
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
双
方
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
受
け

I;
,

て
い
た

K
｡
マ
ン
ハ
イ
ム

二

八
九
三
上

九
四
七
)
の

｢保
守
主
義
的
思
考
｣
(
一
九
二
七
年
版

)

を
参
照
し
た
い
｡

･････
:-.i
･.:ir･[･,,2:''#iff:･fT.∵
･･
･J.I.
,･･･Pl:
..･.･.1
､･]･･.:..:.]

運
･J#
:
･.I.tL･:jif･:････J
;･..I.rtf･･･=.I:..;.i

マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
､
ド
イ
ツ

･
ロ
マ
ン
主
義
は
近
代
世
界
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
ら
び
に
政
治
的
な
反
対

(啓
蒙
と
フ
ラ
ン
ス

革
命
に
対
す
る
反
対
)
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
単
に
後
ろ
向
き
の
も
の
で
は
な
-
､
す
で
に
近
代
の
合
理
主
義
を
取
-
込
ん
で
い
る

(｢止
揚
｣
し

て
い
る
)｡
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ

･
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
史
的
特
質
を
か
れ
は

｢振
子
運
動
｣
に
喰
え
る
｡
振
子
は
､
最
初
の
運
動
と
そ
こ
か
ら
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戻

っ
て
-
る
次
の
運
動

(反
動
)
の
往
復
運
動
を
形
づ
-
る
｡
後
者
は
前
者
と
は
反
対
の
方
向
に
向
か
う
が
､
し
か
し
そ
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
前
者
か
ら
得
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
最
初
の
運
動
が
近
代
化
で
あ
-
､
次
の
運
動

(反
動
)
が
ド
イ
ツ

｡
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
｡
こ
こ
か

ら
マ
ン
ハ
イ
ム
は
､
ロ
マ
ン
主
義
を

｢極
端
に
過
剰
な
主
観
主
義
｣
と
特
徴
づ
け
る
｡
近
代
的
産
物
と
し
て
の
主
観
性
が
非
合
理
的
な
ま
で

i.i)
}

に
､
つ
ま
-
近
代
的
基
準
に
反
す
る
ほ
ど
肥
大
化
し
た
も
の
が
ロ
マ
ン
主
義
な
の
で
あ
る
｡

過
剰
な
主
観
主
義
と
い
う
特
徴
は
､
ロ
マ
ン
主
義
運
動
の
担
い
手
が

｢社
会
的
に
自
由
に
浮
遊
す
る
知
識
人
た
ち
｣
で
あ
る
こ
と
と
関
係

し
て
い
る
｡
か
れ
ら
は
､
近
代
化
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
秩
序
が
崩
壊
し
､
社
会
構
造
の
流
動
化

･
平
準
化
の
な
か
で
も
は

や
自
ら
の
社
会
的
出
自
が
経
済
的
な
安
定
を
保
証
し
な
-
な
っ
た
こ
と

(｢疎
外
｣)
を
受
け
て
､
自
由
な
著
述
活
動
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る

よ
う
に
な
っ
た
人
び
と
で
あ
る
｡
｢不
安
定
な
外
的
状
態
と
経
済
的
な
鯉
故
郷
性

(Ii
eim
atlosigkeit)｣
の
な
か
に
放
-
出
さ
れ
た
か
れ
ら
は
､

｢冒
険
者
｣
の
ご
と
-
､
自
由
な
立
場
か
ら
硯
実
社
会
の

｢全
体
｣
を
具
体
的
に
解
明
す
る
｡
こ
れ
を
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ロ
マ
ン
主
義
の
肯
定
的

な
側
面
と
し
て
評
価
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
そ
れ
は
近
代
以
降
複
雑
化
す
る
社
会
過
程
の
全
体
的
解
明
に
貢
献
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､

ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
そ
れ
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
の
で
､
同
時
に
そ
の
社
会
に
適
応
し
て
巧
妙
に
生
き
延
び
る

｢繊
細
な
感
受
性
｣

･早

を
身
に
つ
け
る
｡
こ
の
側
面
は
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
っ
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
｡
処
世
術

と
し
て
､
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
を
取
り
囲
む
硯
実

･〓＼

社
会
の

一
切
を
正
当
化
し
受
容
す
る
か
ら
で
あ

る

｡

ロ
マ
ン
主
義
の
極
端
に
過
剰
な
主
観
は
､
外
的
世
界
に
対
略
し
た
と
き
こ
う
し
た
繊
細

で
は
あ
る
が
中
間
的
な
態
度
､

一
般
的
に
は
イ
ロ
ニ
ー
と
も
い
わ
れ
う
る
よ
う
な
態
度
を
示
す
の
で
あ
る
｡

I,I
:.
･･...･]･..
了

-
.･･EI･.::..､
.

,

.

....

マ
ン
ハ
イ
ム
の
保
守
主
義
論
､
そ
し
て
そ
の

一
端
と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義
論
の
意
義
は
､
単
に
過
去
の
解
明
に
と
ど
ま
ら
な
い
o
そ
れ
は

現
代
ド
イ
ツ
の
思
想
的
状
況
の
生
成
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
と
い
う
の
も

マ
ン
ハ
イ
ム
は
､
A
‥
､↓
エ
ラ
ー
以
降
の
ド
イ
ツ
の

思
想
的
展
開
は

｢
二
重
の
方
向
｣
を
と
-
､
そ
の
う
ち
の

一
つ
が
現
代
の

｢生
の
哲
学
｣
に
行
き
着
-

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
路
線
｣
で
あ
る
と

主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
生
概
念
の

｢内
面
化
｣
が
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ
る
｡
生
の
現
実
性
は
､
外
的
世
界
か
ら
引
き
離
さ

れ
た

｢純
粋
体
験
｣
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
-
､
ド
イ
ツ
の
思
想
は
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

｢生
の
哲
学
｣
か
ら
い
わ
ば
達
輸
入
し
て
､
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そ
れ
が
や
が
て

一
方
で
現
象
学
派
に
p
他
方
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
主
義
に
結
実
す
る
｡
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
､
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
合
理

(捕
)

主
義

へカ
ン
-
主
義
と
実
証
主
義
)
へ
の
反
抗
で
あ
る
｡

こ
こ
で
マ
ン
ハ
イ
ム
は
､
現
代
の
生
の
哲
学
の
非
政
治
性
を
指
摘
す
る
｡
こ
れ
は
､
ロ
マ
ン
主
義
の
も
と
も
と
の
担
い
手
が
自
ら
の
政
治

的
基
盤
を
喪
失
し
た

(｢自
由
に
浮
遊
す
る
｣
に
至
る
ま
で

｢疎
外
｣
さ
れ
た
)
こ
と
に
起
因
す
る
｡
だ
か
ら
こ
そ

｢内
面
化
｣
の
方
向

へ
進
む
こ

義
和

と
も
で
き
た
の
で
あ
り
､
そ
の
結
果
と
し
て
現
実
政
治

へ
の
直
接
的
行
動
の
能
力
と
意
志
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
ゆ
え
に
､
そ
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
合
理
主
義

へ
の
反
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢し
か
し
生
の
哲
学
は
､
言
葉
の
最
も
広
い
意
味
に
お
い
て
脱
政
治
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ

っ
て
､
変
革

へ
の
直
接
的
な
道
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
､
-
-

〔資
本
､主
義
的
合
理
化
の
世
界
と
は
異
な
る
〕
生
成
し
っ
つ
あ
る
世
界

･iI
.

と
の
内
的
関
係
を
放
棄
し
て
し
ま

っ
た
｣
｡

ド
イ
ツ
精
神
史
の

｢も
う

一
つ
別
の
遺
｣
と
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
が
挙
げ
る
の
が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
を
経
由
し
て
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
至

る
も
の
で
あ
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ロ
マ
ン
主
義
の
非
合
理
的
な

｢内
面
化
｣
に
反
対
し
て
､
生
を
政
治
的
-
歴
史
的
世
界
の
具
体
的
問
題
と
結

合
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る

｢客
観
主
義
｣
を
追
求
し
た
｡
こ
れ
が

｢弁
証
法
｣
で
あ
る
｡
今
日
こ
の
弁
証
法
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
流
れ
込
み
､

独
自
の
社
会
理
論
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡
現
実
の
具
体
的
な
階
級
闘
争
に
即
し
た
こ
の
思
考
に
お
い
て
､
ロ
マ
ン
主
義
的
な
主
観
主
義
か
ら

客
観
主
義

へ
の
移
行
が
完
成
す
る
｡

内
面
化
さ
れ
た

｢生
の
哲
学
｣
に
と

っ
て
は
､
こ
の
動
的
基
盤
が
純
粋

｢持
続
｣
､
｢純
粋
体
験
｣
な
ど
の
何
か
前
理
論
的
な
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が

｢
一
般
的
｣
1

｢抽
象
的
｣
思
考
を
相
対
化
す
る
際
の
基
盤
は
､
何
か
精
神
的
な
も
の

(よ
-
高
次
の
合

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

理
性
)
で
あ
-
､
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
思
考
の
も
と
で
は
､
階
級
闘
争
と
経
済
中
心
的
な
社
会
過
程
で
あ
る
｡
こ
の
方
向
に
お
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
.ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
流
れ
は
客
観
性

へ
転
位
し
た
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
マ
ン
ハ
イ
ム
は
､
現
代
ド
イ
ツ
の
思
想
的
状
況
の
成
立
過
程
を

｢保
守
主
義
的
思
考
｣
と
い
う
観
点
か
ら
解
明
す
る
な
か
で
､

ロ
マ
ン
主
義
的
な

｢生
の
哲
学
｣
と
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義

(こ
れ
に
よ
っ
て
ル
カ
-
チ
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
)
を
区
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別
す
る
｡
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
次
の
二
点
で
あ
る
0
第

一
に
､
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
主
義
に
対
す
る
批
判
を

含
ん
で
い
る
｡
第
二
に
､
そ
の
理
由
は
､
ロ
マ
ン
主
義
が
､
客
観
的
な
社
会
的
現
実
に
お
け
る
具
体
的
な
階
級
闘
争
を
､
つ
ま
-
シ
ユ
ミ
ッ

(19
)

ト
的
な
意
味
で
の

｢政
治
的
な
も
の
｣
を
思
考
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る

｡

r,.
i...;.∵
･工
,:I:･:'･i･:I.(.:∵
∴
i;･:.:::..[･;i.I.･
;I.I..

!
7-
1
;

マ
ン
ハ
イ
ム
は
ロ
マ
ン
主
義
論
を
展
開
す
る
際
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
初
版

へ
の
参
照
を
何
度
か
求
め
て
い

る

｡

ま

た
､

マ
ン
ハ
イ
ム
は
保
守
主
義
論
の
な
か
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
二

九
二
三
年
)
を
も
参
照
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
重
要
な
の
は
､
｢生
の
哲
学
｣
と
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義

(ル
カ
-
チ
)
の
区
別
に
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
同
書
第
三
章
に
お
け
る
弁
証

法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ソ
レ
ル
の
対
比
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
マ
ン
ハ
イ
ム
は
､
生
の
哲
学
の

｢脱
政
治
化
｣

に
触
れ
た
箇
所
で
､
そ
れ
で
も
生
の
哲
学
が
今
後
ど
の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
も

つ
か
は
分
か
ら
な
い
と
述
べ
､
政
治
化
さ
れ
た
生
の
哲
学

エラ
､ノ

と
し
て
､
現
代
の
直
接
行
動
に
訴
え
る
諸
傾
向
に
着
冒
し
､
と
-
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に

｢生
｣
を
与
え
た
ソ
レ
ル
へ
の

(21
)

参
照
を
求
め
る

｡

つ
ま
-
､
現
代
ド
イ
ツ
の
思
想
的
状
況
が

｢生
の
哲
学
｣
～

政
治
的
で
あ
れ
非
政
治
的
で
あ
れ
-

と
弁
証
法
的

マ
ル

ク
ス
主
義
と
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
マ
ン
ハ
イ
ム
の
時
代
認
識
に
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
の
影
響
の
跡
を
見
る
こ
と
が
十
分
に
可

能
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
関
連
す
る
よ
-
重
要
な
こ
と
と
し
て
､
同
書
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
､
と
-
に
弁
証
法
的

(22
)

方
法
に
つ
い
て
の
理
解
は
､
ル
カ
-
チ
か
ら
得
ら
れ
た
可
能
性
も
同
じ
-
十
分
に
あ

る

｡

こ
こ
か
ら
､
マ
ン
ハ
イ
ム
は
同
時
代
の
思
想
的
状

況
に
お
け
る
ル
カ
-
チ
と
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
関
連
性
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
推
測
が
成
-
立
つ
｡

こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
､
マ
ン
ハ
イ
ム
は
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
闘
争
論

に
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
主
義
か
ら
の
脱
却
を
確
認
し
た
が
､
そ
の
現
実
的
な

｢具
体
的
思
考
｣
を
め
ぐ

っ
て
､
か
れ
は
弁
証
法
的

マ
ル
ク
ス

主
義

の

｢保
守
性
｣
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

政治思想と周縁 ｡タほB｡マイノリティ 【政治思想研究 第10号/2010年5月】 432

そ
れ
か
ら
後
に
､
こ
の

〔ヘ
ー
ゲ
ル
の
〕
｢
具
体
的
な
も
の
｣
と
い
う
概
念
も
-

こ
の
こ
と
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
し
ぼ



し
ぼ
そ
う
な
の
で
あ
る
が
-

保
守
主
義
的
思
考
の
概
念
的

･
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
装
置
か
ら
社
会
主
義
的
-

共
産
主
義
的
思
考

へ
と
移
行

す
る
｡
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

1
日
由
主
義
的
思
考
に
対
す
る

｢左
翼
的
反
対
｣
は
そ
の

｢右
翼
的
反
対
｣
と
接
触
点
を
も
ち
､
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
-
自
由
主
義
的
思
考
に
は

｢右
｣
と

｢左
｣
か
ら
具
体
的
思
考
が
対
立
す
る
の
で
あ

っ
て
､
た
だ
右
翼
的
反
対
の

｢具
体
性
｣
は
､

左
翼
的
反
対
の
と
は
ま

っ
た
-
異
な
っ
た
存
在
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
何
か
を

｢具
体
的
に
｣
見
る
と
い
う
こ
と
は
､

｢弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
｣
に
お
い
て
､
探
究
さ
れ
る
べ
き
歴
史
的
現
象
を
階
級
闘
争
の
全
体
性
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
意
味

1.(]]

す
る
｡
こ
こ
で
は
階
級
闘
争
が

｢具
体
的
な
も
の
｣
と
し
て
､
最
も
現
実
的
な
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る

｡

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る

｢ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
-

自
由
主
義
的
思
考
｣
に
対
す
る

｢右
翼
的
反
対
｣
､
｢右
か
ら
の
具
体
的
思
考
｣
は
､
直
接
的
に

は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
差
す
が
､
し
か
し
こ
れ
を
広
義
に
う
け
と
れ
ば
､
マ
ン
ハ
イ
ム
が
保
守
主
義
的
思
考
の
例
と
し
て
言
及
す
る
ボ
ナ
ー
ル
と

云

｣

ド

｡
メ
ー
ス
ト
ル
と
い
う
フ
ラ
ン
ス

｡
カ
ト
リ
ッ

ク

も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
し
､
し
た
が
っ
て
シ
ユ
ミ
ッ
-
自
身
の
政
治
神
学
的
な
自
由
主

義
批
判
も
ま
た
こ
こ
で
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
-
､
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ル
カ
-
チ
と
の
関
連
性
の
な
か
で
､
シ
ユ
ミ
ッ
ー

の
思
想
に
も
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
客
観
性
､
具
体
性
へ
の
転
位
を
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
マ
ン
ハ
イ
ム
の
議
論
を
手
が
か
-
に
考
察
す
る
な
ら
ば
､
ル
カ
-
チ
と
シ
ユ
ミ
ッ
-
の
共
通
基
盤
と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義

批
判
の
思
想
史
的
意
義
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
ロ
マ
ン
主
義
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い

｢政
治
的
な
も
の
｣
に

(C3
)

つ
い
て
の
現
実
的
…

具
体
的
な
思
考
を
可
能
に
す
る

｢客
観
主
義
｣

へ
の
志
向
､
こ
れ
で
あ

る

｡

本
稿
は
､
ロ
マ
ン
主
義
批
判
か
ら
政
治
的
な
も
の
､
客
観
的
な
も
の
､
具
体
的
な
も
の
へ
の
移
行
と
い
う
観
点
か
ら
､
『魂
と
諸
形
式
』

二

九
二

年
)､
『小
説
の
理
論
』
(
一
九
一
六
年
)
お
よ
び

『歴
史
と
階
級
意
識
』
に
至
る
ま
で
の
ル
カ
-
チ
政
治
思
想
の
特
質
を
'
同
時
期

の
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
政
治
的
神
学
と
の
対
照
に
お
い
て
解
明
す
る
｡
こ
の
問
題
設
定
の
も
と
で
論
点
と
な
る
の
は

｢形
式

(F
o
rm)｣
概
念
で

あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
両
者
と
も
近
代
の
合
理
化
さ
れ
た

(シ
ユ
ミ
ッ
-
に
と
っ
て

｢世
俗
化
さ
れ
た
｣､
ル
カ
-
チ
に
と
っ
て

｢資
本
主
義
化
さ
れ

た
｣
)
世
界
に

｢形
式
｣
の
喪
失
を
見
出
し
､
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
も
の
の

l
つ
と
し
て
ロ
マ
ン
主
義
を
批
判
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

か
れ
ら
が
ロ
マ
ン
主
義
批
判
と
い
う
共
通
基
盤
に
立

っ
て
向
か
う
客
観
的
な
何
か
と
は
､
合
理
的
近
代
の
克
服
に
必
要
な
新
し
い

｢形
式
｣
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蒜
｡]
,

で
あ

る

｡

し
た
が
っ
て
､
次
の
三
で
は
､
両
者
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
が
無
形
式
性
を
時
代
の
問
題
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡
続
い
て
四

で
は
､
無
形
式
性
に
陥

っ
た
ロ
マ
ン
主
義
の
な
か
で
失
わ
れ
た
政
治
的
な
も
の
と
の
接
触
を
可
能
に
し
､
さ
ら
に
は
政
治
的
な
も
の
を
本
質

と
す
る
客
観
的
な

｢形
式
｣
が
､

一
方
で
は
カ
ー
リ
ッ
ク
教
会
､
他
方
で
は
共
産
党
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
こ
こ
に
至

っ
て
､
ロ
マ
ン

主
義
批
判
お
よ
び
形
式
へ
の
意
志
と
い
う
共
通
基
盤
の
上
で
､
二
人
の
政
治
思
想
家
が
分
岐
し
て
い
-
様
相
が
-

｢再
現
前
｣
と

｢媒
介
｣

と
い
う
観
点
か
ら
ー

描
か
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
最
後
に
瓦
で
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
思
想
の
特
質
を

｢超
越
｣
と

｢内
在
｣
に
お
け
る
客
観

主
義
に
見
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
両
者
の
交
差
す
る
地
点
､
つ
ま
-
政
治
的
な
も
の
の
地
点
で
ル
カ
-
チ
の
思
想
の
問
題
点
を
批
判
的
に

検
証
す
る
｡

Ji
｢.膳
昔
..;
,,∵
.tJ;..,･畢
･f･!,:;:

｢形
式
｣
と
い
う
用
語
を
自
ら
の
い
-
つ
か
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
お
よ
び
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
用
い
る
ル
カ
-
チ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
｡
そ
れ
ほ
ど

重
要
な

｢形
式
｣
概
念
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
に
お
い
て
い
か
に
思
想
的
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た

1

0

-∨

(27
)

･･:････

,..
.
‥'qE
･:]
･.I
.-

∵

]::'''･･
こ..I

.I.tZ.
･
,･'･=･,:･::..:.=
･仰
州T.･･j
TTf_･･j

『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
第
二
版
に
寄
せ
ら
れ
た

｢前
書
き

(V
orw
ort)｣
二
九
二
五
年
)
に
は
､
｢形
式
｣
が
時
代
の
重
要
な
問
題
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
｡
具
体
的
に
は
､
ロ
マ
ン
主
義
が
も
た
ら
す
と
主
張
さ
れ
る
形
式
の
喪
失
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
｡
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ロ
マ
ン
主
義
運
動
の
担
い
手
は
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
で
あ
る
｡
そ
の
時
代
は
十
八
世
紀
に
は
じ
ま
り
､

一
七
八
九
年
に
革
命
的
暴

力
を
も

っ
て
君
主
制
､
貴
族
､
お
よ
び
教
会
に
対
し
て
勝
利
を
占
め
た
が
､
は
や
-
も

一
八
四
八
年
七
月
に
は
ふ
た
た
び
バ
リ
ケ
ー
ド



の
向
こ
う
側
に
立

っ
て
革
命
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
に
対
抗
し
て
自
ら
を
守

っ
た
｡
-
-
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
と
も
に
､
新
し
い
ブ
ル
ジ

ョ
ア
公
衆
の
新
し
い
趣
味
と
と
も
に
､
新
し
い
ロ
マ
ン
主
義
芸
術
が
出
現
す
る
｡
そ
れ
は
伝
統
的
な
貴
族
的
諸
形
式
と
古
典
的
レ
-
リ

ッ
ク
を
人
工
的
な
図
式
と
感
じ
､
真
な
る
も
の
と
自
然
的
な
も
の
を
欲
求
す
る
あ
ま
-
し
ば
し
ば
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
完
全
な
無
化
に
ま

で
至
る
｡
-
-
今
日
､
伝
統
的
な
教
養
お
よ
び
形
式
の
解
体
は
徹
底
的
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
が
､
し
か
し
新
し
い
社
会
は
ま
だ
固

有
の
形
式
を
見
出
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
ま
だ
新
し
い
芸
術
を
創
造
し
て
お
ら
ず
､
ロ
マ
ン
主
義
に
よ

っ
て
は
じ
め
ら
れ
､
新
し
い
世

･(･二

代
が
成
長
す
る
ご
と
に
更
新
さ
れ
る
芸
術
議
論
と
､
疎
遠
な
諸
形
式
の
無
定
見
な
ロ
マ
ン
化
と
の
な
か
で
､
動
揺
を
続
け
て
い
る

｡

こ
こ
で
確
認
す
べ
き
は
､
第

一
に
､
シ
ユ
ミ
ッ
-
に
と

っ
て
ロ
マ
ン
主
義
は
､

一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
単
純
に
反
革
命
的
な
も
の
で

は
必
ず
し
も
な
-
､
自
ら
の
出
現
を
促
す
力
を
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
受
け
と

っ
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
そ
れ
は
…

マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
解

j
･TJ

と
同
じ
-
-

単
に
反
近
代
的
で
は
な
-
､
近
代
化
の
産
物
で
あ

る

｡

第
二
に
､
革
命
的
な
推
進
力
を
も

っ
た
ロ
マ
ン
主
義
が
そ
の
批
判
の

矛
先
を
や
が
て
近
代
の
所
産
に
も
区
別
な
-
向
け
､
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
伝
統
破
壊
に
ま
で
至

っ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
る

｢あ
ら
ゆ
る
形
式
の
完

全
な
無
化
｣
は
､

l
七
八
九
年
と

一
八
四
八
年
の
革
命
を
経
て
､
現
代
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
､
新
し
い
世
界
に

固
有
の
新
し
い
形
式
を
見
つ
け
る
こ
と
が
現
代
の
課
題
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
二
点
を
総
合
す
る
な
ら
ば
､
第
三
に
､
シ

ユ
ミ
ッ
I
に
よ
る
ロ
マ
ン
主
義
批
判
は
､
現
代
の
革
命
で
あ
る
ロ
シ
ア
革
命
と
そ
れ
を
支
え
る
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
意
識
し
て
い
る
と
孝

心
'

え
ら
れ

る

｡

シ
ユ
ミ
ッ
-
に
よ
れ
ば
､
こ
の
形
式
の
喪
失
こ
そ

｢
オ
ッ
カ
ジ
オ
ナ
リ
ス
ム
ス
｣
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
｡
｢オ
ッ
カ
ジ
オ
｣
の
概
念
は
､

｢生
｣
に

｢秩
序
｣
を
与
え
る
も
の
す
べ
て
と
合
致
せ
ず
､
そ
の
意
味
で

｢解
体
的
｣
概
念
で
あ
る
｡
ロ
マ
ン
主
義
は

｢主
観
化
さ
れ
た
オ
ッ

カ
ジ
オ
ナ
リ
ス
ム
ス
｣
で
あ
-
､
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
は
革
命
で
あ
れ
反
革
命
で
あ
れ
外
的
世
界
の
す
べ
て
を
み
ず
か
ら
の
ロ
マ
ン
主
義
的

生
産
性
の
単
な
る
き

っ
か
け

･
契
機

(A
n
laB
)
と
し
て
扱
う
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
生
産
性
は

｢す
べ
て
の
伝
統
的
な
芸
術

形
式
を
も
単
な
る
き

っ
か
け

･
契
機
と
し
て
扱
う
｡
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
､
絶
え
ず
具
体
的
な
出
発
点
を
探
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
い

か
な
る
形
式
か
ら
も

い
か
な
る
具
体
的
現
実
か
ら
も
遠
ざ
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
｣
｡
こ
れ
を
シ
ユ
ミ
ッ
ー
は

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
無
形
式
性
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(
r

om
antisch
e
F
orm
1.sigkeit)｣
と
呼

璽

こ
の
よ
う
に
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
､
オ
ッ
カ
ジ
オ
ネ
ル
な
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
が
陥
っ
た

｢無
形
式
性
｣
を
現
代
の
危
機
と
見
な
し
､
そ
れ
を

(撃

克
服
し
う
る
新
し
い
形
式
の
必
要
性
を
示

す

｡

そ
し
て
そ
の
形
式
は
か
れ
に
と
っ
て
具
体
的
か
つ
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
｡

2

ル
カ
-
チ

釣
場

合

-

ロ
マ
ン
主
義
に
よ
る
文
化
形
成
の
失
敗

ル
カ
-
チ
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
に
お
け
る
形
式
の
重
要
性
を
確
認
す
る
に
は
､
そ
れ
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ジ
ン
メ
ル
の
文
化
哲
学
に

お
け
る
形
式
概
念
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
ル
カ
-
チ
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
は
､
ジ
ン
メ
ル
が
目
指
し
た

｢文
化
｣
の
形
成

を
課
題
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

(-
)
課
題
と
し
て
の
ジ
ン
メ
ル
の

｢文
化
｣
概
念

(…禦

ジ
ン
メ
ル

(
一
八
五
八
-
一
九
l
八
)
は
晩
年
､
現
代
に
お
け
る

｢文
化
の
悲
劇
｣
に
つ
い
て
論
じ
る

｡

そ
こ
で
か
れ
は
､
文
化
を

｢生
｣

と

｢形
式
｣
の
総
合
､
内
的

･
主
観
的
な

｢生
｣
の
外
的

･
客
観
的
な

｢形
式
化
｣
と
規
定
す
る
｡
｢文
化
の
悲
劇
｣
と
は
､
｢生
｣
と

｢形

コ､/フ〓ノクト

式
｣
が
統

一
さ
れ
ず
に

｢葛
藤
｣
の
関
係
に
陥
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
つ
ま
-
､
文
化
形
成
に
お
い
て
､
生
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を

見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
外
的
な
表
現
を
獲
得
す
る
の
だ
が
､
そ
の
と
き
外
的
な
形
式
は
生
に
と
っ
て

｢疎
遠
な

(frem
d)｣
も
の
と
い
う
性

格
を
保
持
し
､
や
が
て
形
式
が
生
を
抑
圧

(｢疎
外
｣)
し
て
し
ま
う
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
主
観
的
な
生
が
疎
遠

な
形
式
を
す
べ
て
拒
否
す
る
な
ら
ば
､
そ
こ
に
文
化
は
生
ま
れ
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
文
化
形
成
に
お
い
て
生
は
形
式
を
必
要
と
す
る
が
そ
れ

に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
れ
が
生
と
形
式
の
不
可
避
的
な
葛
藤
､
す
な
わ
ち

｢悲
劇
｣
で
あ
る
｡

ジ
ン
メ
ル
に
よ
れ
ば
､
こ
う
し
た
文
化
の
悲
劇
は
と
-
に
現
代
に
お
い
て
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
､
現
代
社
会
に
進

展
し
て
い
る
合
理
化
と
は
､
形
式
が
自
律
化
し
て
生
と
は
無
関
係
な
独
自
の
法
則
の
も
と
に
運
動
し
､
生
と
の
疎
遠
さ
を
さ
ら
に
深
め
､
外

的
な

｢物
｣
と
し
て
の
性
質
を
増
大
さ
せ
る
こ
と

(｢事
象
化
｣)
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
ジ
ン
メ
ル
は
､
今
日
､
生
は
そ
の
よ
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う
な

｢物
｣
と
し
て
の
形
式
を
廃
棄
し
､
新
し
い
形
式
､
つ
ま
-
新
し
い
文
化
を
必
要
と
し
て
い
る
が
､
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
い
ま
の
と
こ

ろ
そ
う
し
た
形
式
を
発
見
で
き
ず
に
い
る
と
し
､
そ
の
無
形
式
的
な
状
況
に
お
い
て
剥
き
出
し
の

｢
生
｣
が
時
代
の
中
心
に
な

っ
て
い
る
､

と
主
張
す
る
｡

こ
れ
ま
で
の
文
化
変
遷
に
は
つ
ね
に
新
し
い
形
式

へ
の
憧
憶
が
古
い
形
式
を
突
き
崩
し
て
き
た
の
に
対
し
て
､
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
は
､

こ
の
領
域
に
お
け
る
発
展
の
究
極
的
動
機
と
し
て
､
意
識
が
外
見
上
あ
る
い
は
事
実
上
新
し
い
諸
形
象
物
に
向
か

っ
て
い
る
場
合
で
も
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

や
は
-
そ
の
究
極
的
バ
ネ
と
し
て
形
式
の
原
理

一
般
に
対
す
る
敵
対
性
を
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
-
-
い
ま
ほ
ど
に
完
全
に
新
旧

の
文
化
形
式
の
間
を
渡
す
橋
が
取
-
壊
さ
れ
p
そ
れ
自
身
に
お
い
て
無
形
式
的
な
生

(dasan
sic
h
form
tose
Leben
)
し
か
そ
の
間
隙
を

･-7]

埋
め
る
も
の
が
な
い
か
に
見
え
る
こ
と
は
か
つ
て
な
い
-

-

｡

こ
の
よ
う
に
ジ
ン
メ
ル
は
､
や
が
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
無
形
式
性
｣
と
い
う
観
点
か
ら
､
そ
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
が

｢生
の

哲
学
｣
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
現
代
の
悲
劇
的
状
況
を
､
あ
た
か
も
先
取
-
す
る
か
の
よ
う
に
､
｢文
化
｣
の
観
点
か
ら
同

様
に

｢形
式
｣
の
喪
失
お
よ
び
主
観
的
な

｢生
｣
の
肥
大
化
と
し
て
描
写
す
る
の
で
あ
る
｡

(2
)
『魂
と
諸
形

式

-

号

写

範

』

フ
ォ
ル
ム

｢魂
と
諸
形
式
｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
…

こ
れ
自
体
す
で
に
ジ
ン
メ
ル
の
文
化
概
念
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
-

を

も

つ
エ
ッ
セ
イ
集
に
お
い
て
､
ル
カ
-
チ
は
ジ
ン
メ
ル
の
問
い
か
け
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
､
現
代
に
適
し
た
新
し
い
形
式
を
模
索
す
る
｡

ブ
7Tル
ム

こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
に
収
め
た
冒
頭
の
エ
ッ
セ
イ
を

｢
エ
ッ
セ
イ
の
本
質
と
形
式
に
つ
い
て
｣
と
遷
し
､
ル
カ
-
チ
は
そ
の
冒
頭
で
本
作
品
に

｢
一
つ
の
新
し
い
固
有
の
形
式
｣
を
与
え
る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
る
｡
つ
ま
-
､
こ
の
と
き
の
ル
カ
-
チ
に
と

っ
て
､
新
し
い
形
式
と
は
エ
ッ

セ
イ
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
姿
勢
は
確
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
-
､
こ
の
目
標
の
実
現

へ
の
自
信
の
な
さ
が
正
直
に
吐
露
さ
れ
る
｡
ま
だ

明
確
な
方
法
と
確
固
た
る
信
念
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
､
さ
し
あ
た
-

エ
ッ
セ
イ
と
い
う
形
式
が
試
み
ら
れ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
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(36
)

そ
れ
は
単

一
で
は
な
く
複
数
存
在
せ
ざ
る
を
得
な

い

｡

爺

)

こ
こ
に
は
､

1
股
的
な
観
点
か
ら
見
て
多
分
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
要
素
が
見
ら
れ

る

｡

そ
も
そ
も

エ
ッ
セ
イ
を

｢形
式
｣
と
み
な
す
と
こ

ろ
に
難
点
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
否
､
そ
れ
だ
け
新
し
い
形
式
を
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
時
代
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､

･準
,

弁
証
法
的
方
法
を
確
立
し
た
後
の
ル
カ
-
チ
は
､
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
を

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
｣
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
に
な

る

が
'
そ
の
自
己

批
判
は
必
ず
し
も
的
外
れ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
で
も
､
そ
れ
は
や
は
り
形
式
で
あ
る
､
と
こ
の
と
き
の
ル
カ
-
チ
は
強
調
す
る
｡

｢巧
み
に
書
か
れ
た
も
の
は
芸
術
作
品
だ
｣
-

､
そ
れ
で
は
巧
み
に
書
か
れ
た
広
告
や
今
日
の
ニ
ュ
ー
ス
の
た
ぐ
い
も
文
学
な
の
か
-

こ
こ
に
僕
が
見
る
の
は
､
批
評
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
意
見
の
な
か
で
君
を
不
愉
快
に
す
る
も
の
だ
｡
す
な
わ
ち
ア
ナ
ー
キ
ー
だ
｡
形

式
を
否
認
す
れ
ば
､
自
ら
を
主
権
者
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
知
性
は
､
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
駆
使
し
て
自
由
に
戯
れ
に
ふ
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
｡
し
か
し
こ
こ
で
僕
が
芸
術
形
式
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
語
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
秩
序
の
名
に
お
い

て
で
あ
る
｡
-
-
エ
ッ
セ
イ
に
は
形
式
が
あ
る
､
そ
の
形
式
が
決
定
的
な
法
律
の
厳
し
さ
を
も

っ
て
､
他
の
す
べ
て
の
芸
術
形
式
か
ら

･f:･i

エ
ッ
セ
イ
を
区
別
す
る
､
こ
う
感
じ
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
か
ら
な
の

だ

｡

広
告
で
あ
れ
新
聞
記
事
で
あ
れ
､
巧
み
に
書
か
れ
た
も
の
な
ら
何
で
も
区
別
な
-
芸
術
作
品
と
し
て
み
な
さ
れ
る
現
代
の
状
況
を
､
ル
カ
-

チ
は

｢
ア
ナ
ー
キ
ー
｣
と
と
ら
え
､
そ
の
な
か
で

｢主
権
者
｣
を
気
ど
る
主
体
は
た
だ
戯
れ
に
勤
し
む
だ
け
だ
と
嘆
-
｡
こ
う
し
た
状
況
に

対
し
て
エ
ッ
セ
イ
が

｢形
式
｣
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
､
そ
れ
が

｢秩
序
｣
と

｢法
律
｣
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
主
張
は
ル
カ
-
チ
を
ロ
マ
ン
主
義
と
画
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
『魂
と
諸
形
式
』
に
収
め
た
別
の
エ
ッ

セ
イ
に
お
い
て
､
ル
カ
-
チ
は
実
際
に
ド
イ
ツ

｡
ロ
マ
ン
主
義
を
主
題
的
に
と
-
あ
げ
､
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
エ
ッ

セ
イ
は

｢
ロ
マ
ン
主
義
の
生
の
哲
学
に
よ
せ
て
-

ノ
ヴ

ァ
-
リ
ス
｣
で
あ
る
｡

こ
こ
で
ル
カ
-
チ
は
シ
ユ
レ
-
ゲ
ル
を
踏
襲
し
て
､
ロ
マ
ン
主
義
の
出
現
の
背
景
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
､
フ
ィ
ヒ
テ
､
ゲ
ー
テ
を
確
認

し
､
ド
イ
ツ
に
と

っ
て

｢文
化

(K
ultur)｣
に
至
る
道
は

｢内
な
る
道
｣
､
｢精
神
の
革
命
と
い
う
道
｣
し
か
な
か

っ
た
と
述
べ
る
｡
そ
れ
は
､
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フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
実
際
の
革
命
と
は
違
い
､
｢具
体
的
な
も
の
｣
を
意
味
し
え
ず
､
｢深
み
､
繊
細
さ
､
迫
力
あ
る
内
面
性
｣

へ
と
向
か

う
｡
そ
し
て
､
現
実
か
ら
碓
れ
内
面
に
沈
潜
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
的

｢自
我
｣
が
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観

へ
と
結
実
す
る
｡
こ
の
場
合
､
｢
ロ
マ
ン
主

義
の
生
の
哲
学
の
本
質
｣
と
は

｢受
動
的
な
体
験
能
力
の
優
位
｣
で
あ
-
､
｢生
の
い
っ
さ
い
の
出
来
事

へ
の
天
才
的
な
適
応
｣
と
い
う

｢処

世
術

(L
eb
ensk
unst)｣

で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
p
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
運
命
を

｢詩
化

(poetisieren
)｣
す
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
､
す

茄
,

べ
て
の
対
立
を

｢
よ
り
高
次
の
｣
調
和
の
な
か
に
解
消
す
る
だ
け
で
､
運
命
の

｢形
式
化

(Form
ung
)｣
を
意
味
し
な

い

｡

か
-
し
て
､
ロ

マ
ン
主
義
者
た
ち
は

｢生
か
ら
の
離
反
｣
を
余
儀
な
-
さ
れ
る
｡

生
の
事
実
的
現
実
は
､
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
の
視
界
か
ら
消
え
､
そ
れ
と
は
別
の
､
詩
的
な
､
純
粋
に
魂
の
現
実
に
と

っ
て
代
え
ら
れ

た
｡
-
-
詩
と
生
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
途
方
も
な
い
緊
張
､
そ
の
両
者
に
現
実
的
で
価
値
創
造
的
な
力
を
付
与
す
る
緊
張
が
､
そ
れ

に
よ

っ
て
か
れ
ら
か
ら
失
わ
れ
た
｡
そ
し
て
か
れ
ら
は
､
そ
の
緊
張
を
止
揚
す
る
ど
こ
ろ
か
､
天
に
向
か

っ
て
英
雄
的
-

軽
率
に
飛
ん

･‖
､

で
い
る
う
ち
に
､
あ

っ
さ
り
地
上
に
置
き
忘
れ
て
し
ま

っ
た
の
で

あ

る

｡

ロ
マ
ン
主
義
は
､
詩
の
内
的
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
生
の
現
実
に
あ
る
対
立
や
矛
盾
､
つ
ま
-
外
的
現
実
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
-
な
り
､
結
果
的
に
詩
と
生
の

｢緊
張
｣
を
忘
却

･
隠
蔽
す
る
｡
新
し
い
文
化
を
目
指
し
た
は
ず
の
ロ
マ
ン
主
義
は
､
生
を
限
定
す
る

形
式
が
文
化
形
成
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

｢悲
劇
｣
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
は
､
自
ら
が
創
造
し
た

詩
的
世
界
と
現
実
の
世
界
と
の

｢区
別

(S
ch
eidu
n
g
)｣
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
無
差
別
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
素
材
に
取
-
入
れ
る
ロ
マ

ン
主
義
の
偉
大
な
詩
は

｢空
中
楼
閣
｣
､
｢は
か
な
い
霧
｣
と
な
-
､
｢乗
た
る
べ
き
文
化

へ
の
希
望
と
い
う
最
も
深
い
夢
も
そ
れ
と
と
も
に
飛

(〈警

び
散
っ

た

｣

｡
こ
こ
に
文
化
形
成
は
失
敗
に
終
わ
る
｡

ロ
マ
ン
主
義
の
無
形
式
性
を
批
判
す
る
エ
ッ
セ
イ
と
と
も
に

『魂
と
諸
形
式
』
に
収
め
ら
れ
た
､
生
に
と

っ
て
の
形
式
の
意
義
を
検
討
す

る
エ
ッ
セ
イ
､
つ
ま
り

｢悲
劇
の
形
而
上
学
1

バ
ウ
ル

･
エ
ル
ン
ス
ー
｣
に
お
い
て
､
か
れ
は
こ
う
主
張
す
る
｡
｢形
式
は
生
の
最
高
の

裁
判
官
で
あ
る
｡
裁
-
力
と
い
う

一
つ
の
倫
理
的
な
も
の
は
､
造
形
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
-
､
価
値
判
断
が
造
形
さ
れ
た
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(人望

と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
て
い
る
｣
｡
こ
こ
に
お
い
て
､
文
化
形
成
は
芸
術
や
美
学
で
は
な
-
､
新
し
い
形
式
を
追
求
す
る
意
志
に
か
か
わ
る

｢倫
理
的
｣
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
､
『小
説
の
理
論
』
以
降
の
ル
カ
-
チ
の
思
想
が
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
形
式

へ
の
意
志
､
そ
れ
は

･S
j

決
断
で
あ
る
｡

(3
)
『
亜

説

の
理
論
-

太
叙
事
文
学
の
諸
形

式

に
関
す
る
歴
史
哲
学
的
試
み
≡

初
版

完

〓
八
年
､
第
二
版

完

六
三
撃

ロ
マ
ー
ン

フ
ォ
ル
ム

数
年
後
､
『小
説
の
理
論
』
に
お
い
て
ル
カ
-
チ
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
歴
史
哲
学
に
即
し
て
ロ
マ
ン
主
義
批
判
を
さ
ら
に
展
開
す
る
｡
ま
ず
､

小
説
は
､
ギ
リ
シ
ア
的
全
体
性

｡
統

一
が
崩
壊
し
､
主
～
客
が
分
裂
し
た
近
代
に
特
有
の
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
ロ
マ
ン
主
義
者

が
小
説

(d
er
R
om
an
)
の
概
念
を
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の

(das
R
oヨ
antisc
he)
の
概
念
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
､
小
説
と
い
う

形
式
が
主
-
客
の
分
裂
､
つ
ま
-

｢先
験
的
な
宿
な
し

(die
transzend
en
tal
e
Obda
chlo
sigkeit)｣
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
小
説

の
主
人
公
は
､
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
と
し
て
､
世
界
に
対
す
る
感
受
性
を
研
ぎ
澄
ま
す

一
方
で
､
生
の
全
体
性
の
形
象
化

｡
客
観
化
を

｢探

求
す
る
者
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢探
求
す
る
と
い
う
単
純
な
事
実
が
示
す
の
は
､
目
標
も
道
も
直
接
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｣
｡
目
標
と
道
が
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
主
人
公
の

｢魂
｣
の
な
か
で
し
か
な
-
､
硯
実
世
界
と
の
接
触
を
失
い

心
理
的
に
内
面
化
さ
れ
た
目
標
と
道
は
､
容
易
に

｢犯
罪
｣
､
｢狂
気
｣
と
な
-
う
る
｡
こ
こ
か
ら
､
小
説
の
形
式
が

｢主
観
的
世
界
の
過
度

な
内
面
性
｣
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
-
､
｢先
験
的
な
故
郷
喪
失

(die
transzend

e

ntale
Heim
attosigkeit)
の
客
観
化
｣
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

開
こ

か
と
な

る

｡

つ
ま
り
､
小
説
は

一
つ
の

｢形
式
｣
な
の
だ
が
､
そ
の
形
式
に
お
い
て
生
と
魂
は
な
お
方
向
性
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

小
説
の
主
人
公
の
成
長
は
p
そ
の
方
向
性
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
､

一
つ
の

｢冒
険
｣
で
あ
る
｡
し
か
も
内
面
性

に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
冒
険
で
あ
る
｡
｢小
説
は
､
内
面
性
と
い
う
固
有
価
値
を
も
つ
冒
険
の
形
式
で
あ
る
｣
｡
冒
険
者
は
､
客
観
的
世
界
と

対
時
す
る
と
き
憧
怪
と
諦
め
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
-
｡
こ
れ
が

｢小
説
形
式
の
形
式
的
な
構
成
要
素
｣
と
し
て
の
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
｡
イ
ロ

ー
ニ
ッ
シ
ェ
な
主
観
が
対
時
す
る
世
界
は
､
各
構
成
要
素
が
相
互
に
異
質
で

｢偶
然
的

(k
ontingen
t)｣
な
不
連
続
の
世
界
と
な
る
｡
｢そ
こ

で
は
す
べ
て
が
い
ろ
い
ろ
な
側
面
か
ら
眺
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
孤
立
し
て
い
る
か
と
思
え
ば
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
､
価

値
の
担
い
手
か
と
思
え
ば
無
価
値
な
も
の
と
し
て
､
抽
象
的
な
隠
遁
か
と
思
え
ば
具
体
的
な
固
有
の
生
と
し
て
､
花
が
枯
れ
る
の
か
と
思
え
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ば
花
が
咲
-
こ
と
と
し
て
､
苦
悩
を
与
え
る
の
か
と
思
え
ば
苦
悩
を
受
け
る
こ
と
と
し
て
､
眺
め
ら
れ
る
｣
｡
外
的
世
界
が
意
味
を
も
つ
の
は
､

･
､

爺
)

そ
れ
が
主
観
性
の

｢気
分
の
対
象
｣
と
な
る
場
合
で
あ

る

｡

こ
の
よ
う
な
魂
と
現
実
の
必
然
的
な
不
均
衡
と
い
う
小
説
の
形
式
を
､
ル
カ
-
チ
は
二
つ
に
類
型
化
す
る
｡

一
つ
は
外
的
世
界
よ
-
も
魂

の
ほ
う
が
狭
い
場
合
で
あ
-
､
｢抽
象
的
理
想
主
義
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
こ
こ
で
は
､
魂
は

｢き
わ
め
て
純
正
で
不
動
の
信
仰
｣
を
も
つ
が
､
内

面
が
外
界
と
緊
張
関
係
に
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
､
主
-
客
の

｢距
離
｣
を
現
実
と
し
て
体
験
す
る
能
力
を
欠
-
｡
そ
れ
ゆ
え
､
魂
は
た
だ

閣
内

ひ
た
す
ら
能
動
的
に

｢外
へ
｣
向
か
う
活
動
､
｢冒
険
｣
に
身
を
投
じ

る

｡

も
う

一
つ
の
類
型
が

｢幻
滅
の
ロ
マ
ン
主
義
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は
外
的
世
界
よ
-
も
魂
の
ほ
う
が
広
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
自
ら

の
う
ち
に
自
己
完
結
し
た
内
面
性
､
｢す
べ
て
の
生
の
内
容
を
自
ら
に
固
有
の
も
の
か
ら
生
み
だ
す
こ
と
の
で
き
る
生
｣
が
､
外
界
と
の

コン
フ〓ノクト

｢
葛

藤

と

闘
争

(KampO
を
回
避
す
る
｣
受
動
的
な
傾
向
が
著
し
-
､
｢形
式
｣
は

｢気
分
｣

へ
と
解
体
し
､
現
実
の
世
界
は

｢無
定
形
な

(
a

m
orph
)｣
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
社
会
的
な
生
の

｢客
観
化
｣
は
､
魂
に
と

っ
て
意
味
を
も
た
な
-
な
る
｡
か
-
し
て
､
幻
滅
の

(響

ロ
マ
ン
主
義
は

｢慰
め
の
な
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
へ
の
形
式
の
自
己
解
体
｣
に
帰
結
す

る

｡

｢幻
滅
の
ロ
マ
ン
主
義
｣
の
類
型
に
お
い
て
無
形
式
性
を
も
た
ら
す
小
説
に
替
わ
っ
て
､
ル
カ
-
チ
は

｢形
象
化
の
新
し
い
形
式
｣
の
必
要

性
を
訴
え
る
｡
こ
の
形
式
の

｢変
化

(w
an
dtu
ng
)｣
は
単
に

｢形
式
の
破
壊
｣
に
と
ど
ま
ら
ず
､
｢現
実
の
創
造
｣
を
と
も
な
う
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
も
は
や

｢芸
術
｣
に
は
期
待
で
き
な
い
｡
こ
こ
で
ル
カ
-
チ
が
結
論
的
に
も
ち
だ
す
の
が
､
ド
ス
-
エ
フ
ス
キ

ー
の
文
学
で
あ
る
｡

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
小
説
を
い
っ
さ
い
書
か
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
か
れ
の
作
品
に
お
い
て
可
視
的
と
な
る
形
象
化

へ
の
志
向
は
､

一

九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

･
ロ
マ
ン
主
義
と
も
､
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
多
様
な
､
同
様
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
反
動
と
も
､
肯
定
的
に
も
否
定

(響

的
に
も
な
ん
ら
か
か
-
あ
わ
な
い
｡
か
れ
は
新
し
い
世
界
に
属
す
の
で
あ

る

｡
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
､
二
人
の
思
想
家
は
ロ
マ
ン
主
義
の
な
か
に
形
式
の
喪
失
を
見
出
し
､
新
し
い
世
界
の
出
現
を
促
す
新
し
い

形
式
を
模
索
す
る
｡

一
方
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
､
ロ
シ
ア
革
命
と
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
不
安
と
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら
｡
他
方
は
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
に
期
待
を
寄
せ
て
､
や
が
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
｡

一
九
二
三
年
､
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
立
場

フ
ール
ム(51)

を
色
濃
-
反
映
さ
せ
た
作
品
を
発
表
す
る
｡
『
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
的
形

式

』

と

『歴
史
と
階
級
意
識
-

マ
ル
ク
ス
主
義
弁
証

(撃

法
に
関
す
る
諸
研

究

』

で
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
お
い
て
､
ロ
マ
ン
主
義
を
克
服
し
う
る
客
観
的
､
い
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
表
現
を
借
-
れ
ば

｢政

(
響

治
的
｣
な
形
式
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
場
合
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
-
､
ル
カ
-
チ
の
場
合
は
共
産
党
で
あ

る

｡

･r･･

..I(
エ
･･･J.
i..
･･-･･口
上
丁
Ji,(.!.

･!;･･卜
=
･･"
J
GL･:..:･瓜.p.

(-
)
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
無
形
式
性

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
本
作
品
で
ロ
マ
ン
主
義
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
の
違
い
を

(改
め
て
)
強
調
す
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
重
要
な
の
は
､
ロ
マ
ン

主
義
批
判
が
､
現
代
に
お
け
る
経
済
-
技
術
的
思
考
と
カ
-
リ
シ
ズ
ム
と
の
政
治
的
対
立
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

現
代
は
技
術
と
経
済
が
進
歩
し
､
合
理
化
と
文
明
化
が
進
ん
だ

｢魂
の
な
い
｣
時
代
で
あ
る
｡
十
九
世
紀
に
は
､
魂
を
失

っ
た
状
態
に
対

抗
す
る
非
合
理
主
義
的
な
傾
向
が
､
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
救
い
を
求
め
た
｡
こ
の

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
逃
避
｣
の
な
か
で
､
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

(聖

は
美
感
的
な

｢消
費
財
｣
と
し
て
も
享
受
さ

れ

た

｡

し
か
し
､
こ
の

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
逃
避
｣
を
そ
の
ま
ま
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
同

一
視
し
て

(響

は
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
は
､
経
済
1

技
術
的
な
合
理
主
義
と
は
異
な
る
独
自
の

｢合
理
主
義
｣
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

ゲ
ノ
ハリ
ノヒ

そ
れ
は
､
非
人
格
的
で
も
啓
象
的
で
も
な
く
､
｢法
的
論
理
｣
に
も
と
づ
く
人
間
の
生
の

｢規
範
的
指
導
｣
に
関
心
を
寄
せ
る
｡
し
た
が
っ
て
､

そ
れ
は

｢道
徳
的
｣
で
あ
-
､
｢
キ
リ
ス
-
の
人
格
｣
と
繋
が
っ
て
い
る
｡
カ
-
リ
ッ
ク
教
会
は

｢人
間
の
魂
の
非
合
理
的
な
闇
を
明
る
み
に

出
す
の
で
は
な
-
､
魂
に

〓
疋
の
方
向
性
を
与
え
る
｡
そ
れ
は
経
済
1

技
術
的
合
理
主
義
の
よ
う
に
物
質
操
作
の
処
方
等
を
与
え
る
の
で
は

(響

な

い

｣

｡
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こ
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
的
合
理
性
の
観
点
か
ら
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
批
判
す
る
｡

つ
ま
-
､
労
働
者
の
階
級
利
益

を
主
張
す
る
ロ
シ
ア
の
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
､
そ
の
経
済
1
技
術
的
思
考
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
と

一
致
す
る
､
と
い
う
の
で

あ
る
｡〔世

界
を

一
つ
の
巨
大
な
発
電
機
と
し
て
表
象
す
る
技
術
的
思
考
に
お
い
て
は
〕
階
級
の
区
別
は
存
在
し
な
い
｡
現
代
の
産
業
起
業
家
の
世
界
像

は
､
双
子
の

一
方
が
他
方
に
似
て
い
る
ご
と
く
､
産
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
世
界
像
に
似
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
か
れ
ら
が
共
降
し

て
経
済
的
思
考
に
味
方
し
て
闘
争
す
る
場
合
､
か
れ
ら
は
お
互
い
を
よ
-
理
解
す
る
の
で
あ
る
｡
-
-
偉
大
な
起
業
家
は
､
レ
ー
ニ
ン

と
は
別
の
理
想
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
そ
の
理
想
と
は
す
な
わ
ち
､
｢電
化
さ
れ
た
地
球
｣
で
あ
る
｡
両
者
は
実
際
の
と
こ
ろ
､

た
だ
電
化
の
正
し
い
方
法
を
め
ぐ

っ
て
争

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
金
融
業
者
と
ロ
シ
ア
の
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
､
経
済

的
思
考
に
味
方
す
る
闘
争
に
お
い
て
､
つ
ま
-
政
治
家
と
法
律
家
に
対
抗
す
る
闘
争
に
お
い
て
､

一
つ
に
な
る
｡
-
-
こ
こ
に
､
つ
ま

ニ'-75

-
経
済
的
思
考
の
な
か
に
､
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
理
念
に
対
抗
す
る
現
代
の
本
質
的
な
対
立
が
存
す
る
の
で
あ

る

｡

ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
経
済
的
思
考
は
､
現
代
の

｢事
象
化

(v
ersac

hlichung)｣
の
な
か
で
人
間
の
精
神
､
人
間
の

｢理
念
｣
を
否
定
す
る
｡

ヽ
ヽ

ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
､
所
与
の
物
質
的
現
実
を
超
越
し
た
権
威
の
存
在
を
認
め
ず
､
経
済
-
技
術
の
内
在
か
ら
自
ら
の
規
範
を
導
き
出
す
｡

(響

こ
こ
に
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
､
｢プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
的
無
形
式
性

(d
ie
p
roletarisc
he
Formi
osigk
eit)｣
を
見
出

す

｡

現
代
の
課
題
で
あ
る
形
式

の
喪
失
は
､
か
く
し
て
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
経
済
-
技
術
の
進
展
の
な
か
に
も
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(2
)
再
現
前

ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
経
済
!

技
術
的
思
考
に
対
抗
し
て
､
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
カ
ー
リ
シ
ズ
ム
が
特
定
の
形
式
を
有
し
て
い
る
こ
と
､
そ
し

て
そ
れ
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
｡
こ
の

｢政
治
的
形
式
｣
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
言
わ
れ
る

｢政
治
的
な
も
の
｣
と
は
､
後
に
提
唱
さ
れ
る

｢友
と
敵
の
区
別
｣
と
い
う
基
準
と
決
し
て
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
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な
い

(｢闘
争
｣
へ
の
着
目
)
が
､
よ
-
直
接
的
に
は

｢理
念

こ
dee)｣
と
超
越
的
な

｢権
威
｣
に
関
係
す
る
｡
｢
い
か
な
る
政
治
的
な
シ
ス
テ

ム
も
､
権
力
主
張
の
単
な
る
技
術
だ
け
で
は
､

一
世
代
た
-
と
も
持
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
政
治
的
な
も
の
に
は
理
念
が
属
し
て
い
る
｡

な
ぜ
な
ら
､
政
治
は
権
威
な
し
に
は
存
在
せ
ず
､
そ
し
て
権
威
は
確
信

(die
Uberzeugung)
の
エ
ー
-
ス
な
し
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ

る
｣
｡
教
会
が

一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
の
は
､
｢人
間
的
な
生
と
い
う
質
料
に
対
す
る
特
殊
形
相
的
な

(form
al)
優
越
性
｣
に
由
来
す
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
か
も
教
会
は
そ
の
形
相
的
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢具
体
的
な
実
存
｣
に
と
ど
ま
る
｡
つ
ま
-
､
そ
れ
は
空
虚
な
形
式
な
ど
で
は
な
い
｡

と
い
う
の
も
､
こ
の
形
相
的
特
性
は

｢再
現
前

(R
ep
ras
entation)｣
の
原
理
に
も
と
づ
-
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
-
超
越
的

な
権
威
で
あ
る
神
の
､
そ
し
て
神
の
具
体
的
人
格
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
再
現
前
で
あ
る
｡
｢教
会
が
法
的
形
式
な
ど
あ
ら
ゆ
る
形
式

へ
の
力

を
も
つ
の
は
､
ま
さ
に
そ
れ
が
再
現
前

へ
の
力
を
も

つ
か
ら
で
あ
る
｡
-
-
再
現
前
の
な
か
に
､
経
済
的
思
考
の
時
代
に
対
す
る
教
会
の
優

･.I･l

越
性
が
あ

る

｣

｡

法
学
と
神
学
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
理
解
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
､
教
会
に
と

っ
て
の
法
的
､
国
家
的
形
式
の
必
要
性
を
主
張
す
る
こ
と

は
想
像
に
難
-
な
い
｡
し
か
し
こ
の
場
合
､
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
形
式

｡
形
相
と
法
学
の
形
式
と
の
質
的
差
異
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

し
か
し
､
こ
の

〔法
学
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
〕
形
式

･
形
相
的
な
点
に
お
け
る
親
和
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
法
学
よ
-

も
ひ
ろ
が
-
を
も
つ
｡
し
か
も
そ
の
理
由
は
､
そ
れ
が
現
世
的
な
法
学
と
は
別
の
何
か
､
そ
し
て
そ
れ
以
上
の
何
か
を
再
現
前
す
る
か

ら
な
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
単
に
正
義
の
理
念
だ
け
で
は
な
-
キ
リ
ス
ト
の
人
格
を
も
再
現
前
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
カ
ー
リ

シ
ズ
ム
は
､
固
有
の
権
力
と
名
誉
を
有
す
る
こ
と
を
標
梼
す
る
に
至
る
｡
そ
れ
は
対
等
の
権
限
を
も
つ
当
事
者
と
し
て
国
家
と
交
渉
し
､

こ
れ
に
よ

っ
て
新
し
い
法
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
法
学
は
､
す
で
に
妥
当
し
て
い
る
現
行
法
の
単
な
る
媒
介

品
､

(Vermi
ttlu
ng
)
に
す
ぎ
な
い
｡
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法
学
は
既
存
の
法
秩
序
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
､
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
そ
れ
を
超
え
て
､
新
し
い
秩
序
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
こ
に
お
い
て
､
地
上
の
正
義
は
超
越
的
な
神
の
存
在
に
よ
っ
て
確
か
に
相
対
化
さ
れ
る
｡
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Z.･;.･ト.･L
L
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周
知
の
通
-
､
ル
カ
-
チ
は
本
作
品
で
現
代
に
お
け
る

｢物
象
化

(v
eTding
lichung
)｣
の
問
題
を
接
起
し
､
そ
れ
に
対
抗
す
る
方
法
と
し

て
マ
ル
ク
ス
の
な
か
に
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
提
唱
す
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る

｢ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
｣
思
考
が
陥

っ

た
主
-
客
の
二
元
性
を
克
服
す
る
統

l
性

･
全
体
性
が
求
め
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
､
ル
カ
-
チ
は
再
び
フ
ィ
ヒ
テ
に
言
及
す
る
｡
し
か
し
､
今

回
は
か
れ
の

｢事
行

(Tathandlung)｣
概
念
が
p
主
-
客
の
同

一
性
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
へ
の
中
継
点
と
し
て

一
定
の
評
価
を
与

え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､
所
与
の
現
実
を
観
想
的
に
受
容
し
､
自
己
自
身
と
の
関
係
を
反
省
す
る
主
観
で
は
な
-
､
全
体
性
と
し
て
の
現
実
を

自
ら
能
動
的
に

｢産
出
す
る

(erzeugen
)｣
活
動
性
で
あ
る
｡
現
代
の
課
題
は
､
こ
の

｢事
行
｣
の
主
体
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
問
題
意
識
の
も
と
で
､
ル
カ
-
チ
は
十
八
世
紀
に
お
け
る
芸
術
の
歴
史
的
意
義
､
と
-
に
シ
ラ
ー
の
美
感
的
原
理
で
あ
る

｢遊
戯
衝

動
｣
に
言
及
す
る
｡

人
間
が

｢遊
ん
で
い
る
場
合
｣
だ
け
完
全
な
人
間
で
あ
る
と
す
る
と
､
確
か
に
こ
こ
か
ら
は
生
の
全
内
容
を
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
､

こ
の
-

把
接
さ
れ
う
る
か
ぎ
-
で
の
美
感
的
形
式
の
-

な
か
で
は
､
物
象
化
を
も
た
ら
す
機
構
の
殺
人
的
作
用
か
ら
の
が
れ
る
こ

ヽ
ヽ
ヽ

と
が
で
き
る
｡
だ
が
､
生
の
全
内
容
は
､
そ
れ
が
美
感
的
と
な
る
か
ぎ
-
に
お
い
て
の
み
､
こ
の
殺
人
か
ら
の
が
れ
る
の
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
､
世
界
が
美
感
化
さ
れ
る
か
､
そ
れ
と
も
美
感
的
原
理
が
客
観
的
現
実
の
形
態
化
原
理
へ
と
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
｡
前
者
は
､
本
来
の
問
題
の
回
避
を
意
味
し
､
別
の
仕
方
で
は
あ
る
が
主
体
を
ふ
た
た
び
純
観
想
的
な
も
の
に
転
換
し
､
｢事
行
｣
を

打
ち
砕
-
｡
後
者
の
場
合
､
直
感
的
悟
性
の
発
見
が
神
話
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
｡

フ
ィ
ヒ
テ
の

｢事
行
｣
は
､
ル
カ
-
チ
に
よ
れ
ば
､
結
局
こ
の

｢世
界
の
美
感
化
｣
と

｢産
出
の
神
話
化
｣
に
は
ま
-
込
ん
で
し
ま

っ
た
｡

自
我
は
美
感
的
な
も
の
の
絶
対
化
と
そ
の
な
か
で
の
戯
れ
へ
と
内
化
す
る
｡
こ
こ
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
の

｢イ
ロ
ニ
ー
｣
が
派
生
す
る
｡
し
た
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ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が

っ
て
､
必
要
な
の
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
用
い
て
､
歴
史
の
な
か
で
生
成
す
る
主
-
客
の
具
体
的
な
同

l
性
を
示
す
こ
と
で
あ
る
｡
そ

れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
の

｢民
族
精
神
｣
で
あ
-
､
マ
ル
ク
ス
に
と

っ
て
の

｢プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
｣
で
あ
る
､
と
ル
カ
-
チ
は
主
張
す

I=]
る

｡歴
史
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
現
代
に
適
合
的
な
事
物
の
秩
序

･
配
列

(die
O
rdnung
der
D

inge)
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
芸

術
と
歴
史
の
差
異
は

｢媒
介
｣
の
有
無
と
し
て
提
示
さ
れ
る
｡
｢芸
術
作
品
の
完
成
さ
れ
た
非
媒
介
性

(Unmittelbarkeit)
は
､
観
想
的
な
立

場
か
ら
で
は
も
は
や
不
可
能
な
媒
介

へ
の
問
い
を
発
生
さ
せ
な
い
の
で
､
芸
術
作
品
の
内
的
完
成
は
こ
こ
に
開
か
れ
る

〔観
察
者
と
芸
術
作
品

が
表
現
す
る
外
的
現
実
と
の
間
の
〕
深
淵
を
隠
蔽
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
歴
史
の
問
題
と
し
て
の
､
実
践
的
に
拒
否
で
き
な
い
問
題
と

(撃

し
て
の
現
代
は
､
こ
の
媒
介
を
強
要
す

る

｣

｡
現
代
の
歴
史
性
が
要
求
す
る
媒
介
､
こ
れ
が
ル
カ
-
チ
に
と
っ
て
の
共
産
党
で
あ
る
｡

(2
)
媒
介
の
形
式

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢組
織
｣
の
問
題
は
ル
カ
-
チ
に
と

っ
て
革
命
の
単
な
る

｢技
術
的
な
｣
問
題
で
は
な
-

｢精
神
的
な
｣
問
題
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
大

ヽ
ヽ

衆
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
意
識
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
革
命
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
の
階
級
意
識
そ
れ
自

身
が
物
象
化
さ
れ
て
い
る
現
状

(=
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
危
機
)
に
お
い
て
は
､
闘
争
し
あ
う
べ
き
見
解
や
方
向
が
､
討
論
と
い
う
か
た
ち
で
平

和
的
に
共
存
し
て
し
ま
う
｡
こ
の
場
合
､
組
織
が
大
衆
に
対
し
て
､
階
級
と
し
て
と
る
べ
き
行
為
を

｢客
観
化
す
る
｣
必
要
が
あ
る
｡
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
ち
遅
れ
て
い
る
主
観
的
な
意
識
を
客
観
的
な
現
実

へ
と
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
階
級
意
識
は
喚
起
さ
れ
る
｡
し
た

フ
-TTル
ム

が
っ
て
､
組
織
は
行
為
の

｢客
観
的
統

一
性
｣
で
あ
り
､
･H+

客
の

｢媒
介
の
形
式
｣
で
あ
る
｡
行
為
を
客
観
化
し
､
大
衆
に
具
体
的
な
方

向
性
を
与
え
る
こ
と
を
､
ル
カ
-
チ
ほ
組
織
に
よ
る

｢政
治
的
指
導
｣
と
い
う
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
､
革
命
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
や
傾

向
の
間
の
明
確
な

｢区
別

(S
ch
eid
u
n
g
)｣
が
可
能
と
な
-
p
革
命
の
歴
史
的
な
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
日
々
の

｢決
断

(Entsch
eidun
gen)｣

(撃

に
繋
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
政
治
的
指
導
は
､
個
々
の
構
成
員
に
と

っ
て
そ
う
し
た
決
断
へ
の

｢組
織
的
な
義
務
づ
け
｣
と
な

る

｡
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∵

工

.

し.

.
･

∵

1

こ
の
よ
う
に
､
ル
カ
-
チ
の
革
命
論
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
組
織
論
は
､
シ
ユ
ミ
ッ
-
が
敵
対
視
す
る
よ
う
な
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の

｢経
済
的
-
技
術
的
｣
思
考
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
､
そ
れ
自
体
が
そ
う
し
た
思
考
様
式
を

｢
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
｣
と
し
て
退
け
る
も
の
で
あ
-
､
階

級
意
識
と
い
う
人
間
の

｢精
神
｣
の
あ
-
方
を
問
う
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
ル
カ
-
チ
の
場
合
､
現
代
の
無
形
式
化
な
ら
び
に
合
理
化

へ
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

対
抗
原
理
と
な
る
の
は
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
よ
う
な
超
越
的
な
権
威
の

｢再
現
前
｣
で
は
な
-
､
歴
史
的
な
現
実
の
内
在
的
な

｢媒
介
｣

で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
政
治
的
形
式
は
､
教
会
で
は
な
-
党
で
あ
る
｡
叢
後
に
､
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
解

を
参
照
し
な
が
ら
､
ル
カ
-
チ
の
思
想
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
結
び
に
代
え
た
い
｡

シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
､
『政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
に
先
立
ち
､

一
九
二
三
年
の
段
階
で
す
で
に
､
ロ
シ
ア
革
命
と
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
イ
ズ
ム
の
な

(竪

か
に
､
単
な
る
経
済
主
義
-
技
術
主
義
を
超
え
た
､
あ
る
種
の
政
治
性
を
認
識
し
て
い

た

｡

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の

階
級
闘
争
に
お
い
て
対
抗
し
て
い
る
相
手
は
､
政
治
家
や
政
治
そ
れ
自
体
で
は
な
-
､
｢具
体
的
な
､
自
分
た
ち
を
さ
し
あ
た
-
な
お
妨
害
し

て
い
る
政
治
的
な
権
力
｣
で
あ
る
｡
こ
の
敵
対
的
な
階
級
を
除
去
す
る
革
命
の
遂
行
は
､
カ
ー
リ
シ
ズ
ム
の
も
の
と
は
異
な
る
が
､
し
か
し

そ
れ
で
も

｢新
し
い
種
類
の
政
治
｣
の
出
現
を
意
味
す
る
｡

か
れ
ら
が
営
む
も
の
が
政
治
と
な
-
､
そ
し
て
そ
れ
は
あ
る
特
殊
な
妥
当
と
権
威
の
要
求
を
意
味
す
る
｡
-
-
こ
の
こ
と
で
す
で
に
､

か
れ
ら
は
理
念
の
下
に
い
る
｡
い
か
な
る
重
大
な
社
会
的
対
立
も
､
経
済
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
-
-
こ
れ
は
道
徳
的
な
い

し
法
的
な
確
信
の
異
な
る
パ
ト
ス
か
ら
生
じ
る
｡

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
に
も
特
有
の
理
念
と
確
信
の
パ
-
ス
が
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
ロ
シ
ア
革
命
に
見
ら
れ
る

｢経
済
的
思
考
の
狂
信
者
が

･
､
､
､

∴㌣

存
在
す
る
と
い
う
逆
説
｣
に
よ

っ
て
も
説
明
さ
れ
る
｡
政
治
に
対
す
る

｢敵
普

(F
ein
d
sch
aft)｣
と
い
う
政
治
的
な
理

念

｡

し
た
が

っ
て
､

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
-
は
た
と
え
再
現
前
と
無
縁
で
あ
る
と
し
て
も
､
シ
ユ
ミ
ッ
-
的
な
意
味
で

一
つ
の

｢道
徳
的
｣
存
在
な
の
で
あ
る
｡
経
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済
主
義
の
な
か
に
す
ら
独
特
の
政
治
､
独
特
の
信
念
が
あ
る
か
ら
こ
そ
､
そ
れ
は
カ
ー
リ
シ
ズ
ム
の
真
な
る
敵
と
な
-
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
大

い
な
る
不
安
を
与
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
他
方
に
お
い
て
､
政
治
的
神
学
者
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
超
越
的
な
存
在
の
内
在
化
を
見
る
｡
近

代
以
降
､
最
も
高
-
て
確
実
な
実
在
で
あ
る

｢超
越
的
な
神
｣
に
替
わ

っ
て
､
二
つ
の
新
し
い
此
岸
的
な
実
在
が
登
場
す
る
｡
す
な
わ
ち

｢人
類
｣
(民
族
､
人
民
､
国
民

etこ

と

｢歴
史
｣
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢
民
族
精
神
｣
で
あ
-
､
こ
の

統

一
は
マ
ル
ク
ス
の

｢プ
ロ
レ
タ
リ
ア
-
-
｣
に
引
き
継
が
れ
る
｡
『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
第
二
版
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
が
は
じ
め
て
二
つ
の
実
在
を
総
合
に
至
ら
し
め
､
そ
れ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
古
い
形
而
上
学
の
神
を
廃
位
さ
せ
る
こ
と
に

フ
ォ
ル
ノ々

な
る

一
歩
を
踏
み
出
し
た
｡
か
れ
に
お
い
て
は
合
理
化
さ
れ
て
国
家
に
な

っ
た
民
族
と
､
弁
証
法
的
に
自
己
発
展
す
る
世
界
精
神
で
あ

る
歴
史
と
が

一
つ
に
な

っ
た
｡
も

っ
と
も
そ
の
場
合
､
か
れ
の
形
而
上
学
に
お
い
て
民
族
精
神
は
､
単
に
世
界
精
神
の
論
理
的
な
過
程

の
な
か
で
､
そ
の
道
具
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
｡
-
-
こ
の
体
系
の
革
命
的
な
継
続
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に

フ
-.F･ルク

お
い
て
は
､
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
形
態
を
と

っ
た
人
民
は
､
自
己
を
人
類
と
同

一
化
し
､
歴
史
の
主
人
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
真
の

革
命
運
動
の
担
い
手
と
し
て
ふ
た
た
び
出
現
し
た
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
'
マ
ル
ク
ス
主
義
は
､
党
を
つ
-
る
力
も
革
命
的
な
力
も
も
た

ぬ
代
わ
-
映
え
の
し
な
い
歴
史
哲
学
と
な

っ
て
い
た
だ
ろ
う
｡
た
だ
､
キ
リ
ス
ト
教
形
而
上
学
の
古
い
神
に
遡
る
も
の
は
-
-
も
は
や

諒
,

ま

っ
た
く
な
か
っ

た

｡
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弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
解
は
p
ル
カ
-
チ
の
自
己
理
解
と
重
要
な
点
に
お
い
て

<l
致
す
る
｡
つ
ま
-
､

歴
史
超
越
的
な
契
機
の
不
在
で
あ
る
｡
ル
カ
-
チ
は
あ
る
意
味
で
シ
ユ
ミ
ッ
-
よ
-
厳
し
-
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
に
お
け
る

｢歴
史
の

終
わ
り

(E
n
d
e
)｣
と
い
う
想
定
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
ら
の
弁
証
法
的

マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
歴
史
の
過
程
的
性
格
を
強
調
す

る
｡
か
れ
に
よ
れ
ば
､

ヘ
ー
ゲ
ル
が
見
出
し
た
歴
史
の
主
体
は
世
界
精
神
で
あ
-
､
こ
れ
は
個
々
の
民
族
精
神
を

｢利
用
し
な
が
ら
､
そ
れ



を
貫
き
､
そ
れ
を
越
え
出
て
｣
自
己
実
現
を
果
た
す
｡
こ
の
こ
と
は
､
行
為
が
行
為
者
自
身
に
と

っ
て

｢超
越
的
な
｣
も
の
と
な
る
こ
と
を

(
67
)

意
味
す
る
.
そ
れ
ゆ
え

ヘ
ー
ゲ
ル
は

｢
理
性
の
絞
智
｣
と
い
う
説
明
を
も
ち
だ
す

｡

そ
の
な
か
で
歴
史
は

｢絶
対
精
神
｣
の

l
契
機
と
し
て

｢止
揚
｣
さ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
に
対
し
て
ル
カ
-
チ
が
主
張
す
る
に
､
｢
し
か
し
歴
史
は
弁
証
法
的
方
法
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
-
-
｡
歴
史
は
ふ
た
た
び
前
面
に
現
わ
れ
､
歴
史
の
側
で
哲
学
を
乗
-
越
え
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｣
｡
し
た
が
っ
て
､
革
命
の

｢究
極
目
的

(E
n
d
ziel)J
で
あ
る
自
由
の
国
は
､
歴
史
の

｢過
程
の
外
部
の
ど
こ
か
で
わ
れ
わ
れ
を
待

っ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
そ
の
過
程
の
個
々
の
契

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

機
の
す
べ
て
に
､
過
程
的
に
内
在
し
て
い
る
｣
の
で
あ
-
､
そ
れ
に
対
応
し
て
共
産
党
も

｢過
程
的
な
何
か
｣
な
の
で
あ
る
｡
ル
カ
-
チ
に

(撃

と

っ
て
も
革
命
と
は
新
し
い

｢法
秩
序
｣
の
創
設
を
意
味
す

る

｡

し
か
し
か
れ
に
お
い
て
そ
れ
は
､
徹
底
し
て
歴
史
内
在
的
に
遂
行
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
そ
の
上
で
､
大
衆
の
主
観
的
な
意
識
の
遅
れ
に
直
面
し
た
と
き
､
ル
カ
-
チ
は
党
の
客
観
性
を
過
大
に
見
積
も
る
｡
つ
ま

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

り
､
党
に

｢前
衛
｣
と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
｡
か
れ
に
と

っ
て
革
命
勢
力
の
分
断
は
､
あ
-
ま
で
階
級
意
識
の
主
観
的
な
発

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

展
の
差
異
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て
､
意
識
の
基
礎
に
あ
る
階
級
の
社
会
的
存
在
と
し
て
の
客
観
的
な
統

l
性
は
歴
史
的
に
確
定
し
て
い
る
｡

し
た
が
っ
て
､
共
産
党
は
主
1
客
の
分
裂
を
客
観
性
の
側

へ
と
強
制
的
に
封
じ
こ
め
､
政
治
的
指
導
を
通
じ
て
過
剰
に
客
観
的
な
歴
史
的
現

実

へ
と
各
構
成
貝
を
媒
介
し
同

一
化
す
る
存
在
と
な
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
媒
介
は

｢規
律
｣
と
な
る
｡
す
な
わ
ち

｢各
構
成
員
が
無
条
件
的

品
､

に
全
人
格
を
投
入
し
て
運
動
の
実
践
に
没
頭
す
る
こ
と
｣
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

か
く
し
て
'
上
部
構
造
の
相
対
的
自
律
性
や
革
命
の
主
体
性
を
回
復
さ
せ
た
と

一
般
に
評
価
さ
れ
る
ル
カ
-
チ
の
思
想
に
お
い
て
､
そ
の

(70)

内
在
の
次
元
で
の
過
剰
な
客
観
主
義
に
よ
っ
て
､
政
治
的
な
も
の
と
し
て
の
理
念
､
人
間
の
精
神
性
が
希
釈
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る

｡

こ

の
こ
と
は
､
政
治
的
な
も
の
に
お
い
て
広
-
か
つ
深
い
人
間
性
を
保
持
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
､
内
在
の
側
か
ら
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

(-
)
近
年
の
研
究
と
し
て
は
､
cf.
M
.Lauerm
ann,Geor

g
Lukac
s
u
n
d
C
a
rl
S
c
hmi
tt
～

e
in
e
D

iskurstib
erschneid
u
n
g
,

inW
L

u
n
g

(
H
r
s
g
.)
)

D
i
s
k
u
r
s
iLb
e
r
s
c
h
77
e
i
d
u
7tg
e
77

-
Ge
o
r
g
L
u
k
cLc
s
u
7L
d

a
7L
d
e
r
e,P
eter
tJang
,
1993二
.
P

.

M

cC
orm
ick
,
Ca
r
L
S
c
h
m
i
tt
's

C
ritiq
u
e
of

L
Jib
e
r
a
lis
m
J
A
g
a
i77S
t
P
o
li
ti
cs
a
s
T
e
c
h
7W
l
o
g

y

,

C
am
brid
g
e

U
nivers
ity
P

res
s
,
)
9

97
.
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(2
)
年
代
順
に
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡
①

G
.
L
u
k
a
c
s)C
art
S
c}｣⊇
itt‥
P
o
litisch
e
R
om
antik,Ii.
Å
u
n
.,
1927
,
in
G
eorg
LJu
kcics
W
e
rk
e
,B
d1
2,

Luchterhand
,
1968
(池
田
編
訳

『
ル
カ
-
チ
初
期
著
作
集
』
第
四
巻
､
三

一
書
房
'

一
九
七
六
年
所
収
)
.
以
下
､
S
P
R
と
略
記
｡
②

C
.
S
c
h
m
itt,

D
e
r
B
eg
r心jf
des
P
olitisc
h
e7%JT
ex
t
vo7%
]98
2
m
it
e
in
em

V
o
rw
or
t
u
7%d
d
r
ei
C
orou
arien
,D
unck
er
&
H
um
btot,
1963
(田
中

･
原
田
訳

『政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
､
未
来
社
､

一
九
七
〇
年
)
.
以
下
､
B
P
と
略
記
｡
③

S
ch
mi
tt〉D
ie

Lag
e
d
e
r
europaischen
Re
c
htswi
ssensch
aft,
1943･

)94
4
,
in
Verjassu
177g
Sre
Ch
ttich
e
A
ufsat2:e
,
D
u
n
ck
er
&
H
tm
tblot,
)958
(初
宿

･
吉
田
訳

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
学
の
状
況
』
､
成
文
堂
､

一
九
八
七

年
)
.
④

Lukacs)
D
ie
Z
e
rstdrurtg
d
e
r
V
e
m
u
77,ft,
1954,
5

W
e
rke,B
d
.9,
1962
(曙
峻

･
飯
島

･
生
松
訳

『
ル
カ
-
チ
著
作
集
』

二

一

二
二
､

白
水
社
､
一
九
六
八
-
六
九
年
)
.

(3
)
こ
う

い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
､
明
示
的
な
相
互
言
及
が
な
け
れ
ば
思
想
的
関
係
も
な

い
な
ど
と

い
い
た
い
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な

い
｡
前
者
の
不
在
を

理
由
に
後
者
の
不
在
を
結
論
づ
け
る
の
は
浅
薄
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
｡
ル
カ
-
チ
に
関
し
て
い
え
ば
､

L
･
ゴ
ル
ド
マ
ン
が
'
実
際
の
交
流
や
言
及
の
有
無

と
は
別
に
､

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
哲
学
的
関
係
を
解
明
し
て
い
る
｡

Cf.L
.
G
o
ldm
ann
,L
u
kdcs
e
t
H
e
id
eg
g
e
r
,
D
eno竿
G
ontど
e
r,197
3
(川
俣
訳

『
ル

カ
-
チ
と

ハ
イ
デ
ガ

ー
』
､
法
政
大
学
出
版
局
､

一
九
七
六
年
)
.

(4
)
S
P
R
,
S
.
696
(邦
訳
､

一
一
人
頁
)
,

(5
)

Z
b

i

d
.

(邦
訳
､

一
一
九
頁
)
.

(6
)
さ
ら
に

後
に
な
る
と
､
ル
カ
-
チ
は
明
確
に
､
過
去
の
作
品
を
他
な
ら
ぬ
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
と
し
て
自
己
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
｡

Cf.W
e
rk
e
,

B
d
12
,
S
.
12⊥
3
(池
田
編
訳

『論
争

･
歴
史
と
階
級
意
識
』
､
河
出
書
房
新
社
､

一
九
七
七
年
､

四
〇四
頁
)
.
ル
カ
-
チ
の
思
想
に
お
け
る

｢
ロ
マ
ン
主

義
的
反
資
本
主
義
｣
に
つ
い
て
は
t
cf.
M
.
L
O
w
y,N
aphta
or
S
ettem
b
ri2
.ぺ
‥
L
u
k
a
cs
and
R
om
antic
A
nticapital
is
m
,in
J
.
M
arcu
s
an
d
Z
.T
arr

(e
d
s.)
,
G
e
o
rg
L
uk
d
csJ
T
h
e
o
ry
,
C
u
ltu
r,
a
n
d
P
oLitics
,T
ran
sa
ctio
n
,)9
8
9
.

(7
)
B
P
,S
.
62･63
(邦
訳
､
七
六
-
七
七
頁
)
.

(8
)
C
f,
K
.
L
G
wi
th
,D
e
r
O
k
k
a
sio
n
en
e
D
ezisionism
u
s
vo
n
C
.
S
c
}Jm
itt㌃
n
G
esam
m
e
lte
A
b
h
a
7Ld
Lu
7Lge7%,K
oN
ham
m
er,1960
(田
中

･
原
田
訳

｢
シ
ユ
ミ
ッ
I
の
機
会
原
因
論
的
決
定
主
義
｣
､
『政
治
神
学
』
､
未
来
社
､

一

九

七

一

年
所
収
)
.

(9
)
D
as
Zeital
te
r
der
N
eutra
l
isierung
en
und
der
E
n
tpo
litisierungen
,
1929
,
in

B
P
V

S
.
8
0
(田
中

･
原
田
訳

｢中
性
化
と
非
政
治
化
の
時
代
｣
､

『合
法
性
と
正
当
性
』
､
未

来
社
､

一
九
八
三
年
､

l
四
五
頁
)
.

(
10
)

B
P
,

S
.
38
(邦
訳
､
三

四
頁
).

(11
)

K
.
M
a
rm
h
eim
,D
as
konserv
ativ
e
D
enken:
S
oziolog
isch
e
B
eitrag
e
zu
m
W

erden
des
politisc
h･hist
orischen
D
enkens
in
D
e
utschland,in

政治思想と周縁 ｡外部 ･マイノリティ 【政治思想研究 第10号/2010年5月】 450



K
.
H
.W
o
lff
(H
rsg
.)
)
W
,isse7%SSOiEio
log
ie
JA
u
sw

ahlausd
em

W
e
rk,Luchterh
an
d
,
1964
(森
訳

『保
守
主
義
的
思
考
』
､
筑
摩
書
房
､
一
九
九

七

年

)
.
以

下

､
K
D
と
略
記
｡

(ほ
)
K
D
,S
.4
5
3
･4
5
4
(邦
訳
､

7
〇
六
-
1
〇
七
頁
)
.

ロマ-
ン

(描
)
後
に
見
る
よ
う
に
､
無
故
郷
性
､
冒
険
､
処
世
術
等
は
ル
カ
-
チ
に
と
っ
て
｢

小
説
｣

の
形
式
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
｡

(14
)
K
D
,S
.
454A
56
(邦
訳
､

一
〇
九
～
二

三
頁
)
.

(捕
)
K
D
,S
.4
8
3
(邦
訳
､

H
(
九
-
一
七
〇
頁
)
.

(16
)
こ
の
非
政
治
性
は
､
｢文
化
｣
概
念
に
導
か
れ
た
ド
イ
ツ
教
養
層
と
共
通
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

(17
)
K
D
)S
.5
0望
5
0
5
へ邦
訳
､
二
〇
七
⊥

一
二

一貫
)
.

(18
)
K
D
,S
.5
0
5
･5
0
7
(邦
訳
､
二

一
六
頁
)
.

(19
)
主
観
的
な
も
の
の
客
観
的
な
も
の
へ
の
弁
証
法
的

｢媒
介
｣
の
欠
落
を
批
判
す
る
論
理
は
､
後
の
ル
カ
-
チ
自
身
に
よ
る
過
去
の
作
品
に
対
す
る
批

判
に
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
｡
C
f.W
erk
e
,B
d
.
2
,
S
.6
(邦
訳
､

〓

T

l
三
頁
)
.

(
20
)

C
f.
K
.
H
.B
o
h
re
r,D
ie
K
rit?.]k
d
er
R
o
m
a
77tik
J
D
er
V
e
rd
a
ch
t
d
er
P
h
ilo
sop
h
ie
g
eg
en
d
ie
lite
ra
risch
e
M
o
d
e
r
n
e
,
S
u
h
rk
am
p
,
)
98
9
,
S
.

3
0
5
.
す
で
に
見
た
ル
カ
-
チ
の
書
評
～

｢保
守
主
義
的
思
考
｣
と
同
年
に
発
表
I

も
､
『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
を

｢非
常
に
有
名
な
｣
､
｢ほ
と
ん

ど
誉
れ
高
い
｣
書
物
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
｡

SP
R
)S
.
6
9
5
(邦
訳
､

二

七
頁
)
.

(21
)

K
D
,S
.
5
0
5
(邦
訳
､
二

一
二
頁
)
.

(S
S)

Cf.Lauerm
ann,op
t
Cit.;ジ
ョ
ー
ジ

･
E
･
ド
テ
ィ
､
｢カ
ー
ル
か
ら
カ
ー
ル
へ
ー

マ
ル
ク
ス
の
読
者
と
し
て
の
シ
ユ
ミ
ッ
ー
｣
､
古
賀

･
佐
野
編

訳

『カ
ー
ル

･
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
挑
戦
』
第
六
章
､
風
行
社
､
二
〇
〇
六
年
｡
『歴
史
と
階
級
意
識
』
と

『現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
の
公
刊
年

は
同
じ
で
あ
る
.
し
か
し
､
ル
カ
-
チ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の

｢正
統
的
｣
方
法
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
を
提
示
し
た
第

l
章

｢正
統
的
マ
ル
ク
ス
主

義
と
は
何
か
｣
は
､
も
と
も
と

一
九

一
九
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
修
正
版
で
あ
る
｡

(23
)
K
D
,S
.
425
(邦
訳
､
四
五
頁
)
.

(a
)
K
D
,
S
.
4
8
1･
4
8
2
,
4
8
5
･4
8
6
(邦
訳
､

H
(
七
-
一
六
九
､

一
七
三
-
一
七
六
頁
)
.
お
そ
ら
-
マ
ン
ハ
イ
ム
は

｢保
守
主
義
的
思
考
｣
の
構
想
の
段
階

で
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
的
神
学
』
第

一
版

(
一
九
二
二
年
)
を
も
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
｡
事
実
マ
ン
ハ
イ
ム
は
､
ミ

エ
ラ

ー
に
お
い
て
カ
ー
リ
シ
ズ
ム

と
､
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
流
れ
込
ん
で
き
た

｢汎
神
論
的
要
素
｣
と
が
緊
張
関
係
に
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
｡
C
f.
K
D
,
S
.
46)ム
6
4
(邦
訳
､

二

一八
-

i

三
二
頁
)
.
こ
の
間
題
に
は
､
政
治
的
神
学
者
と
し
て
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
当
然
な
が
ら
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
る
｡
｢ド
イ
ツ

･
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
に
と

っ
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て
､
あ
る
独
特
な
観
念
が
固
有
な
も
の
と
し
て
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
永
遠
の
対
話
で
あ
る
｡
ノ
ヴ
ァ
-
リ
ス
と
ア
ダ
ム

･
ミ
エ
ラ
ー
は
､
そ
れ
を
自
分
た

ち
の
精
神
の
本
来
の
現
実
化
と
し
て
繰
-
返
す
｡
カ
ー
リ
ッ
ク
国
家
哲
学
者
た
ち
は
､
保
守
的
な
い
し
反
動
的
で
あ
-
､
中
世
の
状
態
を
理
想
化
し
た
が

ゆ
え
に
､
ド
イ
ツ
で
は
ロ
マ
ン
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
が
､
か
れ
ら
､
つ
ま
り
ド

･
メ
ー
ス
ト
ル
'
ボ
ナ
ー
ル
お
よ
び
ド
ノ
ソ

･
コ
ル
テ
ス
は
､
お
そ
ら
く

永
遠
の
対
話
な
る
も
の
を
む
し
ろ
ぞ

っ
と
す
る
喜
劇
に
よ
る
幻
想
の
産
物
と
見
な
し
た
で
あ
ろ
う
｡
｣
P
o
lit

ische
TheoLog
ie
J
Vier
K
ap
ite
t

2;ur

L
J
ehre
vo7%
d
e
r
S
o
u
v
e
ra
77,ita
t,
19
22
,
2
1

A
u
fl.,1934,D
u
n
ck
er
&
H

um
blot,1996,S.59
(長
尾
訳

『政
治
神
学
～

主
権
論
四
章
』
､
『カ
ー
ル
･

シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集

-
』
､
慈
学
社
､
二
〇
〇
七
年
､
四
〇
頁
)
.
以
下
､

P
T
と
略
記
｡
こ
の

｢永
遠
の
対
話
｣
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
固
有
の
意
味
で
自
由

主
義
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

(25
)
ポ
ー
ラ
ー

も
､
ロ
マ
ン
主
義
批
判
と
い
う
点
に
ル
カ
-
チ
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
共
通
性
を
認
め
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

リ
ス
ム
的
な
ロ
マ
ン
主
義
理
解
を
基
準
と
し
て
､
両
者
と
も
ロ
マ
ン
主
義
の
近
代
批
判
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
否
定
的
評
価

に
も
と
づ
い
て
い
る
｡
C
f.
B
oh
r
e
r
)
o
p
.
cit.,
S
.
18.
た
だ
し
､
こ
こ
で
ポ
ー
ラ
ー
の
参
照
す
る
ル
カ
-
チ
の
テ
キ
ス
ト
は
､
『理
性
の
破
壊
』

へ
と
至
る

第
二
次
大
戦
中

･
後
の
も
の
で
あ
-
､
そ
の
時
期
の
ル
カ
-
チ
は
す
で
に
､
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
先
駆
者
と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
理
解
に
移
行
し
て
い

る
｡

(鍋
)

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
と
ル
カ
-
チ
の

『魂
と
諸
形
式
』
お
よ
び

『小
説
の
理
論
』
と
の
共
通
性
を
比
較
的
詳
細
に
論
じ
て
い
る

も
の
と
し
て
､
c
f.
J
.
P
.
M
c
C
ormi
c
k
,
T

r
a

n
s
c
e
n
d
in
g
W
e
b
e
r一s
C
a
te
g
o
rie
s
o
f
M
o
d
e
rn
ity
?
:
T
h
e
E
a
rty
L
u
k
a
c
s
a
n
d
S
c
h
m
itt
o
n
th
e

R
ationahzatio
n
Thesis}h
N
ew
G
erm
a
7t
C
ritiq
ue

(1997),pp
.
1
4

1･15
0
1

た
だ

し

､
こ
こ
で
は

｢形
式
｣
概
念
が
ほ
と
ん
ど
論
点
に
な
っ
て
お

ら
ず
､
ま
た
ル
カ
-
チ
の
著
作
の
解
釈
も
本
稿
と
は
異
な
る
｡

(27
)
本
稿
は
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
ロ
マ
ン
主
義
論
を
､
あ
-
ま
で
ル
カ
-
チ
の
そ
れ
と
の
比
較
検
討
の
枠
内
で
と
-
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
問

題
視
角
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
議
論
に
お
け
る

｢形
式
｣
概
念
の
重
要
性
が
際
立
つ
と
思
わ
れ
る
｡
『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
を

主
題
的
に
扱

っ
て
い
る
最
近
の
も
の
と
し
て
､
cf.
竹
島
博
之

『
カ
ー
ル

･
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
-

｢近
代
｣

へ
の
反
逆
』
､
風
行
社
､
二
〇
〇
二
年
､

第

三

早

｡

(S
)
S
c
hm
itt,V
orw
ort-,zuP
o
Litisch,e
R
o
m
a
,rttik
,
2
.A
u
f1
.,1925,D
u
n
ck
er
&

H
um
b
lot
,
6
.
A
uf1.,199
8
,
S.14･15
(大
久
保
訳

『政
治
的
ロ
マ
ン
主

義
』
､
み
す
ず
書
房
､

一
九
七
〇
年
､

l
七
-

一
九
頁
).
以
下

､
P
R
と
略
記
｡

(g
S)
も
ち
ろ
ん
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
場
合
､
ロ
マ
ン
主
義
が
単
に
反
革
命
的

･
反
近
代
的
と
は
見
な
さ
れ
ず
､
そ
の
革
命
的

.
近
代
的
性
質
が
強
調
さ
れ
る
の

は
､
ロ
マ
ン
主
義
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
革
命
的
保
守
主
義
か
ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
か
れ
の
意
図
に
も
起
因
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

Cf.
古
賀
敬
太

『
カ
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-
ル

･
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
ー

政
治
的
終
末
論
の
悲
劇
』
､
創
文
社
､

一
九
九
九
年
､

一
七
頁
｡
ち
な
み
に
､
ロ
マ
ン
主
義
を
め
ぐ
る
シ
ュ

ミ
ッ
ト
と
マ
ン
ハ
ィ
ム
の
類
似
点
と
し
て
､
ロ
マ
ン
主
義
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
区
別

(cf.本
稿
の
注
2
)
に
加
え
て
､
ロ
マ
ン
主
義
の
対
象
で
は
な
-
主

観
の
内
面
的
気
分

へ
の
着
目
も
挙
げ
ら
れ
る
｡

Cf.K
D
,S.473･4
7
4
(邦
訳
､

l
五
二
頁
)
;P
R
,S
.6
(
邦
訳
､
五
頁
)
.

(30

)
cf.
和
仁
陽

『教
会

･
公
法
学

･
国
家
-

初
期
カ
ー
ル
=
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
公
法
学
』
､
東
京
大
学
出
版
会
､

lL
九
九
〇
年
､

一
四

一
-
一
四
二
頁
｡

『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
第
二
版
の

｢戟
略
性
｣
に
つ
い
て
は
､
cf.本
稿
の
注
59
｡

(31
)
V
P
R
)
S
.
18,20,118･H
9,125
(邦
訳
､
二
三
-
二
四
､
二
七
､

一
五
二
､

i
五
五
頁
)
.

(32
)
｢端
的
に
い
え
ば
'
シ
ユ
ミ
ッ
-
の
こ
の
時
期
の
営
為
の
核
心
は
､
フ
ォ
ル
ム
な
き
時
代
と
し
て
規
定
さ
れ
た
近
代
に
､
公
法
学
を
は
じ
め
と
す
る
､

さ
ま
ざ
ま
な
次
元
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
｡
｣
和
仁
､
前
掲
書
､

一
二
七
頁
｡

(cy3cc)
v
om
w
esen
der
K
uttur,1908
in
G
esa
m
,ta
u
sg
a
b
e
,B
d
.
8
,
S
uhrk
a
m
p
(酒
田
訳

｢文
化
の
本
質
に
つ
い
て
｣
､
『ジ
ン
メ
ル
著
作
集
』

一
二
､
白

水
社

､
l
九
七
六
年
所
収
)
;
D
e
r
B
e
g
riff
u
n
d
d
ie
T
ra
g
6
d
ie
d
e
r
K
uttur,
191
4
in
P
hilosoph
isc
h
e
K
u
ltu
r
.
G
esam
m
e
lte
E
ssa
is,
)911,

G
esam
ta
u
sg
a
b
e
,
B
d.
14
(大
久
保
訳

｢文
化
の
概
念
と
文
化
の
悲
劇
｣
､
『著
作
集
』
七
所
収
)
;
D
er
K
o
n
n
ik
t
der
m
od
e
rnen
K
u
ltur,
1918
in

Gesam
tau/sgabe,Bd.
16
(生
松
訳

｢現
代
文
化
の
葛
藤
｣
､
『ジ
ン
メ
ル
著
作
集
』
六
所
収
)
.
以
下
､
K
K
と
略
記
｡

(3
)

K
K
uS
｣
89,207
(邦
訳
､
二
四
九
､
二
七
七
頁
)
.
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
｡

(A
)

G
e
o
rg
v
o
n
L
u
k
a
c
s,D
ie
SeeLe
u
7td
d
ie
F
om
w
77J
E
ssays,E
gon
F
teisc
hel,1911
(川
村

･
円
子

･
三
城
訳

『魂
と
形
式
』
､
『
ル
カ
-
チ
著
作

集

』

叫
､
白
水
社
､

山
九
六
九
年
所
収
)
.
以
下
､
S
F
と
略
記
｡

(3
6

)

S
F
読
.∽
(邦
訳
､
九
頁
)
.

(37
)

c
f.
T
.W
.A
dorn
O,D
erE
ssay
ats
F
orm
,19546
8
in
N
ote,n
2:u
r
),ite
ra
tw

J,
)9
5
8
,
G
esam
m
elte
S
ch
rq
te7%
,B
d
.
)
1
,
S
u
hrkam
p
(三
光
訳

｢形
式
と
し
て
の
エ
ッ
セ
ー
｣
､
『文
学
ノ
ー
ト
』
､
イ
ザ
ラ
書
房
､

一
九
七
八
年
所
収
)
.

(38
)

cf.本
稿
の
注

6
｡

(39
)

s
F
,
S
1
5
(邦
訳
､

l
O
-

一
一
頁
)
.

(40
)

S
F
,
S
.
94･95,
)051
06
(邦
訳
､
八
三
-
八
四
､
九
三
-
九
四
頁
)
.
現
実

へ
の
繊
細
な
適
応
力
に
長
け
た
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
と
い
う
規
定
が
マ
ン

ハ
イ
ム
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

(41
)

S
F
}S
J
O∞
⊥
○∽
(邦
訳
､
九
六
頁
)
.

(撃

S
F

)

S
1
1
10
(
邦
訳
､
九
七
頁
)
.
｢
ロ
マ
ン
主
義
的
に
考
え
れ
ば
､
国
王
と
国
家
と
恋
人
の
間
を
区
別
す
る

(
u
nters
che
id
e
n
)

こ
と
は
ま

っ
た
-
不
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可
能
で
あ
る
o
感
情
の
薄
明
か
り
の
な
か
で
こ
れ
ら
の
も
の
は
た
が
い
に
他
に
移
行
し
あ
う
｡｣
S
ch
mi
tt,P
R
}S
.
127
(邦
訳
､

一
五
八
頁
)
.

(43
)
s
F
,
S
.3
70
(邦
訳
､
三
〇
一
頁
)
.

(
聖

『魂
と
諸
形
式
』
に
お
け
る

｢形
式
｣
へ
の
意
志
を
､
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
意
味
で
の

｢倫
理
｣
と
解
釈
し
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

｢決
断
｣
へ
と
関
連
づ

け
る
も
の
と
し
て
､
cf.
N
.
B
olz,A
u
,sz
u
g
a
u
s
d
er
e71tZ
a
u
berteTL
W
e
LtJ
P
hiLo
sop
h
isch
er
E
x
trem
ism
u
s
27W
isch
ew
d
e77,
W
e
Ltk
rieg
en
,

Wilh
e
tm
F
in
k
V

e

rlag
,
198
9
,
S
.
3
8
･39
(山
本

･
大
貫
訳

『批
判
理
論
の
系
譜
学
-

両
大
戦
間
の
哲
学
的
過
激
主
義
』
'
法
政
大
学
出
版
局
､

一
九
九

七
年
､

五

一
I
五
二
頁
)
.

(讐

D
ie
T
h
eo
rie
d
es
R
om
a
7tSJ
E
i7i
g
eSCh
ick/tsp
h
ilo
sop
h
isch
er
V
ersu
ch
iLb
er
d
ie
F
o
rm
B
7t
d
er
g
roJ3e,yt
E
p
ik
,
mi
t
d
em
V
orw
ort
v
on

1962,D
eu
tsch
er
T
asch
en
b
u
ch
V
erlag
,
19
9
4
(大
久
保

･
藤
本

･
高
本
訳

『小
説
の
理
論
-

大
叙
事
文
学
の
諸
形
式
に
つ
い
て
の
歴
史
哲
学
的
試

み
』
'
『
ル
カ
-
チ
著
作
集
』
二
所
収
)
.
以
下
､
TR

と
略
記
｡

(空

T
R
〉S
.3
T
3
2
,5
丁
52
,6
0
(邦
訳
､
三
七
､
五
八
-
六
〇
､
六
八
頁
)
.

(47
)

T
R
)S
.
64
,6
5
,6
9
,
78
(邦
訳
､
七
二
､
七
三
-
七
四
､
七
七
､
八
七
頁
)
.
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
｡

(
空

TR
,

S
.
8
3
-8
5
(邦
訳
､
九
二
-
九
五
頁
)
.
こ
の

｢抽
象
的
理
想
主
義
｣
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
ル
カ
-
チ
は
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の

『ド
ン

｡
キ
ホ
ー

テ
』
を
挙
げ
る
の
だ
が
､
こ
の
事
実
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
の
関
連
に
お
い
て
興
味
深
い
｡
と
い
う
の
も
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は

『政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
に
お
い

て
､
ド
ン

･
キ
ホ
ー
テ
を

｢政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
者
｣
と
は
区
別
さ
れ
る

｢
ロ
マ
ン
主
義
的
政
治
家
｣
と
し
て
評
価
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
か
れ
は

｢よ
-

高
次
の
調
和
｣
で
は
な
-
､
正
と
不
正
､
法
と
不
法
の

｢区
別

(U
n
tersc
hie
d
)｣
を
理
解
し
､
前
者
を

｢決
断
す
る
｣
能
力
を
有
し
て
い
る
｡
も
っ
と

も
､
か
れ
は
外
的
現
実
の
向
こ
う
見
ず
な
無
視
に
至
る
が
､
し
か
し
こ
れ
は
､
主
観
性
へ
の
美
感
的
閉
じ
こ
も
-
で
は
な
い
｡

Cf.PR
)S
.
15
3
(邦
訳
､

一
八
六
頁
)
.

(
49

)

T
R
,S
.
99,lob
(邦
訳
､

一
〇
九
～
.二

〇
､

二

七
頁
)
.

(5
)

T
R
)S
.
136･137
(邦
訳
､

一
五
二
I
IL
五
三
頁
)
.

(51
)
R
Om
ischB
r
K
a
th
o
L/t21ism
/u
s
u
lLd
p
()I,itisch
e
F
o
,7,･m
,
1923
,2
.A
u
f1.
19
2
5
,
Klett

l
C

otta,198
4
(小
林
訳

『
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
政
治
形

態

』

､

『著
作
集
-
』
所
収
)
.
以
下
､
R
K
と
略
記
｡

作
集
』
九
所
収
)
.
以
下
､
G
K
と
略
記
｡

(5
)

C
f.M
.L
au
erm
an
n
,op
.
cit.,
S
.
8
6
.
ル
カ
-
チ
の

『魂
と
諸
形
式
』
に
お
け
る

｢形
式
｣
概
念
と
そ
の
後
の

｢党
｣
概
念
と
の
連
続
性
を
指
摘
し
て
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い
る
も
の
と
し
て
は
､

cf.S
.
B
reu
er
,

T
h
e
lltusio
n
o
f
P
o
titics‥
P
o
litic
s
an
d
R
a
tFion
alization
in
M
a
x
W
e
b
er
and
G
e
o
rg
L
u
k
a
cs,
in
N
ew

G
e
rm
,a
77/
C
r/itiq
?i,e
,
s
um
m
eT
198
2
,
p
p
.
7
4
･7
6
.
こ
こ
で
は

｢党
｣
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
-
ー
の
革
命

へ
の
意
志
の

｢客
観
化
｣
と
さ
れ
る
O
初
見
基

『
ル
カ
-
チ
-

物
象
化
』
､
講
談
社
､

一
九
九
八
年

の

｢
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
｣
に
お
け
る

｢形
式

fo
rm
a
)
F
ormJ
の
項
目

(三

二
六
-
三
三
七
頁
)
を

も
参
照
｡

(
54
)

R
K
,
19･20
(邦
訳
､

l
二
七
-
一
二
八
頁
)
.
ロ
マ
ン
主
義
に
よ

っ
て
絶
対
化
さ
れ
た

｢美
感
的
な
も
の
｣
が
果
た
す
､
経
済
-
技
術
的
な
も
の
の
台

頭
の
い
わ
ば
露
払

い
と
し
て
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
議
論
は
､
『政
治
的
神
学
』
第

一
版

(
一
九
二
二
年
)
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ

(cf.
PT,S
.

68.

邦
訳
､
八
五
頁
)
､
｢中
立
化
と
脱
政
治
化
の
時
代
｣
へ
一
九
二
九
年
)
で
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る

(cf.
B
P
〉
S
.
8:3.邦
訳
､

一
四
九
-

一
五
〇
頁
)
｡
し
か
し
､

『政
治
的
ロ
マ
ン
､王
義
』
第
二
版

へ
の

｢前
書
き
｣
に
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
類
似
の
議
論
を
挿
入
し
て
い
る
｡
｢
ロ
マ
ン
,主
義
以
降
､
芸
術
は
社
会
的
に
は
何

ラ
ー
レ
･
ブ
…
ー1

ラ
ー
ル

を
意
味
し
た
の
か
-

そ
れ
は
､
｢芸
術
の
た
め
の
芸
術
｣
の
な
か
で
､
ス
ノ
ビ
ズ
ム
と
ボ

ヘ
ミ
ア
ン
の
両
極
性
の
な
か
で
終
わ

っ
た
か
､
も
し
-
は
私

的
な
利
害
関
心
を
も

つ
芸
術
消
費
者
た
ち
の
た
め
の
私
的
な
芸
術
生
産
者
た
ち
の
事
柄
と
な

っ
た
｡
-
-
宗
教
的
､
道
徳
的
､
政
治
的
､
学
問
的
な
事
柄

は
､
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
に
よ

っ
て
､
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
､
芸
術
も
し
-
は
芸
術
批
評
の
生
産
性
の
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
る
｡
宗
教
的
､

遺
徳
的
､
政
治
的
決
断

(E
n
tsch
eid
u
n
g
)
も
､
学
問
的
諸
概
念
も
､
単
に
美
感
的
な
も
の
の
領
域
で
は
不
可
能
で
あ
る
｡
だ
が
し
か
し
､
善
と
悪
､
友

祥
▲ノ
ハ
り
ソ
ヒ

ロ
マ-
ン

(F
re
u
n
d
)
と
敵

(Feind
)
､
キ
リ
ス
ト
と
ア
ン
チ

･
キ
リ
ス
ー
の
よ
う
な
全
て
の
事

象

的

な

対
立
と
差
異
は
､
美
感
的
な
対
照
と
な
-
､
小

説

の
筋
を

作
る
手
段
と
な
-
､

l
つ
の
芸
術
作
品
の
全
体
の
働
き
の
う
ち
に
美
感
的
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
-
得
る
の
で
あ
る
｡
｣
P
R
,
S
.
)
7
(二
二
-
二
三

r･r
J
･

(
55
)

そ
の
上
で
､
カ
ー
リ
ッ
ク
教
会
は
肉
的
な
美
感
性
と
は
区
別
さ
れ
る

｢技
芸
的
な
も
の
の
美
感
的
形
式

へ
の
能
力
｣
を
も

つ
､
と
主
張
さ
れ
る
｡
そ

れ
は

｢偉
大
な
レ
-
リ
ッ
ク
の
言
葉

へ
の
能
力
｣
で
あ
る
.

Cf.R
K
〉36ム
0
(邦
訳
､

二
二
七
-

二
二
九
頁
)
.

(
5
)

R
K
)
2)長
4
(邦
訳
､

二

一九
-

1
三
〇
貫
)
.

(57
)

R
K
)22･23
(邦
訳
､

一
二
九
貫
)
.

(
A
)

R
K
,4
5
(邦
訳
､

一
四
二
貢
)
.
さ
ら
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
､
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

｢反
ロ
ー

マ
的
恐
怖
｣
､
｢形
態
の
な
い

(g
e
staltlo
s
)
ひ
ろ
が
-
｣

に
も
批
判
的
に
言
及
す
る
｡
R
K
,5
,5
5
(邦
訳
､

二

一〇
､
一
四
七
頁
)
.

(R
)

R
K
,
14
,
2
8
,
3
1･32
へ邦
訳
､

一
二
五
㌧

二
二
二
､
一
三
四
頁
)
.
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
｡
逆
に
言
え
ば
､
｢あ
ら
ゆ
る
再
現
前
を
諦
め
る
こ
と
が
､

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
概
念
の
精
神
様
式
に
属
す
る
｣
.
R
K
,34
(邦
訳
､

二
二
六
頁
)
.
『政
治
的

ロ
マ
ン
主
義
』
第
二
版

へ
の

｢前
書
き
｣
で
は
､

ロ
マ
ン
主
義
と
再
現
前
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢自
ら
に
固
有
の
諸
前
提
か
ら
偉
大
な
形
式
と
再
現
前
を
ま

っ
た
-
生
み
だ
さ
な
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い
時
代
は
-
-
形
式
的
な
も
の
と
公
式
的
な
も
の
の
す
べ
て
を
欺
瞳
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
ど
ん
な
に
時
代
が
経
済
的
な
様
子
を
し

て
い
よ
う
と
､
い
か
な
る
時
代
も
形
式
な
し
に
生
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
-
-
ロ
マ
ン
主
義
芸
術
は
再
現
前
化
し
な
い
｡｣

PR
,S
.
16
(那

訳
､
二
〇
-
二

一
頁
)
.
か
-
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
'
再
現
前
と
い
う
基
準
の
下
で
ロ
マ
ン
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
同
列
に
お
-
｡
『政
治
的
ロ
マ

ン
主
義
』
第
二
版
が
､
そ
れ
以
前
の
政
治
的
神
学
と
の
連
続
性

｡
整
合
性
を
意
識
し
て
公
刊
さ
れ
た
と
い
う
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

｢戦
略
性
｣
に
つ
い
て
､
cf.

竹
島
､
前
掲
書
､
二
二
八
頁
'
注

二

〇
｡

(6
)R
K
,
5
0
(邦
訳
'

一
四
五
頁
)
.
政
治
的
神
学
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
､
『
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
政
治
的
形
式
』
に

｢媒
介
｣

か
ら

｢再
現
前
｣

へ
の
転
換
を
見
る
も
の
と
し
て
､
cf.
佐
野
誠

『ヴ
ュ
ー

バ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
の
間
-

近
代
ド
イ
ツ
の
法

｡
国
家

･
宗
教
』
､
名
古
屋
大

学
出
版
会
､

一
九
九
三
年
､
二
六

一
-
二
六
七
頁
｡

(61
)
G
K
,
3

17･32
2
,32
4
ff
(邦
訳
､
二
五
〇
⊥

l五
七
､
二
六

一
頁
以
降
)
.

(
6
)

G
K
,
3
4
1･3
4
2
(邦
訳
､
二
八
七
頁
)
.
芸
術
と
歴
史
の
差
異
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る

｢自
然
｣
概
念
の
差
異
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
さ
れ
る
｡

前
者
に
対
応
す
る
の
は
､
ル
ソ
ー
や
ロ
マ
ン
主
義
に
代
表
さ
れ
る
自
然
概
念
で
あ
-
､
｢増
大
す
る
機
械
化
､
魂
の
喪
失
､
物
象
化
に
対
抗
し
て
作
用
す

る
す
べ
て
の
内
的
傾
向
が
集
ま
る
貯
蔵
庫
｣
'
｢人
間
的
-
文
明
的
な
､
つ
ま
り
人
工
的
な
形
象
物
と
対
立
し
て
､
有
機
的
に
成
長
し
た
も
の
｣
と
い
う
意

味
を
も
つ
｡
し
か
し
こ
れ
は
､
ル
カ
-
チ
に
よ
れ
ば
､
｢自
然
の
内
面
化
｣
で
し
か
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
後
者
に
対
応
す
る
自
然
概
念
は
､
｢物
象
化

さ
れ
た
硯
存
在
の
問
題
性
を
克
服
す
る
傾
向
｣
を
明
確
に
も
ち
､
｢真
の
人
間
存
在
｣
､
つ
ま
-

｢自
ら
の
う
ち
に
完
成
さ
れ
た
全
体
性
と
し
て
の
人
間
､

理
論
と
実
践
と
の
､
理
性
と
感
性
と
の
､
形
式
と
素
材
と
の
分
裂
を
自
分
の
内
部
で
克
服
し
た
人
間
､
ま
た
は
克
服
す
る
人
間
｣
と
い
う
意
味
を
も
つ
｡

G
K
)
3)6･3)7
(邦
訳
､
二
四
九
-
二
五
〇
頁
)
.

(6
)
G
K
〉
4
7
T
4
7
9
(邦
訳
､
四
八

一
-
四
九
三
頁
)
.
し
た
が
っ
て
､
こ
う
し
た
区
別
を
暖
味
に
す
る
こ
と
を
､
ル
カ
-
チ
は
革
命
運
動
の

｢脱
政
治
化
｣

と
い
う
｡
G
K
,
4
8
7
(邦
訳
､
五
〇
六
頁
)
.

(64
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
政
治
性
と
経
済
-
技
術
性
の
両
方
を
見
て
い
る
と
い
う
二
重
性
､
平
行
性
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
し
て
､
c
f
.
ジ

ョ
ー
ジ

･
E
･
ド
テ
ィ
､
前
傾
論
文
｡

(
6
)

RK
)S
.
29･30,4
6
(邦
訳
､

一三
三

､

一
四
二
頁
)
.
こ
の
逆
説
は
､
後
の

｢中
立
化
と
脱
政
治
化
の
時
代
｣
に
お
い
て

｢技
術
へ
の
宗
教
的
な
信
仰
｣

と
い
う
表
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
o
C
f.B
P
,S
.8
4
(邦
訳
､

7五
叫-
1
五
二
頁
)
.

(6
)

PR)
S
.6
8
,
74
(邦
訳
､
七
三
､
七
九
-
八
〇
頁
)
.
Cf.P
T
,S
.
54
(邦
訳
､
三
八
頁
)
.

(67
)

｢理
性
の
荻
智
｣
と
い
う
歴
史
超
越
的
な
立
場

(｢世
界
史
の
舞
台
裏
｣
)
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
､
逆
に
シ
ユ
ミ
ッ
-
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
寛
容
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で
あ
る
｡

cf.P
R
,
S
.
loo
(邦
訳
､

一
一
六
頁
)
.

(68
)

G
K
,
S
.
328
･3
30
,
念
5
,
4
9
4
二
一六
六

-

二
七
〇
､
四
三
八
､
五

一
七
頁
)
.
革
命
を
た
だ
非
合
法
的
な
も
の
と
し
か
理
解
し
な
い
者
た
ち
は
､
現
行
の

法
秩
序
の
枠
内
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
を
ル
カ
-
チ
は

｢非
合
法
性
の
ロ
マ
ン
主
義
｣
と
呼
ぶ
｡

(69
)
G
K
,
S
.
49望
4
9
8
,
501
(五
1
九
-
五
二
二
､
五
二
六
頁
)
.

(70
)
こ
の
点
に
関
連

し
て
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ル
カ
-
チ
に
直
接
言
及
す
る

『政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
第
二
版
を
含
む
ヴ
ア
イ
マ
ー
ル
期
に
､
そ
れ
以
前

の
か
れ
特
有
の
カ
ー
リ
シ
ズ
ム
に
も
と
づ
-
政
治
的
神
学
の
変
質
を
見
る
､
よ
-
厳
密
に
い
え
ば
友
と
敵
の
区
別
と
闘
争
の
強
調
に
と
も
な
う
カ
ー
リ
シ

ズ
ム
の
世
俗
化
と
終
末
論
の
前
景
化
を
指
摘
す
る
､

一
つ
の
解
釈
傾
向
の
存
在
は
興
味
深
い
｡
Cf.和
仁
､
前
掲
書
､

一
四
九
頁
､
注
五
六
…
古
賀
､
前
傾

書
､
第

二
早
､
と
-
わ
け
四

一
-
四
三
頁
参
照

(こ
れ
は
和
仁
が
参
照
を
求
め
て
い
る
論
文
が
も
と
に
な

っ
て
い
る
)
｡
つ
ま
-
､
ル
カ
-
チ
に
接
近
す

る
シ
ユ
ミ
ッ
ー
の
側
で
も
､
政
治
的
な
も
の
の
理
解
に
お
け
る
垂
直
的
な

｢超
越
｣
か
ら
水
平
的
な

｢内
在
｣

へ
の
変
質
が
見
ら
れ
る
､
と
い
う
の
で
あ

る

｡
Cf.
古
賀
､
同
書
､

一
八
八
百
ハ以
降
｡
事
実
､
は
じ
め
に
見
た
よ
う
に
､
『政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
第
二
版
で
は
､
敵
概
念
の
観
点
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル

～
マ
ル
ク
ス
～
ル
カ
-
チ
の
系
譜
が
辿
ら
れ
る
｡
も

っ
と
も
､
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
と
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
連
が
超
越
と
内
在
の
ど
ち
ら
の
次
元
の
も
の
で

あ
る
か
は
､
別
の
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
｡
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