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J.H
. Pestalozzi

の
『
探
究
』
の
考
察

〜
新
し
い
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
像
を
求
め
て
〜

黒

澤

英

典

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

現
在
、
わ
が
国
で
は
教
育
の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
な
ぜ
い
ま
、
一
八
三
年
前
に
死
ん
だ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
な
の
か
疑
問
を
も
つ

人
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
答
え
が
考
え
ら
れ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
類
教
育
史
上
で
の
永
遠
の
教

育
者
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
が
提
起
し
た
多
く
の
問
題
は
、
最
近
と
く
に
話
題
と
な
っ
て
い
る
「
幼
少
児
の
虐
待･

殺
し
」
な
ど
を
痛
恨

の
痛
み
も
っ
て
思
う
と
き
、
二
三
〇
年
前
、
純
朴
な
ス
イ
ス
に
お
い
て
社
会
問
題
化
し
た
《
嬰
児
殺
し
》
に
つ
い
て
『
立
法
と
嬰
児
殺

し
』（
一
七
八
〇
年
）
の
な
か
で
、
犯
罪
者
自
身
犯
し
た
罪
は
咎
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
愛
す
る
わ
が
子
を
何
故
殺

害
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
事
情
を
糾
明
し
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
社
会
改
革
の
責
任
を
立
法
者
に
求
め
た
こ
と

で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
真
の
姿
は
《
教
育
者
》
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
《
社
会
改
革
家
》
と
し
て
の
重
み
を
加
え
て
い
る
。
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《
わ
が
父
》
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
で
は
な
く
、
そ
れ
も
大
切
だ
が････

人
類
の
平
和
と
幸
せ
を
地
球
社
会
に
も
た
ら
す
た
め
に
教
育
に
生

涯
を
捧
げ
た
人
と
し
て
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
大
切
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
国
民
教
育
の
普
及
に
努
力
し
、
民
主
主
義
的
文
化
に
つ
い
て

明
確
な
考
え
に
達
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
真
の
姿
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
ス
イ
ス
に
お
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
生
涯
に

お
け
る
全
著
作
が
厳
密
な
本
文
校
訂
を
経
て
全
集
が
出
版
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
死
か
ら
百
年
後
の
一
九
二
七
年
で
あ

り
、
そ
の
完
結
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
で
実
に
三
〇
年
を
経
た
一
九
五
七
年
で
、
膨
大
な
著
作
で
あ
る
。（

（
（

そ
の
著
作
の
な
か

で
、
彼
の
根
本
思
想
を
最
も
克
明
に
著
し
て
い
る
の
が
、『
人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
に
関
す
る
わ
た
し
の
探
究
』（M

eine 

N
achforschungen über den Gang der N

atur in der Entw
icklung des M

enschengeschlechts. （797

）（
2
（

で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
こ
の
論
文
を
中
心
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
根
本
思
想
を
考
察
し
た
い
。

一
、
問
題
の
設
定
〜『
探
究
』
で
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
一
七
九
七
年
に
『
人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
探
究
』（M

eine 

N
achforschungen über den Gang der N

atur in der Entw
icklung des M

enschengeschlechts. （797.

以
下
略
称
『
探

究
』）（

（
（

を
発
表
し
た
。
こ
の
論
文
の
構
想
は
、
す
で
に
一
七
八
〇
年
に
『
隠
者
の
夕
暮
』（D

ie A
bendstunde eines Einsiedlers, 

（780

）（
以
下
略
称
、『
夕
暮
』）（

2
（

刊
行
以
来
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
す
べ
て
の
哲
学
的
な
考
察
の
永
遠
の
課
題
で
あ
る
『
人

間
と
は
何
か
』『
人
類
と
は
何
か
』
と
い
う
問
い
に
、
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
自
分
の
個
人
的
な
経
験
に
し
た
が
っ
て
、
彼
は
そ
の
問
、

い
ろ
い
ろ
な
時
期
に
、
す
ぐ
れ
て
教
育
学
的
な
見
地
か
ら
あ
る
い
は
政
治
的
な
見
地
か
ら
、
と
き
に
楽
天
的
に
、
あ
る
い
は
よ
り
悲
観

的
に
取
り
扱
っ
た
。

　

ま
ず
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
生
き
た
歴
史
的
社
会
的
状
況
を
見
て
お
き
た
い
。
一
八
世
紀
後
半
の
ス
イ
ス
を
中
心
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
世
界
の
情
勢
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
当
時
の
社
会
悪
、
人
間
の
堕
落
を
素
朴
で
純
情
な
農
民
た
ち
が
幸
せ
に

暮
ら
し
て
い
た
純
農
村
へ
の
紡
績
業
の
侵
入
に
よ
る
労
働
と
、
家
庭
生
活
の
様
態
の
急
激
な
変
化
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
当

時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
諸
国
で
は
、
す
で
に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
段
階
に
入
っ
て
お
り
、
分
業
化
さ
れ
た
作
業
に
よ
っ
て
大
量
生

産
を
く
わ
だ
て
る
と
い
う
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
。
後
の
産
業
革
命
期
ほ
ど
、
激
し
く
、
大
規
模
で
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
も
と
で
の
年
少
労
働
者
の
賃
労
働
、
し
か
も
、
単
調
で
、
心
身
を
む
し
ば
む
長
時
間
労
働
が
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
う

し
た
前
期
資
本
主
義
の
純
農
村
へ
の
侵
入
は
人
間
の
知
恵
と
人
間
形
成
に
と
っ
て
大
切
な
自
然
の
場
で
あ
る
農
耕
的
生
産
を
主
と
す
る

家
庭
生
活
を
、
親
に
も
子
ど
も
に
も
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。
農
村
に
お
け
る
季
節
の
変
化
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
創
意
を
働
か
せ
な

が
ら
、
た
が
い
に
励
ま
し
合
い
な
が
ら
、
鍬
を
握
っ
て
大
地
を
耕
す
家
族
共
同
の
農
耕
的
生
産
生
活
こ
そ
、
真
の
自
然
の
教
育
の
場
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
生
産
の
農
村
へ
の
侵
入
に
よ
っ
て
崩
れ
さ
り
つ
つ
あ
っ
た
。（

3
（

　

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
弊
害
の
な
か
で
、
失
わ
れ
ゆ
く
人
間
性
の
回
復
を
願
っ
て
の
叫
び
が
、「
わ
た
し
と
は
何
も
の
か
」「
人
類

と
は
何
も
の
か
」
と
、
自
問
す
る
熟
慮
の
な
か
で
、
人
間
の
自
然
の
本
質
の
究
明
を
著
し
た
の
が
、『
夕
暮
』
と
『
探
究
』
で
あ
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（Eduard Spranger

）（
4
（

は
、「
こ
の
『
夕
暮
』
と
『
探
究
』
の
二

つ
の
書
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
独
自
の
個
性
的
な
世
界
を
展
開
し
て
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
根
本
思
想
の
研
究
に
と
っ
て
見
逃
す

こ
と
の
で
き
な
い
意
義
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
の
両
書
の
難
解
さ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
つ
い
て
、
数
十
年
間
研
究
を
続
け
て
き
た
わ
た
し
に
は
、
つ
ね
に
一
つ
の
謎
が
つ
き
ま
と
っ
て
き
た
。
彼
が

理
解
さ
れ
る
の
に
か
く
も
困
難
で
あ
る
の
は
、
ど
こ
に
原
因
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
に
表
現
力
が
不
足
し
て
い

る
か
ら
だ
と
は
思
わ
な
い
。

　

と
い
う
の
は
、
彼
は
む
し
ろ
生
ま
れ
つ
き
能
弁
家
で
、
そ
の
話
し
方
た
る
や
、
あ
る
い
は
炎
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
剣
の
よ
う
に
、
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あ
る
い
は
ま
た
、
静
か
な
さ
さ
や
き
か
ら
荒
れ
狂
う
嵐
に
い
た
る
ま
で
、
お
よ
そ
読
者
の
心
情
を
感
動
さ
せ
る
手
法
の
す
べ
て
に
精
通

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と（

5
（

述
べ
て
い
る
。

　

さ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
『
夕
暮
』
刊
行
後
、
す
で
に
一
七
八
〇
年
代
の
始
め
か
ら
『
探
究
』
執
筆
の
構
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と

は
、
一
七
八
五
年
一
二
月
一
〇
日
付
け
チ
ン
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
宛
の
書
簡
で
「
わ
れ
わ
れ
人
間
の
自
然
の
本
質
的
の
根
本
衝
動
に
関
し
、

ま
た
現
代
に
至
る
ま
で
人
類
が
多
様
な
境
遇
の
中
で
多
か
れ
少
な
か
れ
被
っ
て
き
た
、
あ
ら
ゆ
る
幸･

不
幸
の
出
来
事
の
歴
史
と
経
験

と
に
関
す
る
探
究
に
よ
っ
て
、
従
来
な
お
明
瞭
に
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
と
思
わ
れ
る
、
正
し
い
人
間
教
育
の
一
般
的
理
論
を
明
ら
か
に

し
、
ま
た
正
確
に
叙
述
す
る
と
い
う
計
画
」
を
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
も
っ
て
い
て
、
こ
の
計
画
は
「
小
説
第
四
部
（『
リ
ー
ン
ハ
ル
と

ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』）
の
完
成
以
上
に
」
彼
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集

（
批
判
版
）
の
第
九
巻･

一
〇
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
厖
大
な
量
の
『
読
書
摘
録
』（

6
（

は
一
七
八
五
年
六
年
そ
し
て
八
年
の
も
の
だ
が
、

そ
れ
が
『
探
究
』
執
筆
の
た
め
の
資
料
集
め
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
人
間

に
関
し
、
ま
た
人
間
の
教
育
に
関
す
る
研
究
の
た
め
に
資
料
を
集
め
、
こ
の
究
極
の
目
的
の
た
め
に
読
書
す
る
と
い
う
構
想
に
と
り
か

か
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
年
の
わ
た
し
に
と
っ
て
は
一
つ
の
新
し
い
仕
事
で
す
」（

7
（

と
、
友
人
ミ
ュ
ン
テ
ル
に
宛
て
た
書
簡
の
な

か
で
述
べ
て
い
る
。

　
『
探
究
』
の
著
作
の
最
大
の
意
図
は
、
人
類
社
会
の
最
も
本
質
的
な
問
題
を
あ
く
ま
で
も
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
の
生
命
体
験
へ

の
反
省
に
即
し
て
、
究
明
し
よ
う
と
し
た
誠
実
な
探
究
の
成
果
で
、
彼
の
数
多
い
著
作
の
な
か
で
、
最
も
深
刻
で
か
つ
ま
た
包
括
的
な

人
間
探
究
の
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
言
で
い
え
ば
混
沌
と
し
て
い
る
一
八
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
「
人
間
的
真
実
」

の
探
究
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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二
、『
探
究
』
に
至
る
思
索
の
発
展
過
程

　
『
探
究
』
の
完
成
に
至
る
ま
で
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
索
発
展
の
紆
余
曲
折
の
過
程
を
、
た
ど
っ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
七
九
七
年
に
『
探
究
』
が
完
成
す
る
が
、
す
で
に
一
七
八
〇
年
に
『
夕
暮
』
の
刊
行
時
に
そ
の
思
想
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
根
本
思
想
と
も
言
う
べ
き
『
探
究
』
の
完
成
ま
で
の
苦
悩
の
連
続
の
一
〇
余
年
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ

の
間
の
彼
の
思
索
の
軌
跡
を
発
表
し
た
著
作
・
論
文
の
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
期
間
を
お
よ
そ
三
期
に
区
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
期
〜
一
七
八
二
年
か
ら
一
七
八
七
年
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』（
校
訂
版
）
第
九
巻
（Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 9. 

Band bearbeitet von Em
anuel D

ejung. W
alter Guyer. H

erbert Schönebaum

（Berlin und Leipzig （930

）
こ
の
巻
の

所
収
論
文
は
八
編
で
あ
る
、
そ
の
中
に
本
稿
で
は
『
自
然
と
社
会
の
状
態
に
つ
い
て
の
断
片
』
と
『
人
類
の
発
展
に
お
け
る
道
徳
的
諸

概
念
の
生
成
に
つ
い
て
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
期
の
彼
の
思
想
の
特
色
は
《
社
会
政
策
的
》
傾
向
を
示
し
て
い
る
。（

（
（

　

第
二
期
〜
一
七
八
七
年
か
ら
一
七
九
五
年
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』（
校
訂
版
）
第
一
〇
巻
、（Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 

（0. Band bearbeitet von Em
anuel D

ejung, H
erbert Schönebaum

.

（Berlin und Leipzig （93（

）。
所
収
論
文
一
九
編
で
、

そ
の
中
に
本
稿
で
は
『
然
り
か
否
か
』『
馬
鈴
薯
栽
培
を
呼
び
か
け
る
〜
フ
ラ
ン
ス
政
治
誌
に
〜
』『
シ
ュ
テ
ー
フ
ナ
ー
運
動
の
犠
牲
者

の
た
め
の
代
弁
』『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
の
自
由
の
友
へ
』
の
四
論
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
期
の
思
索
の
特
色
は
《
社
会
哲
学･

政

治
哲
学
的
》
傾
向
を
示
し
て
い
る
。（

2
（

　

第
三
期
〜
一
七
九
五
年
か
ら
一
七
九
七
年
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』（
校
訂
版
）
第
一
一
巻
、Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 

（（. Band bearbeitet von Em
anuuel D

ejung. H
inrich K

nitterm
eyer.

（Berlin und Leipzig （93（

）
こ
の
巻
の
所
収
論
文
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九
編
、
そ
の
中
に
本
稿
で
は
『
家
の
た
め
の
祈
り
』
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
期
の
思
索
の
傾
向
は
主
と
し
て
《
政
治
改
革･

経
済
政

策･

市
民
の
道
徳･

教
育
問
題
》
等
が
中
心
課
題
で
あ
っ
た
。（

3
（

（
一
）『
自
然
と
社
会
に
つ
い
て
の
断
片
』
の
考
察

　

ま
ず
、
一
七
八
三
年
に
は
『
自
然
と
社
会
の
状
態
に
つ
い
て
の
断
片
』（Fragm

ent über den Stand der N
atur und der 

Gesellschaft, （783.
以
下
略
称
『
断
片
』）（

4
（

は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
『
探
究
』
に
お
い
て
完
成
す
る
彼
の
思
想
の
萌
芽
的
発
展
過
程

に
お
い
て
、
最
初
に
書
き
と
め
た
覚
書
と
し
て
の
断
片
で
あ
る
。

　

こ
の
覚
書
は
、
彼
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
や
読
書
を
通
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
脳
裏
に
描
か
れ
た
問
題
を
断
片
的
に
書
き
留

め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
何
ら
ま
と
ま
っ
た
思
想
の
論
理
的
展
開
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

『
探
究
』
の
中
心
概
念
と
な
る
《
自
然
状
態
》《
社
会
状
態
》《
道
徳
状
態
》
と
い
う
人
間
の
異
な
る
三
状
態
の
概
念
と
、
そ
れ
ら
三
つ

の
状
態
の
間
の
推
移
と
発
展
と
い
う
『
探
究
』
に
お
い
て
み
ら
れ
る
思
考
の
方
式
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
『
断
片
』
を
基
礎
資
料
と
し
て
、
人
間
に
お
け
る
道
徳
性
の
成
立
の
根
拠
に
つ
い
て
、
一
七
八
六
年
か
ら

一
年
か
け
て
『
人
間
の
発
展
に
お
け
る
道
徳
的
諸
概
念
の
生
成
に
つ
い
て
』（Ü

ber die Entstehung der sittlichen Begriffe in 

der Entw
icklung der M

enschheit, （786-7.

以
後
略
称
、『
生
成
』）（

5
（

を
著
し
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
、
自
由
な
一
市

民
と
し
て
自
己
の
見
解
を
表
明
し
た
『
然
り
か
否
か
』（Ja oder N

ein?, （793.

）（
6
（

に
お
い
て
、
絶
対
主
義
に
よ
る
政
治
的
支
配
を
超

え
た
次
元
に
、
各
個
人
の
人
格
性
の
道
徳
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
が
、
こ
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
考
の
発
展
は
『
探

究
』
に
お
い
て
結
実
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
断
片
』
に
つ
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
考
の
軌
跡
を
見
て
お
き
た
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
近
代
国
家
に
お
け
る
国
家
権
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
国
家
は
権
力
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
意
志
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
徳
を
命
じ
悪
徳
を
こ
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い

で
は
な
い
か
。
国
家
は
た
だ
権
利
を
保
護
し
、
各
人
の
安
定
し
た
現
存
の
所
有
の
享
受
が
、
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
宗
教
は
、
国
家
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
道
徳
的
知
恵
の
偉
大
な
前
進
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
信
仰
箇
条
は
、
現
存
の
所
有
の
権
利
に
は
触
れ
ず
、
従
っ
て
政
府
と
も
関
係
な
い
。
各
自
は
信
仰
の
教
義
に
従
う
べ

き
で
あ
る
！
道
徳
的
善
や
道
徳
的
義
務
を
、
政
治
的
権
利
と
混
同
し
、
或
い
は
法
的
に
正
し
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
宗
教
の
善
と
混
同

す
る
こ
と
は
、
真
実
の
国
家
政
治
の
単
純
な
観
点
を
混
乱
さ
せ
る
が
、
こ
の
混
乱
は
そ
れ
が
防
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
あ
た
か
も
そ

の
犯
罪
を
植
え
付
け
る
。
神
へ
の
奉
仕
を
強
制
し
た
り
、
徳
を
植
え
付
け
る
た
め
に
、
権
力
を
強
制
し
た
り
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ

る
」（

7
（

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
『
然
り
か
否
か
』
に
お
い
て
論
究
さ
れ
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
的
国

家
」
観
の
否
定
に
通
じ
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
国
家
観
や
宗
教
観
に
と
っ
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
国
家
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近
代
国
家
に
お
け
る
政
治
と
道
徳
と
の
分
離
が
生
ま

れ
、
そ
こ
か
ら
神
へ
の
奉
仕
を
強
制
し
た
り
、
徳
を
植
え
付
け
る
た
め
に
権
力
を
強
制
し
た
リ
す
る
の
で
は
な
く
て
、
国
家
は
た
だ
権

利
を
保
護
し
、
各
人
の
安
定
し
た
現
存
の
所
有
の
享
受
が
、
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
の
深
い
認
識
の
正
当
性
が
理
解
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
彼
が
こ
の
書
に
お
い
て
財
産
の
保
証
と
い
う
点
に
、
す
べ
て
の
政
治
や
道
徳
や
教
育
の
立
脚
地
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
こ
と
は
、
生
活
現
実
か
ら
思
索
し
た
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
独
特
の
考
え
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
政
治
の
道
徳
は
、
常
に
各
自
に
最
低
の
財
産
な
い
し
所
有
を
保
障
し
、
そ
の
基
礎
の
上
で
、
各
人
の
権
利
を
確
立
し
て
行
く
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こ
と
に
あ
る
と
考
え
、「
す
べ
て
の
階
層
の
現
実
の
所
有
の
完
成
と
パ
ン
を
得
る
こ
と
の
基
礎
が
、
政
治
的
な
立
法
の
最
も
大
切
な
目

的
で
あ
る
。
各
階
層
の
人
々
に
と
っ
て
、
最
も
適
切
な
習
慣
と
道
徳
と
の
方
向
づ
け
、
す
な
わ
ち
、
パ
ン
を
取
得
す
る
道
を
完
成
す
る

こ
と
が
、
各
階
層
に
お
け
る
市
民
の
安
全
保
障
の
基
礎
を
破
壊
す
る
す
べ
て
の
犯
罪
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
予
防
方
法
で
あ
る
」

と
、（

8
（

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
人
々
の
権
利
と
所
有
と
が
社
会
的
に
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
一
八
世
紀
末
の
絶
対
主
義
体
制
か
ら
、
近
代
市
民

社
会
へ
の
転
換
期
に
あ
っ
た
社
会
的
状
況
の
中
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
政
治
観
や
社
会
観
と
し
て
、
極
め
て
正
義
観
に
充
ち
た
発
言

で
あ
り
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
『
断
片
』
の
最
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
言
葉
は
、
社
会
秩
序
を
い
か
に
維
持
し
、
幸

せ
な
民
衆
の
家
庭
生
活
を
維
持
し
て
行
く
か
、
彼
の
社
会
観
を
知
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
言
葉
で
あ
る
。

　
「
社
会
的
な
現
象
が
、
生
産
階
層
（
労
働
者
階
級
）
の
根
底
を
保
障
し
、
民
衆
の
中
に
そ
の
境
遇
と
不
似
合
い
の
消
費
へ
の
衝
動
を

ひ
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
秩
序
正
し
い
生
活
と
労
働
と
の
精
神
を
破
壊
し
な
い
こ
と
が
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
知
恵
の
達
成
と
確

立
の
た
め
の
本
質
的
な
欲
求
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
に
商
人
階
級
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
」（

9
（

と
、
結
ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
書
は
『
探
究
』
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
彼
の
政
治
的
社
会
的
思
想
の
成
熟
が
、
ど
の
よ
う
な
彼
の
苦
悩
と

努
力
を
経
て
、
ま
た
い
か
な
る
か
れ
の
苦
難
の
体
験
に
よ
っ
て
、
一
〇
年
後
に
た
ど
り
着
く
か
を
知
る
う
え
で
、
彼
の
精
神
的
発
展
を

究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
二
）『
人
類
の
発
展
に
お
け
る
道
徳
的
諸
概
念
の
生
成
に
つ
い
て
』
の
考
察

　

次
に
、『
探
究
』
に
至
る
た
め
の
重
要
な
文
献
は
、
一
七
八
六
年
か
ら
一
年
間
か
け
て
書
い
た
『
人
類
の
発
展
に
お
け
る
道
徳
的
諸
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概
念
の
生
成
に
つ
い
て
』（Ü

ber die Entstehung der sittlichen Begriffe in der Entw
icklung der M

enschheit, （786-7. 
以
後
『
生
成
』
と
標
記
）
で
あ
る
。

　

こ
の
『
生
成
』
は
、
一
七
八
三
年
に
『
断
片
』
で
発
表
し
た
内
容
を
道
徳
的
側
面
か
ら
補
足
し
よ
う
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
編
は
、『
地
方
道
徳
の
価
値
』
や
『
社
会
の
状
態
が
林
野
の
状
態
よ
り
ま
さ
る
時
期
如
何
』（
い
ず
れ
も
一
七
八
五
年
か
ら

八
七
年
頃
に
書
か
れ
た
も
の
）
な
ど
の
論
稿
と
共
に
、
人
類
の
歴
史
的
発
展
と
い
う
大
き
な
主
題
を
、
体
系
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た

主
著
『
探
究
』
の
た
め
の
準
備
と
し
て
書
か
れ
た
論
稿
で
あ
る
。

　
『
生
成
』
に
お
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
こ
で
「
人
間
の
道
徳
的
諸
概
念
の
発
展
の
源
泉
は
何
処
に
あ
る
の
か
」
を
考
究
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
人
間
の
道
徳
諸
概
念
は
、
人
間
と
人
間
と
の
結
合
の
産
物
で
あ
り
、
人
間
が
他
の
人
間
と
関
係
し
な
い
な
ら

そ
れ
ら
は
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。」（

（0
（

　

さ
ら
に
、「
自
然
は
経
験
の
一
定
の
順
序
段
階
を
通
じ
て
道
徳
的
諸
概
念
を
あ
ら
わ
す
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
最
初
の
基
本
的
輪
郭

は
、
自
然
状
態
、
す
な
わ
ち
人
類
が
ま
だ
明
確
な
社
会
に
踏
み
入
っ
て
い
な
い
状
態
の
う
ち
に
も
、
既
に
明
ら
か
に
存
在
す
る
の
で
あ

る
。」（

（（
（

と
云
う
基
本
的
な
予
想
に
立
っ
て
、
人
類
に
お
け
る
道
徳
発
展
の
自
然
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
人
間
の
自
然
の
衝
動
が
い
か
に
し
て
、
道
徳
的
本
質
へ
と
生
成
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
こ
の
『
生
成
』
の
中
心
テ
ー
マ

を
な
し
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
論
稿
で
、
従
来
か
ら
の
問
題
設
定
の
視
点
を
、
一
八
〇
度
転
換
し
て
い
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、

彼
は
「
人
間
は
本
来
い
か
に
し
て
堕
落
す
る
か
」
を
尋
ね
た
が
、
こ
こ
で
は
、「
人
間
の
本
性
は
道
徳
的
存
在
で
あ
る
」
と
言
う
。
そ

れ
で
は
、
善
の
萌
芽
は
何
処
に
在
る
の
か
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
の
思
想
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
最
も
原
始
的
な
状
態
か
ら
出
発

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
論
文
の
始
め
に
述
べ
て
い
る
が
、
彼
は
果
実
を
集
め
る
よ
う
な
最
も
単
純
な
人
間
の
行
為
を
、
次
の
よ
う
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に
描
い
て
い
る
。

　

道
徳
的
な
も
の
は
、
そ
こ
で
の
人
と
人
と
の
出
会
い
と
共
感
の
中
に
萌
芽
し
て
く
る
と
、
彼
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
一
人
が

幸
運
に
も
多
く
の
胡
桃
を
見
つ
け
、
他
の
人
は
少
し
し
か
見
つ
け
な
い
と
き
、
余
分
に
も
っ
て
い
る
人
が
、
ま
だ
少
し
し
か
持
っ
て
い

な
い
人
を
見
る
な
ら
、
彼
は
そ
の
人
も
欲
し
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
彼
に
分
け
て
や
る
か
、
そ
れ
と
も
分
け
て
や
ら
な
い
か
、

そ
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。

　

も
し
彼
が
相
手
に
分
け
て
や
る
な
ら
、
こ
の
原
始
人
の
う
ち
に
快
感
が
生
ず
る
が
、
反
対
の
場
合
に
は
不
快
の
感
情
が
生
ず
る
。
す

な
わ
ち
善
悪
の
概
念
の
本
質
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
、
今
日
あ
な
た
が
余
分
の
も
の
の
中
か
ら
分
け
て

や
っ
た
原
始
人
が
、
あ
な
た
が
翌
日
す
べ
て
失
っ
て
し
ま
う
の
を
見
て
、
同
じ
よ
う
に
分
け
て
く
れ
、
し
か
も
あ
な
た
に
分
け
る
こ
と

を
喜
ぶ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
感
謝
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
道
徳
的
感
情
の
本
質
が
生
ず
る
」（

（2
（

　

こ
の
よ
う
に
、
道
徳
性
が
萌
芽
し
可
能
と
な
る
必
然
的
前
提
は
、
人
と
人
と
の
関
係
の
中
に
存
在
す
る
と
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
考
え

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
道
徳
が
人
間
の
衝
動･

欲
望
の
制
御
で
あ
り
制
限
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、「
人
類

が
自
然
状
態
か
ら
道
徳
状
態
へ
と
進
歩
す
る
に
は
、
陶
冶
さ
れ
た
克
己
の
力
が
本
質
的
に
必
要
で
あ
る
。
も
し
、
人
間
が
こ
の
克
己
の

力
を
も
た
ず
、
ま
た
こ
の
力
の
真
の
長
所
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
も
た
な
い
な
ら
、
社
会
的
陶
冶
も
人
間
を
自
然
の
状
態
以
上
に
高

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
以
下
に
堕
落
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。」（

（3
（

　

と
述
べ
、
道
徳
の
目
的
は
か
か
る
自
己
制
御
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
然
衝
動
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
彼
は
考
え
て

い
る
。

　

さ
ら
に
「
道
徳
的
陶
冶
も
真
理
の
探
究
も
、
そ
れ
が
人
類
を
向
上
さ
せ
得
る
た
め
に
は
、･･･

単
に
真
理
の
た
め
の
真
理
は
、
人
間
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に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
彼
が
そ
れ
を
得
た
と
し
て
も
、
自
然
は
も
と
も
と
彼
と
何
の
関
係
も
な
い
そ
の
よ
う
な
も
の
の
幻
影

か
ら
、
彼
を
引
き
離
し
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
私
の
自
然
の
第
一
の
要
求
と
一
致
す
る
真
理
、
わ
た
し
の
生
活
の
第
一
の
時
務
を
照
明
し
て
く
れ
る
真
理
は
、
人
類
の
自

然
を
奥
底
か
ら
満
足
さ
せ
る
。」（

（4
（

　

こ
の
よ
う
な
真
理
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
究
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
に
お
け
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
社
会
状
態
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
人
々
が
自
由
な
行
動
の
主
体
と

し
て
、
自
由
な
活
動
を
合
理
化
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
見
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
の
社
会
制
度
の
中
で
と
り
わ
け
《
所
有
》
な
い
し
《
財
産
》
を
「
人
類
の
道
徳
の
本
来
の
源
泉
」
と
見
、「
人
間
の
道
徳
は

彼
ら
の
所
有
を
通
じ
て
発
展
す
る
」
と
し
て
、
私
有
財
産
制
を
極
め
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
道
徳
を
常
に
経
済
的
条
件
に
結
び
つ

け
て
考
え
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
基
本
的
態
度
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
ル
ソ
ー
（Jean-Jacques Rousseau, （7（2-（778

）（
（5
（

の
「
原
始
自
然
状
態
」
や
「
不
平
等
の
起
源
」
に
影
響

さ
れ
つ
つ
も
、
民
衆
の
職
業
生
活
や
労
働
の
も
つ
道
徳
的
意
義
を
真
剣
に
考
え
る
彼
は
、
ル
ソ
ー
を
空
想
的
だ
と
厳
し
く
非
難
し
て
い

る
の
も
、
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
論
文
『
生
成
』
は
、
あ
く
ま
で
も
『
探
究
』
へ
の
構
想
の
中
で
書
き
と
め
ら
れ
た
断
片
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
自
然
や
社
会
や

道
徳
の
本
質
的
な
も
の
の
考
察
、
そ
れ
ら
相
互
の
深
刻
な
矛
盾
の
把
握
、
さ
ら
に
論
述
の
不
十
分
等
々
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
、『
探

究
』
の
論
述
に
は
及
ぶ
べ
き
も
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、『
探
究
』
の
完
成
よ
り
一
〇
年
も
前
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、『
探
究
』
に
結

集
さ
れ
た
彼
の
根
本
思
想
の
成
熟
が
、
い
か
に
長
期
に
わ
た
る
苦
心
と
努
力
と
の
結
果
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か

ら
言
っ
て
、
こ
の
『
生
成
』
か
ら
も
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
根
本
思
想
を
究
明
す
る
上
で
貴
重
な
文
献
で
あ
る
と
言
え
る
。
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（
三
）『
然
り
か
否
か
』
の
考
察

　

次
に
、
一
七
九
三
年
に
書
か
れ
た
、『
然
り
か
否
か
─
上
層
お
よ
び
下
層
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
市
民
感
情
に
つ
い
て
の
一
自
由

人
に
よ
る
意
見
の
表
明
─
』（Ja oder N

ein?,

）
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、
自
由
な
一
市
民
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
自
己

の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
問
題
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
彼
の
働
き
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
命
中
に
は
公
刊
す
る
こ
と

を
時
勢
は
許
さ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
書
は
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann Gottlieb Fichte, （762-（8（4

）（
（6
（

の
勧
め
も
あ
っ
て
、
文
化
哲
学
的
な
い
し
歴
史
哲
学
的
な
体
裁

の
も
の
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
『
然
り
か
否
か
』
は
、『
探
究
』
の
前
奏
曲
を
な
す
ば
か
り
で
は
な
く
、『
探
究
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
複
雑
な
思
想
の
中
心
理
念

が
、
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
も
、
こ
の
『
然
り
』
の
も
つ
意
義
は
大
き
い
と
言
え
る
。

　

こ
の
書
の
冒
頭
「
ま
え
が
き
」
で
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
問
題
提
起
を
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
支
配
の
原
則
は
わ
た
し
の
青
年
時
代
以
来
、
こ
の
冊
子
で
述
べ
る
よ
う
な
印
象
を
わ
た
く
し
に
与
え

て
き
た
。･････

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
侯
が
も
は
や
彼
の
王
冠
に
安
心
し
て
お
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
時
代
の
啓
蒙
に
責
任
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
真
に
正
し
い
事
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
と
人
権
と
に
関
す
る
流
行
の
饒
舌
が
、
政
治
当
局
の
権
力
を
決
定
的
な
危
険
に
陥
れ

て
い
る
と
い
う
の
は
、
真
に
正
し
い
だ
ろ
う
か
。････
全
民
衆
が
、
す
べ
て
の
現
在
の
諸
権
力
の
所
有
状
態
の
上
に
新
し
い
王
冠
を

築
き
上
げ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
大
陸
に
無
秩
序
を
広
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
悪
漢
た
ち
の
ク
ラ
ブ
に
売
り
わ
た
さ
れ
た
と
い

う
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
る
い
は
以
上
す
べ
て
は
、一
つ
の
夢
想
な
の
か
。
す
な
わ
ち
、
反
対
に
、
我
々
の
時
代
の
境
遇
を
不
幸
に
し
た
の
は
、
強
大
で
決

定
的
な
統
治
の
迷
妄
と
苦
痛
と
不
正
と
で
あ
ろ
う
か
。」（

（7
（
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フ
ラ
ン
ス
革
命
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
し
て
断
言
で
き
る
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
啓
蒙
の
哲
学
」
や
人
権
や
社
会
契
約
の
自
然
法

的
理
論
が
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
民
衆
の
基
本
的
な
諸
欲
求
を
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
当
時
の
支

配
体
制
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
べ
き
か
、
換
言
す
れ
ば
大
革
命
を
し
な
け
れ
ば
民
衆
の
生
存
が
侵
害
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
べ

き
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
よ
れ
ば
支
配
的
階
層
は
、
革
命
の
中
心
原
因
と
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
人
権
理
念
を
あ
げ
、
革

命
は
「
哲
学
」
お
よ
び
「
民
主
主
義
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
新
し
い
《
哲
学
》
を
軍
隊
に

よ
っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」（

（8
（

と
叫
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
民
衆
の
側
に
立
つ
人
々
は
、
絶
対
主
義
の
持
つ
圧
政
と
国
家
体
制
と
が
、
革
命
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
相
入
れ
な
い
両
者
の
前
に
立
た
さ
れ
た
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
判
断
は
い
と
も
明
確
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
《
哲
学
》
や
《
民
主
主
義
》
で
は
な
く
て
、《
現
実
の
状
況
》
こ
そ
が
革
命
の
原
因
で
あ
る
。「
人
間
の
実

質
的
権
利
が
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
ん
な
に
一
般
的
に
、
そ
ん
な
に
強
制
的
に
、
そ
ん
な
に
内
密
に
、
そ
ん
な
に
人
為
的

に
、
政
府
の
力
で
き
れ
い
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。」（

（9
（

と
、
彼
は
述
べ
て
い
る
。

　

革
命
は
社
会
の
最
も
奥
深
い
地
殻
の
変
動
で
あ
り
、
歴
史
の
必
然
で
あ
り
、
時
代
の
歴
史
的
現
実
状
況
の
中
か
ら
の
発
現
で
あ
る
。

　

決
し
て
い
わ
ゆ
る
、「
啓
蒙
の
哲
学
」
や
「
民
主
主
義
」
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
外
部
的
な
誘
惑
や
扇
動
の
結
果
で
は
な
い
と
ペ
ス

タ
ロ
ッ
チ
ー
は
考
え
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
は
、
革
命
の
投
げ
か
け
た
衝
撃
が
、
い
ま
だ
生
々
し
い
現
実
性
を
も
っ
て
人
々
の
存
在

を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
て
い
た
時
で
あ
り
、
次
々
と
蜂
起
す
る
異
常
な
事
件
は
、
人
々
に
恐
怖
に
満
ち
た
心
理
的
連
鎖
反
応
を
も
引

き
起
こ
し
、
不
安
と
動
揺
と
が
社
会
全
体
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
た
よ
う
な
時
で
あ
っ
た
。
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そ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
革
命
の
原
因
に
つ
い
て
、
冷
静
な
社
会
的
状
況
へ
の
洞
察
を
誤
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
こ
の
洞
察
を
基
礎
と
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
異
常
な
出
来
事
を
越
え
て
、
よ
り
高
い
歴
史
的
状
況
の
中
で
革
命
の
原
因
を
鋭
く
追
求

し
て
い
る
。

　
『
然
り
』
の
中
心
的
課
題
を
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
結
論
的
に
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
は
『
道
徳
的
国
家
』
観
の
否
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
故
か
と
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的･

道
徳
的
な
も
の
を
政
治
的
権
力
的
領
域
か
ら
原
理
的
に
区
別
し
、
新
た
に
人
間
の
《
最
も
内
的

な
自
然
》
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
と
社
会
、
道
徳
と
政
治
、
内
と
外
と
の
二
律
背
反
的
な
緊
張･

対
立
を
自
覚
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
七
八
〇
年
代
の
《
自
然
の
途
》
を
巡
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
索
の
基
調
は
、『
夕
暮
』
な
ど
に
お
い
て
最
も
典
型
的
に
象
徴
と

さ
れ
て
い
た
家
庭
的
道
徳
的
精
神
の
賛
美
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
精
神
の
連
続
的
拡
大
と
し
て
、
現
実
国
家
を
道
徳
化
す
る
と
い
う
意

図
だ
っ
た
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
道
徳
的
な
家
父
長
的
な
人
格
関
係
を
、
そ
の
ま
ま
現
実
政
治
の
規
範
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
は
再
建
さ
れ

救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
う
さ
れ
う
る
と
い
う
道
徳
的
国
家
な
い
し
道
義
国
家
の
理
念
で
あ
っ
た
。

　

国
家
を
道
徳
国
家
な
い
し
道
義
国
家
と
み
る
、
い
わ
ば
「
神
の
国
」
と
し
て
み
る
と
い
う
思
想
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
当
時
の

絶
対
主
義
国
家
体
制
を
、
正
当
化
す
る
「
哲
学
」
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

従
っ
て
、『
然
リ
』
に
お
い
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
「
キ
リ
ス
ト
教
的
国
家
」
観
な
い
し
「
道
徳
的
国
家
」
観
を
拒
絶
す
る
に
至
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
新
し
い
国
家
観
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
「
新
し
い
国
家
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
。
否
な
、
そ
れ
は
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
と
国
家
と
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は
根
本
的
に
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
福
音
主
義
は
決
し
て
市
民
法
の
体
系
で
は
な
い
」「
現
実
界
は
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
統

治
さ
れ
な
い
」「
統
治
は
ほ
ん
ら
い
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
。
国
家
は
国
家
と
し
て
そ
の
制
度
の
本
質
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
反
キ

リ
ス
ト
教
的
に
行
動
す
る
」

　

従
っ
て
、
今
や
「
王
侯
が
キ
リ
ス
ト
教
的
に
統
治
す
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
。」

　

こ
の
よ
う
な
発
言
を
通
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
当
時
の
絶
対
主
義
体
制
を
基
礎
づ
け
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
国
家
と
い
う
観
念

を
明
確
に
否
定
し
た
。

　

結
局
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
内
的
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
国
家
は
あ
く
ま
で
も
権
力
の
秩

序
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
厳
格
に
分
離
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

政
治
権
力
が
政
治
権
力
で
あ
る
限
り
、
人
間
の
良
心
を
外
か
ら
侵
害
し
、
内
面
か
ら
自
由
な
発
想
を
生
気
づ
け
た
代
わ
り
に
、
強
引

に
外
か
ら
、
こ
れ
に
干
渉
す
る
よ
う
に
な
る
危
険
性
か
ら
決
し
て
免
れ
な
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
か
か
る
状
態
を
批
判
し
、
改
造
す
る
主
体
的
個
性
を
陶
冶
し
、
形
成
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
彼
は
こ
の
課
題
の
理
論
的
探
究
を
『
探
究
』
に
お
い
て
遂
行
し
、『
シ
ュ
タ
ン
ツ
』（

20
（

に
お
い
て
、
こ
の
理
論
的
探
究
の
実
践
に
取

り
組
む
の
で
あ
る
。

（
四
）
そ
の
他
、『
探
究
』
へ
至
る
（
一
七
九
五
年
か
ら
一
七
九
七
年
）
諸
論
考
の
考
察

　
（
そ
の
一
）『
馬
鈴
薯
栽
培
を
呼
び
か
け
る
』（A

ufruf zum
 K

artoffelbau, （794

）
は
、『
然
り
』
に
引
き
続
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
が
革
命
以
後
の
混
乱
と
飢
餓
と
に
直
面
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
、
特
に
農
民
の
経
済
対
策
に
対
し
て
時
局
の
危
機
を
訴
え
た
も

の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
革
命
後
の
混
乱
状
態
の
中
で
民
衆
を
飢
餓
の
危
険
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
食
糧
の
増
産
が
急
務
と
な
っ
て
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い
た
。

　

食
糧
増
産
に
対
す
る
、
と
り
わ
け
馬
鈴
薯
栽
培
に
関
す
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
専
門
的
知
識
は
、
ノ
イ
ホ
ー
フ
以
来
で
あ
る
。
農
業

経
営
者
と
し
て
民
衆
救
済
の
念
願
に
燃
え
、
農
業
に
つ
い
て
の
知
識
や
技
術
に
精
通
し
て
い
た
、
彼
の
重
要
な
一
面
が
鮮
や
か
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
小
論
の
冒
頭
「
革
命
が
民
衆
の
経
済
的
欠
陥
の
た
め
に
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
く
し

は
前
か
ら
恐
れ
て
い
た
。････

」（
2（
（

と
述
べ
、
最
後
に
こ
う
述
べ
て
い
る
、

　
「
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
が
、
パ
ン
の
代
わ
り
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
馬
鈴
薯
を
食
用
に
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
。････

市
民
よ
！
テ
ル
の

息
子
よ
り
弱
気
に
な
る
な
！
確
固
と
し
て
静
か
に
立
て
！
必
要
な
ら
ば
い
つ
で
も
冷
静
な
力
強
さ
を
も
っ
て
。
パ
ン
を
節
約
す
る
と
き

に
も
、
馬
鈴
薯
を
食
べ
る
時
に
も
、
闘
い
に
の
ぞ
ん
で
も
。
そ
う
す
れ
ば
君
た
ち
は
祖
国
を
救
え
る
の
だ
！
」（

22
（

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
こ
で
農
業
専
門
家
と
し
て
、
革
命
後
の
民
衆
の
困
窮
の
救
済
に
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
し
た
彼
の
民
衆
救
済
の
活
動
は
、
お
の
ず
と
『
探
究
』
の
思
想
の
な
か
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。

　（
そ
の
二
）『
シ
ュ
テ
ー
フ
ナ
ー
運
動
の
犠
牲
者
の
た
め
の
代
弁
』

　

一
七
九
五
年
に
『
シ
ュ
テ
ー
フ
ナ
ー
運
動
の
犠
牲
者
の
た
め
の
代
弁
〜
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
政
府
に
〜
』（Fürsprache für die O

pfer 

der Stäfner Bew
egung （795

）
が
、
発
表
さ
れ
た
。

　

こ
の
小
論
は
、
革
命
の
嵐
が
フ
ラ
ン
ス
の
国
境
を
越
え
て
ス
イ
ス
に
も
波
及
し
て
き
た
。
こ
の
嵐
は
、
先
ず
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
の
一

帯
を
襲
っ
た
。
こ
の
地
方
に
お
け
る
自
由
化
運
動
の
中
心
地
は
、
湖
の
東
北
に
あ
る
シ
ュ
テ
ー
フ
ナ
ー
だ
っ
た
。
チ
ュ
ー
リ
ヒ
政
府
は

こ
う
し
た
運
動
の
中
に
革
命
の
開
始
を
予
感
し
、
武
力
を
も
っ
て
動
乱
を
鎮
圧
し
よ
う
と
し
た
。
一
七
九
五
年
七
月
五
日
に
は
シ
ュ

テ
ー
フ
ナ
ー
は
軍
隊
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
の
運
動
の
指
導
者
は
捕
ら
え
ら
れ
て
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
連
行
さ
れ
処
分
さ
れ
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る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

　

こ
の
危
機
的
事
件
を
眼
前
に
見
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
そ
の
犠
牲
者
の
た
め
に
、
代
弁
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
政
府

に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
小
論
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
尊
敬
す
べ
き
高
貴
な
人
々
、
祖
国
を
愛
す
る
人
々
に
！

　

わ
が
祖
国
の
臓
腑
を
引
き
裂
い
た
嵐
の
真
直
中
に
い
て
、
国
の
お
役
に
立
と
う
と
す
る
一
般
的
な
国
民
運
動
の
中
で
、
わ
た
し
が
た

だ
一
人
無
為
に
過
ご
す
こ
と
は
忍
び
な
い
。」（

23
（

と
切
実
な
心
情
に
燃
え
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
政
府
に
訴
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
わ
た
し
は
身
分
の
低
い
人
々
の
混
乱
の
中
に
、
自
分
の
生
活
を
溶
け
込
ま
せ
て
き
た
。
民
衆
の
経
験
は
わ
た
し
の
経
験

だ
。
彼
ら
の
感
情
は
わ
た
し
の
感
情
だ
。
彼
ら
の
真
理
は
わ
た
し
の
真
理
だ
。
わ
た
し
は
さ
ら
に
こ
う
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ほ
か
で
は
あ
り
よ
う
が
無
か
っ
た
の
だ
。
彼
ら
の
幾
つ
か
の
誤
謬
と
彼
ら
の
弱
点
ま
で
が
、
驚
く
ほ
ど
わ
た
し
の
そ
れ
に
一
致
し

て
い
る
の
だ
。」（

24
（

と
、
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
彼
は
古
き
時
代
の
単
純
さ
と
幸
福
と
の
回
想
か
ら
始
め
て
、
現
実
の
状
況
の
急
激
な
変
化
と
、
新
し
い
制
度
と
人
間
の

自
然
的
欲
求
と
の
不
調
和
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
生
活
の
不
幸
と
混
乱
と
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
の
だ
と
言
い
、
と
り
わ
け
経
済
的
生
活

条
件
の
変
化
が
、
国
家
の
一
切
の
状
況
の
根
本
改
革
を
要
求
し
、
工
業
及
び
商
業
の
発
展
は
、
従
来
の
農
業
中
心
の
国
家
制
度
の
変
革

を
必
須
な
ら
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
「
わ
た
し
が
最
後
に
こ
う
付
け
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
祖
国
が
わ
た
し
を
無
用
な
人
間

と
見
な
さ
ず
、
わ
た
し
の
最
後
の
日
々
を
な
ん
ら
か
の
方
法
で
祖
国
の
福
祉
の
た
め
に
振
り
向
け
る
よ
う
に
、
祖
国
が
わ
た
く
し
を
幸

福
に
も
評
価
し
て
く
れ
た
ら
、
わ
た
し
の
生
涯
の
夕
暮
れ
は
祝
福
さ
れ
る
だ
ろ
う
」（

25
（

と････

。　
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ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
こ
こ
で
の
洞
察
の
鋭
さ
は
、『
探
究
』
に
お
け
る
民
衆
の
政
治
参
加
の
精
神
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　（
そ
の
三
）『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
の
自
由
の
友
へ
』

　
『
然
り
か
否
か
』
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
意
見
の
表
明
で
あ
る
な
ら
ば
、『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
の
自
由
の

友
へ
』（A

n die Freunde der Freiheit am
 Zürichsee und der Enden, （795

）
と
『
シ
ュ
テ
ー
フ
ナ
ー
運
動
の
犠
牲
者
の
た

め
の
代
弁
』
と
の
二
つ
の
小
論
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
革
命
状
態
か
ら
生
じ
た
事
件
に
対
す
る
、
彼
の
宣
言
で
あ
り
意
見
表
明
で
あ
る
。

　

一
七
九
五
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
つ
い
に
ス
イ
ス
の
純
朴
な
民
衆
の
平
和
な
暮
ら
し
を
破
壊
す
る
に
至
っ
た
。
反
乱
と
混
乱
と

の
兆
し
は
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
の
地
方
に
も
現
わ
れ
て
き
た
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
見
る
よ
う
な
、
過
激
な
反
乱
や
革
命
運
動
は
生
起
し
な
く
て
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
政
府
へ
反
省

を
求
め
る
建
白
書
が
提
出
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
建
白
書
の
提
出
す
ら
、
当
時
の
ス
イ
ス
政
府
に
は
恐
る
べ
き
革
命

の
前
兆
で
あ
る
と
し
て
拒
絶
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
自
由
化
運
動
に
関
係
し
た
者
た
ち
は
厳
し
い
処
罰
を
受
け
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

シ
ュ
テ
ー
フ
ナ
ー
運
動
で
あ
る
。

　

こ
の
書
簡
の
冒
頭
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
《
自
由
の
友
へ
》
と
い
っ
て
呼
び
か
け
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
は
二
年
ほ
ど
前
に
あ
な
た
が
た
の
湖
畔
で
幸
福
な
日
々
を
送
っ
た
。
こ
の
と
き
、
わ
た
し
は
現
に
目
の
前
に
見
て
い
る
よ

う
な
不
幸
な
ど
、
と
う
て
い
あ
り
得
な
い
と
考
え
て
い
た
。

　

わ
た
し
は
祝
福
さ
れ
た
あ
な
た
が
た
の
地
方
の
あ
ら
ゆ
る
要
求
が
満
た
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
願
い
が
叶
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
夢
に
、
進
ん
で
身
を
任
せ
て
い
た
の
だ
。

　

わ
た
く
し
の
目
が
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
わ
た
し
の
心
が
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
、
あ
な
た
が
た
の
境
遇
上
の
一
切
の
苦
悩
、
一

切
の
屈
辱
、
一
切
の
停
滞
は
、
わ
た
し
の
心
を
悲
し
ま
せ
た
。
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･････

わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
の
間
に
、
自
由
へ
の
溌
剌
た
る
愛
情
を
ほ
と
ん
ど
一
般
的
に
見
出
し
た
と
き
嬉
し
か
っ
た
。
自
由
へ

の
溌
剌
た
る
愛
情
こ
そ
あ
な
た
が
た
の
境
遇
の
法
的
で
、
し
か
も
誠
実
な
改
善
を
目
指
す
濁
り
な
き
努
力
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
以

外
に
は
信
じ
な
い
。
自
由
へ
の
溌
剌
た
る
愛
情
に
は
、
祖
国
の
繁
栄
と
公
共
的
秩
序
の
正
義
と
を
目
指
す
願
望
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
完
全
な
責
任
の
概
念
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
の
点
を
疑
わ
な
い
。」（

26
（

　

こ
の
書
簡
の
最
後
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
『
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
の
自
由
の
友
へ
』
告
げ
た
。

　
「
自
由
へ
の
願
い
を
本
当
の
必
要
の
枠
の
中
に
留
め
給
え
！････

友
よ
、
そ
の
暁
に
わ
れ
わ
れ
の
真
直
中
で
起
こ
っ
た
犯
罪
を
憂
え

驚
愕
し
た
祖
国
は
、
わ
れ
わ
れ
と
再
び
和
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
と
同
様
に
、
正
義
と
秩
序
と
を
、
忠
誠
と
自
由
と
を
愛

す
る
人
は
、
昔
日
の
よ
う
に
再
び
あ
ら
ゆ
る
善
を
目
差
し
て
わ
れ
わ
れ
と
手
を
取
り
合
う
だ
ろ
う
。

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
市
民
へ
〜
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
〜
」（

27
（

　

こ
の
よ
う
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
市
民
の
自
由
を
論
じ
、
政
治
的
経
済
的
市
民
の
暮
ら
し
の
中
で
自
由
を
追
求
し
て
い
る
。
こ
れ
は

小
論
で
あ
る
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
政
治
経
済
論
と
し
て
重
要
な
論
文
で
あ
る
。

　（
そ
の
四
）『
家
の
た
め
の
祈
り
』

　

こ
の
小
論
は
一
七
九
七
年
『
探
究
』
と
同
じ
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、『
家
の
た
め
の
祈
り
』（O

ratio pro dom
o,

）
の
冒
頭
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
或
る
程
度
の
道
徳
的･
経
済
的･

政
治
的
繁
栄
を
勝
ち
得
て
い
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
民
衆
は
分
を
わ
き
ま
え
、
慎
ま
し
く
、
善
良
な
国
民
性
を
持
っ
て
い
る
。
宗
教
心
が
、
依
然
と
し
て
少
な
か
ら
ず
わ
れ

わ
れ
の
伏
屋
を
満
た
し
て
い
る
。
美
風･

秩
序･

純
潔
性･

抜
群
の
努
力･

経
済
的
発
展
等
々
の
精
神
は
依
然
と
し
て
多
く
の
面
で
、

我
々
の
家
庭
の
内
部
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
精
神
は
宗
教
改
革
以
後
わ
れ
わ
れ
の
繁
栄
の
基
礎
を
定
め
、
そ
れ
を
今
日
に
至
る
ま
で

常
に
高
め
て
き
た
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
土
地
の
面
積
や
地
味
の
平
凡
さ
と
比
較
し
て
、
そ
こ
か
ら
膨
大
な
収
入
を
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
精
神
の
お

か
げ
だ
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
民
衆
の
数
か
ら
見
て
も
、
土
地
か
ら
の
生
産
物
と
彼
ら
の
収
入
と
の
関
係
を
見
て
も
、
土
地
の
資
本
価

値
や
家
庭
の
収
益
が
著
し
く
大
き
い
こ
と
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
商
業
が
一
方
高
度
の
技
術
的
努
力
と
に
よ
っ
て
、
他
方
各
世
代
を
貫

い
て
固
め
ら
れ
て
き
た
連
帯
性
と
、
か
な
り
の
資
本
と
、
大
き
な
経
験
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
こ
の
精
神

の
お
か
げ
だ
。」（

28
（

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
当
時
の
ス
イ
ス
の
一
般
家
庭
を
支
配
し
て
い
た
精
神
的
風
土
を
こ
の
よ
う
に
賛
美
し
て
い
た
。
一
六
・
一
七

世
紀
の
混
乱
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
中
で
、
中
立
を
保
っ
て
き
た
ス
イ
ス
で
は
、
民
衆
は
ま
じ
め
に
日
々
の
暮
ら
し
を
守
り
、
産
業
は

栄
え
、
農
牧
生
活
が
中
心
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
、
産
業
革
命
の
影
響
か
ら
機
械
工
業
が
導
入
さ
れ
た
一
八
世
紀
後
半
に
至
っ
て
も
、
比

較
的
民
衆
の
暮
ら
し
は
平
穏
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
農
民
の
家
庭
は
生
産
の
中
心
と
し
て
の
家
長
を
を
中
心
と
し
て
、
生
産
共
同
体

と
し
て
ま
と
ま
り
、
集
落
を
中
心
と
し
て
多
く
の
健
全
な
美
徳
や
、
秩
序
を
も
っ
た
地
域
共
同
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
『
夕
暮
』
の
中
で
、「
居
間
の
力
」（W

ohnstubekraft

）（
29
（

を
賛
美
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

ス
イ
ス
へ
の
産
業
革
命
の
影
響
も
、
こ
の
家
庭
や
居
間
の
幸
福
と
地
域
共
同
体
の
団
結
を
破
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
産
業
資
本
の
導
入
と
工
業
化
へ
の
気
運
と
は
時
代
の
必
然
で
あ
っ
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
育
実
践
が
、
ス
イ
ス
に

も
進
出
し
始
め
た
農
村
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
状
況
に
直
面
し
て
、
こ
れ
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
非
常
に
困
難
な
歴
史

的
課
題
の
自
覚
と
も
に
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
内
的
無
限
の
可
能
性
の
発
展
に
、
全
力
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
小
論
は
こ
う
し
た
激
動
の
時
代
状
況
に
直
面
し
て
苦
悩
す
る
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
索
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
以
上
、『
探
究
』
の
完
成
ま
で
一
七
八
〇
年
か
ら
一
七
九
七
年
の
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
歴
史
的
激
動
の
時
代
を
生

き
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
思
索
と
実
践
の
軌
跡
を
発
表
し
た
諸
論
文
に
よ
っ
て
究
明
し
て
き
た
。
こ
こ
で
の
諸
論
文
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
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彼
の
思
索
の
結
晶
は
、『
探
究
』
の
中
に
豊
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

三
、『
探
究
』
の
成
立
過
程

　

一
七
八
三
年
に
著
し
た
『
夕
暮
』
以
来
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
彼
の
す
べ
て
の
哲
学
的
な
考
察
の
根
本
課
題
で
あ
る
《
人
間
と
は
何

か
》（W

as ist der M
ensch?

）、《
人
類
と
は
何
で
あ
る
の
か
》（W

as ist die M
enschheit?

）
と
い
う
問
い
に
、
心
を
奪
わ
れ
て

い
た
。

　

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
（Sokrates bc470-bc399

）
以
来
の
人
類
の
永
遠
の
課
題
と
も
言
え
る
根
本
問
題
に
、
一
七
九
七
年
の
『
人
類

の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
探
究
』
を
も
っ
て
、
一
応
終
止
符
を
打
っ
て
い
る
。

　

こ
の
間
に
彼
が
発
表
し
た
著
書
は
、
す
で
に
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
か
な
り
多
数
上
が
っ
て
い
る
が
、
人
間
や
自
然
の
本
質
を
主

題
と
し
た
『
夕
暮
』
と
『
探
究
』
と
は
彼
の
思
想
的
立
場
を
明
確
に
述
べ
た
も
の
で
、
彼
の
精
神
的
風
土
を
知
る
上
で
も
、
貴
重
の
論

考
で
あ
る
。

　
『
夕
暮
』
と
『
探
究
』
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
独
自
の
個
性
的
な
世
界
を
展
開
し
、
し
か
も
こ
の
二
つ
の
著
書
が
互

い
に
鮮
や
か
な
対
照
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
精
神
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
の
個
人
的
な
経
験
に
従
っ
て
、
彼
は
そ
の
問
を
い
ろ
い
ろ
な
時
期
に
優
れ
て
教
育
学
的
な
見
地
か
ら
、
あ
る

い
は
政
治
的
な
見
地
か
ら
、
時
に
経
済
的
な
見
地
か
ら
、
貧
民
救
済
の
立
場
か
ら
、
よ
り
楽
天
的
に
、
あ
る
い
は
悲
観
的
に
取
り
扱
っ

た
。

　

こ
の
『
探
究
』
の
執
筆
の
構
想
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
心
の
中
で
は
、
早
い
日
か
ら
考
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
夕
暮
』
を

一
七
八
〇
年
五
月
に
刊
行
す
る
が
、
す
で
に
そ
の
直
後
か
ら
構
想
を
ま
と
め
て
い
た
こ
と
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、
友
人
チ
ン
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ツ
ェ
ン
ド
ル
宛
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
書
簡（

（
（

で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
わ
た
く
し
た
ち
人
間
の
自
然
の
本
来
的
な
根
本
衝
動
に
関
し
、
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で
人
類
が
、
多
様
な
境
遇
の
中
で
多
か
れ
少

な
か
れ
な
め
て
き
た
、
あ
ら
ゆ
る
幸･

不
幸
の
出
来
事
の
歴
史
と
経
験
と
に
関
す
る
探
究
に
よ
っ
て
、
従
来
な
お
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
と
思
わ
れ
る
、
正
し
い
人
間
教
育
の
一
般
的
理
論
を
明
確
に
、
ま
た
正
確
に
叙
述
す
る
と
い
う
計
画
」（

2
（

を
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
が
持
っ
て
い
た
。
こ
の
壮
大
な
計
画
を
実
現
す
る
に
当
っ
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
膨
大
な
資
料
を
集
め
た
。
そ
の
こ
と
は
、

『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』（
批
判
版
）
の
第
九･

一
〇
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
読
書
摘
録
』（

3
（

で
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
夕
暮
』
を
刊
行
し
て
か
ら
『
探
究
』
を
発
表
す
る
ま
で
の
お
よ
そ
一
七
年
間
、
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
苦
心
を
し
な
が

ら
、
長
い
熟
慮
と
周
到
な
準
備
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
『
探
究
』
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
、『
夕
暮
』
を
刊
行
し
た
三
四
歳
か
ら
な
ん
と
五
一
歳
ま
で
の
一
七
年
間
の
歳
月

を
か
け
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
全
生
涯
を
か
け
て
彼
の
全
精
神
を
傾
注
し
た
魂
の
表
現
で
あ
る
と
言

え
る
。

　

彼
自
身
も
一
市
民
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
自
己
の
見
解
を
表
し
た
『
然
り
』
の
中
で
強
い
決
意
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
の
書
は
人
類
社
会
の
最
も
根
本
的
な
問
題
を
あ
く
ま
で
も
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
の
厳
し
い
実
体
験
の

反
省
に
即
し
て
究
明
し
よ
う
と
し
た
真
実
の
探
究
の
成
果
で
、
彼
の
数
多
い
著
作
の
中
で
最
も
深
刻
で
か
つ
ま
た
総
合
的
な
人
間
探
究

の
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
探
究
』
の
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、「
わ
た
し
の
真
理
は
民
衆
の
真
理
で
あ
り
、
わ
た
し
の
過
ち
は
民
衆
の
過

ち
で
あ
る
」（

4
（

と
い
う
確
信
を
持
っ
て
、
こ
の
矛
盾
に
満
ち
人
間
の
在
る
が
ま
ま
の
実
態
を
、
自
己
自
身
の
内
な
る
姿
を
凝
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
生
命
力
の
ほ
と
ば
し
り
を
こ
の
書
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
、『
探
究
』
の
構
成

　
『
探
究
』
は
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』（
校
訂
版
）
第
一
二
巻
に
『
本
文
』、
及
び
『
草
稿
』
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。（

（
（

『
探
究
』
の

内
容
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
内
的
生
命
と
世
界
観
に
と
っ
て
、
一
つ
の
全
く
新
し
い
時
期
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
内
容
に
は
、
彼
の
社
会

観
の
中
心
と
な
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
後
の
世
界
史
的
動
乱
の
も
た
ら
し
た
影
響
と
、
青
年
時
代
よ
り
傾
倒
し
て
い
た
ル
ソ
ー（

2
（

の

『
社
会
契
約
論
』
や
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
よ
る
自
然
観
や
社
会
観
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
若
き
日
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
当

時
一
六
歳
の
内
面
へ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
『
探
究
』
執
筆
当
時
に
出
会
っ
た
若
き
カ
ン
ト
学
徒
で
あ
っ

た
フ
ィ
ヒ
テ（

3
（

を
介
し
て
の
カ
ン
ト
哲
学（

4
（

、
と
り
わ
け
厳
粛
主
義
や
自
律
主
義
の
倫
理
学
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
『
探
究
』
の
冒
頭（

5
（

「
わ
た
し
は
こ
こ
で
わ
た
し
自
身
の
真
理
、
す
な
わ
ち
わ
た
し
の
生
活
経
験
が
、
わ
た
し
を

到
達
さ
せ
た
単
純
な
帰
結
の
ほ
か
、
も
と
も
と
何
事
も
知
り
え
ず
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
な
い
。････

わ
た
し
は
過
去
の
哲
学
に
つ

い
て
も
、
現
代
の
哲
学
に
つ
い
て
も
無
知
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
終
わ
り
の
方
で
「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
生
の
い
ば
ら
の

小
道
を
、
学
問
的
陶
冶
の
す
べ
て
の
現
代
的
な
方
法
を
全
く
用
い
ず
に
歩
ん
で
き
た
」。
と
言
っ
て
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
が
正
し
い
人
間
教
育
の
一
般
的
理
論
を
求
め
る
た
め
に
、
一
七
・
八
世
紀
の
大
思
想
家
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の

思
想
を
深
く
学
ん
で
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
の
転
機
の
動
機
と
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
哲
学
的
な
も
の
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
自
律
思
想
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
行
が
社
会
的
政
治
的
な
見
解
に
つ
い
て
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
根
本
的
な
思
想
の
転
換
を
強
要
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
『
探
究
』
の
構
成
（
目
次
）
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（

6
（
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《
献
辞
》

　

ま
え
が
き

①　

わ
た
し
の
探
究
の
基
礎
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
一
八
項
目
あ
る
、
筆
者
付
言
）

　
　

人
間
の
認
識･

知
識　

取
得　

財
産
・
資
産　

社
会
的
状
態　

権
力　

名
誉　

服
従　

支
配　

　
　

社
会
的
権
利　

貴
族　

王
権　

自
由　

暴
政　

国
法　

好
意　

愛　

宗
教

　
　

わ
た
し
の
個
性
の
眼
に
映
る
人
間
像

②　

本
書
の
主
題
へ
の
移
行

　
　

人
間
の
誤
ち
の
内
面
的
同
一
性

　
　

わ
た
し
の
最
も
本
質
的
な
見
地
の
最
初
の
叙
述

　
　

一
、
自
然
状
態
に
お
い
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
か

　
　

二
、
社
会
状
態
に
お
い
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
の
か

　
　

こ
の
節
の
た
め
の
補
説

　
　

三
、
道
徳
的
状
態
に
お
い
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
の
か

　
　

本
書
の
本
質
的
結
論

　
　

一
、
自
然
が
作
っ
た
も
の
と
し
て

　
　

二
、
人
類
が
作
っ
た
も
の
と
し
て
、
世
界
が
作
っ
た
も
の
と
し
て

　
　

三
、
わ
た
し
自
身
が
作
っ
た
も
の
と
し
て

　
　

わ
た
し
の
本
質
的
見
地
の
二
、三
の
結
論
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こ
の
結
論
の
つ
づ
き

③　

わ
た
し
の
最
も
本
質
的
な
諸
原
則
と
、
最
初
わ
た
し
の
問
題
を
見
た
と
き
心
に
浮
か
ん
だ
単
純
な
諸
見
地
と
の
一
致

　
　

認
識
と
知
識　

取
得　

財
産
と
資
産　

権
利　

社
会
的
状
態　

権
力　

名
誉　

服
従　

支
配

　
　

貴
族　

商
業　

王
権　

法
律
的
権
利　

自
由　

暴
動　

暴
動
は
不
法
で
あ
る　

国
法

　
　

動
物
的
好
意　

愛　

宗
教　

真
理
と
権
利

④　

本
書
の
最
終
的
結
論

　
　

自
然
の
作
品
と
し
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
か

　
　

人
類
の
作
品
と
し
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
か

　
　

わ
た
し
自
身
の
作
品
と
し
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
の
か

　
　

結
論

　

以
上
が
『
探
究
』
の
内
容
構
成
で
あ
る
。「
わ
た
し
と
は
何
も
の
で
あ
る
の
か
」、「
人
類
と
は
何
も
の
で
あ
る
の
か
」、
こ
の
永
遠
の

課
題
に
真
摯
に
取
り
組
ん
だ
一
人
の
人
間
の
魂
の
記
録
で
あ
る
。

五
、　

記
述
内
容
の
分
析

　
『
探
究
』
は
次
の
よ
う
な
献
辞
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　

◎ 「
あ
る
貴
人
へ
の
献
辞
」（Zuschrift an einen edlden M

ann

）
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「
畏
敬
の
念
か
ら
わ
た
し
は
そ
の
貴
人
の
名
を
秘
し
て
お
く

　
　

だ
が
、
そ
の
人
は
わ
た
し
の
意
中
の
人
が
彼
で
あ
り
彼
以
外
で
な
い
こ
と
を

　
　

わ
か
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」（

（
（

。

　

こ
の
献
辞
で
言
う
貴
人
と
は
、
フ
ン
チ
ケ
ル
（H

unziker

）
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
貴
人
は
ダ
ニ
エ
ル･

フ
ェ
レ
ン
ベ
ル
ク

（D
aniel Fellenberg

）
で
あ
る
と
言
う
。

　

◎ 『
ま
え
が
き
』
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

◇ 

閣
下
よ
！
（H

err!
）

　

或
る
国
に
民
衆
（V

olk
）
の
為
の
真
理
を
求
め
た
二
人
の
人
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
人
は
高
貴
の
生
ま
れ
で
、
彼
が
始
め
た
国
に
善
政
を
行
う
た
め
に
夜
も
眠
ら
ず
、
昼
も
そ
の
た
め
に
さ
さ
げ
ま
し
た
。

　

彼
は
目
的
を
達
し
ま
し
た
。

　

彼
の
国
は
彼
の
知
恵
に
よ
っ
て
栄
え
ま
し
た
。

　

彼
の
頭
上
に
は
賞
賛
と
名
誉
と
が
冠
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

貴
人
た
ち
は
彼
を
信
じ
、

　

民
衆
は
黙
し
て
彼
に
従
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

他
の
ひ
と
り
は
い
わ
ゆ
る
徒
労
の
人
で
、

　

彼
は
目
的
を
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

彼
の
労
苦
は
こ
と
ご
と
に
失
敗
し
ま
し
た
。

　

彼
は
国
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
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不
運
と
苦
悩
と
過
ち
と
が
彼
の
頭
を
押
し
曲
げ
、

　

彼
の
真
理
か
ら
あ
ら
ゆ
る
力
を
奪
い
、

　

彼
の
存
在
か
ら
あ
ら
ゆ
る
影
響
力
を
奪
い
、

　

国
内
の
貴
人
た
ち
は
彼
を
知
ら
ず
、

　

民
衆
は
彼
を
あ
ざ
け
り
ま
し
た
。

　

◇ 

閣
下
よ
！

　

民
衆
の
た
め
の
真
理
を
本
当
に
見
つ
け
た
の
は
、
二
人
の
内
の
ど
ち
ら
だ
と
思
い
ま
す
か
。

　

世
の
人
は
即
座
に
答
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

徒
労
の
人
は
夢
見
る
人
で
あ
り
、

　

真
理
は
貴
人
の
側
に
あ
る
、
と
。（

2
（

　

し
か
し
、
こ
の
貴
人
は
そ
う
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
徒
労
の
人
が
民
衆
の
為
の
真
理
を
求
め
て
不
断
の
探
究
を
し
て
い
る

こ
と
を
聞
い
た
と
き
、
貴
人
は
彼
の
あ
ば
ら
家
（H

ütte
）
を
訪
ね
て
、
あ
な
た
は
何
を
見
た
か
、
と
尋
ね
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
人
は
貴
人
に
対
し
て
彼
の
生
涯
の
歩
み
を
物
語
り
、
貴
人
は
ま
た
彼
に
対
し
て
彼
の
知
ら
な
い
多
く
の
事
情
を
説
明
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

徒
労
の
人
は
貴
人
の
正
し
さ
を
認
め
、
ま
た
貴
人
は
徒
労
の
人
の
経
験
に
深
く
心
を
留
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
別
れ
る
と

き
、
二
人
の
顔
に
は
静
か
な
熱
意
が
あ
ふ
れ
、
二
人
の
口
か
ら
次
の
言
葉
が
出
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
《
わ
た
し
た
ち
は
二
人
と
も
善
を
求
め
た
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
二
人
と
も
間
違
っ
て
い
た
。」（

3
（
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と
、『
探
究
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
述
懐
し
て
い
る
。

　
「
あ
る
国
に
民
衆
の
た
め
に
真
理
を
求
め
た
、
二
人
の
人
」
と
は
、
そ
の
一
人
の
高
貴
な
人
は
ダ
ニ
エ
ル･

フ
ェ
レ
ン
ベ
ル
ク

（D
aniel Fellenberg

）
で
あ
り
、「
他
の
ひ
と
り
い
わ
ゆ
る
徒
労
の
人
」
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
ま
え
が
き
」
の
中
で
続
け
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
人
間
性
（m

enschlichen N
atur

）
の
内
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
は
、
次
の
よ
う
な
人
に
こ
そ
、
す
な
わ
ち
地
位

と
境
遇
と
の
類
ま
れ
な
る
回
り
合
わ
せ
の
た
め
に
、
少
な
か
ら
ぬ
要
求
を
持
ち
な
が
ら
極
度
に
圧
迫
せ
ら
れ
、
ひ
ど
く
不
満
足
な
活
動

の
た
だ
中
に
あ
り
な
が
ら
、
強
制
も
屈
従
も
知
ら
ぬ
自
然
生
活
の
感
情
を
、
ほ
と
ん
ど
、
老
年
に
至
る
ま
で
も
生
き
生
き
と
持
ち
続
け

る
こ
と
の
で
き
た
人
に
こ
そ
、
お
そ
ら
く
他
の
人
々
に
対
す
る
よ
り
も
強
い
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

　

今
、
わ
た
し
は
生
涯
の
終
わ
り
に
近
く
疲
れ
果
て
て
座
っ
て
い
る
。
そ
し
て
わ
た
し
は
今
う
ち
ひ
が
れ
て
心
の
奥
底
を
傷
つ
け
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
次
の
よ
う
に
自
問
す
る
わ
た
し
の
《
お
さ
な
ご
こ
ろ
》（K

indersinn

）
を
楽
し
ん
で
い
る
。」（

4
（

　

と
述
べ
、
ま
ず
始
め
に
、
こ
の
書
の
基
本
的
意
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
は
何
か
、
ま
た
人
類
と
は
何
か
。（W

as bin ich, und w
as ist das M

enschengeschlecht?

）

　

わ
た
し
は
何
を
な
し
た
か
。
ま
た
人
類
は
何
を
な
す
の
か
。

　

わ
た
し
は
在
り
し
ま
ま
の
生
の
歩
み
（der Gang des Lebens

）
が
、
わ
た
し
を
ど
ん
な
も
の
に
し
た
か
、
知
り
た
い
。

　

わ
た
し
の
あ
る
が
ま
ま
の
生
の
歩
み
が
、
人
類
を
ど
ん
な
も
の
に
す
る
か
を
知
り
た
い
。

　

わ
た
し
の
行
為
は
本
来
ど
ん
な
基
礎
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
ま
た
わ
た
し
の
最
も
本
質
的
な
意
見
は
本
来
ど
ん
な
見
地
か
ら
出
て
く

る
の
か
、
ま
た
現
に
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
境
遇
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ら
は
本
来
ど
ん
な
基
礎
や
見
地
か
ら
出
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
、
そ
れ
を
わ
た
し
は
知
り
た
い
。
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人
類
の
行
為
は
本
来
ど
ん
な
基
礎
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
ま
た
人
類
の
最
も
本
質
的
な
意
見
は
、
本
来
ど
ん
な
見
地
か
ら
出
て
く
る

の
か･･･

ま
た
現
に
人
類
が
生
き
て
い
る
境
遇
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ら
は
本
来
ど
ん
な
基
礎
や
見
地
か
ら
出
て
来
な
く
て
は
な
ら
な
い

か
、
そ
れ
を
わ
た
し
は
知
り
た
い
。」（

5
（

　

冒
頭
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
わ
た
し
と
は
何
か
？
」「
人
類
と
は
何
か
？
」
を
自
問
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
わ
た
し
の
探
究
の
歩

み
は
そ
の
本
質
上
、
自
然
が
わ
た
し
の
個
人
的
な
発
展
そ
の
も
の
に
与
え
た
方
向
と
異
な
る
方
向
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述

べ
、
さ
ら
に
「
だ
か
ら
こ
の
探
究
の
ど
の
部
分
に
お
い
て
も
わ
た
し
は
あ
る
特
定
の
哲
学
的
根
本
命
題
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
わ
た
し
は
、
我
々
の
世
紀
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
今
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
点
さ
え
無
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」（

6
（

と
、
述
べ

て
い
る
。
彼
自
身
の
生
き
た
生
活
体
験
に
基
づ
い
て
《
人
間
と
は
何
か
？
》《
人
類
と
は
何
か
？
》
を
、
真
正
面
か
ら
探
究
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
特
定
の
哲
学
思
想
や
彼
の
生
き
た
一
八
世
紀
の
思
想
さ
え
無
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、

こ
の
著
作
に
立
ち
向
か
う
強
い
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
彼
の
内
面
の
強
い
決
意
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
自
身
の
内
面
に
あ
る
真
理
、
す
な
わ
ち
わ
た
し
の
生
活
の
体
験
が
、
わ
た
し
を
到
達
さ
せ
た
単
純
な
帰
結
の
他
、
本
来
何

事
も
知
り
得
ず
求
め
ず
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
も
な
い
。
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
研
究
は
わ
が
同
時
代
を
生
き
る
大
多
数

の
人
々
に
対
し
て
、《
彼
ら
が
こ
の
世
の
物
事
を
み
る
見
方
か
ら
あ
ま
り
か
け
離
れ
な
い
仕
方
で
、
彼
ら
の
最
も
重
要
な
諸
問
題
に
取

り
組
む
で
あ
ろ
う
》
と
。

　

こ
こ
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
自
ら
の
現
実
の
生
活
体
験
か
ら
内
面
に
沸
き
い
づ
る
考
え
に
基
づ
い
て
、
社
会
的
に
困
難
な
諸
問

題
に
取
り
組
も
う
と
す
る
決
意
、
そ
れ
は
同
時
代
を
生
き
る
民
衆
の
心
に
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
の
で
あ

る
。



32

武蔵大学人文学会雑誌　第 42 巻第 2 号

　

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
彼
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
は
同
時
代
を
生
き
る
大
多
数
の
人
々
が
、
わ
た
し
の
真
理
及
び
わ
た
し
の
過
ち
の
お
お
も
と
と
同
じ
も
の
を
心
に
抱
い
て

お
り
、
ま
た
わ
た
し
の
感
情
と
同
じ
感
情
が
、
同
時
代
を
生
き
る
人
々
の
内
面
を
生
気
付
け
て
い
る
こ
と
を
、
確
信
す
る
。････

わ

た
し
の
真
理
は
民
衆
の
真
理
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
わ
た
し
の
過
ち
は
民
衆
の
過
ち
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
。････

わ
た
し
は
何

で
あ
る
か
、
そ
れ
を
わ
た
し
は
問
い
続
け
た
。
何
年
も
の
間
、
わ
た
し
の
心
は
動
揺
し
た
。
し
か
し
、
長
い
長
い
探
究
の
す
え
、
つ
い

に
わ
た
し
は
、
次
に
述
べ
る
諸
命
題
の
中
に
、
人
類
の
発
展
の
各
時
代
に
お
け
る
自
然
の
小
道
を
確
実
に
追
跡
し
、
こ
の
小
道
の
発
端

か
ら
終
末
ま
で
を
た
ど
っ
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
導
き
の
糸
が
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。」（

7
（

　

こ
こ
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
人
間
と
自
然
に
つ
い
て
の
探
究
の
基
本
的
方
向
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
で
「
ま
え
が
き
」
を
終
わ
り
、『
探
究
』
の
本
論
に
入
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

大
別
す
る
と
本
論
は
、
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
一
部　

わ
た
し
の
探
究
の
基
礎

　

第
二
部　

本
書
の
主
題

　

第
三
部　

新
し
い
観
点
と
第
一
部
の
観
点
と
の
一
致

　
　
　
　
　
（
最
も
本
質
的
な
諸
原
則
と
、
最
初
わ
た
し
の
問
題
を
見
た
と
き
心
に
浮
か
ん
だ
単
純
な
諸
見
地
と
の
一
致
）

　

第
四
部　

本
書
の
最
終
的
結
論

　

そ
れ
で
は
『
人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
探
究
』
に
つ
い
て
、
第
一
部
『
わ
た
し
の
探
究
の
基
礎
』

か
ら
見
て
い
こ
う
。
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第
一
部　

わ
た
し
の
探
究
の
基
礎

　
『
探
究
』
は
人
間
の
本
性
に
宿
る
と
思
わ
れ
る
諸
矛
盾
か
ら
出
発
し
て
、「
わ
た
く
し
は
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
人
類
は
何
で
あ
る

の
か
」
と
言
う
根
本
的
命
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
第
一
部
の
冒
頭
で
、
彼
自
身
の
基
本
的
思
想
の
基
礎
的
説
明
に
役
立
つ
概
要
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
　
「
人
間
は
彼
の
動
物
的
状
態
の
頼
り
な
さ
を
経
て
、
も
ろ
も
ろ
の
認
識
に
達
す
る
。

　
　

彼
の
認
識
は
、
人
間
を
物
の
取
得
に
導
く
。

　
　

取
得
は
彼
を
所
有
状
態
に
導
く
。

　
　

所
有
状
態
は
彼
を
社
会
的
状
態
に
導
く
。

　
　

社
会
的
状
態
は
彼
を
財
産･
権
力
お
よ
び
名
誉
に
導
く
。

　
　

名
誉
と
権
力
と
は
彼
を
服
従
と
支
配
と
に
導
く
。

　
　

服
従
と
支
配
と
は
彼
を
貴
族
と
官
職
と
王
冠
と
に
導
く

　
　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
状
況
が
法
律
に
基
づ
く
権
利
の
状
態
を
呼
び
起
こ
す
。

　
　

法
律
に
基
づ
く
権
利
の
状
態
は
市
民
的
自
由
を
呼
び
起
こ
す
」（

8
（

。

　

こ
こ
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
上
げ
た
一
連
の
主
要
概
念
は
正
し
い
か
ど
う
か
？
人
類
の
発
展
に
お
い
て
自
然
は
こ
こ
に
上
げ
た
よ

う
な
発
展
の
道
を
歩
む
で
あ
ろ
う
か
。
彼
自
身
、
次
の
よ
う
に
自
問
し
て
い
る
。

　
「
こ
こ
ま
で
考
え
て
き
て
わ
た
し
は
自
問
す
る
。
わ
た
し
の
こ
の
一
連
の
《
考
え
》（V

orstellungen

）
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
、

人
類
の
発
展
に
お
い
て
、
自
然
は
こ
の
よ
う
な
道
を
歩
む
だ
ろ
う
か
、
と

─
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
こ
れ
ら
の
命
題
に
含
ま
れ
る
一

つ
一
つ
の
主
要
概
念
（H

auptbegriff

）
に
つ
い
て
注
目
し
た
の
で
あ
る
。」（

9
（

と
、
述
べ
て
い
る
。



34

武蔵大学人文学会雑誌　第 42 巻第 2 号

　

そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
連
し
て
次
に
、
彼
が
注
目
し
た
《
一
八
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
》
に
つ
い
て
そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
こ
の
『
探
究
』
の
基
本
的
理
念
を
認
識
し
て
お
き
た
い
。

①　

人
間
の
認
識･

知
恵
（D

ie K
enntnisse, das W

issen des M
enschen

）

　
「
人
間
は
彼
の
知
識
（W

issen

）
の
泉
で
、
清
ら
か
な
水
を
飲
ん
で
生
気
を
得
る
が
、
彼
が
そ
こ
か
ら
更
に
、
進
ん
で
行
く
時
、
彼

の
永
遠
の
海
の
大
波
を
か
き
分
け
て
底
知
れ
ぬ
深
み
の
上
に
泳
ぎ
出
る
時
、
彼
の
心
は
高
鳴
る
。
あ
る
も
の
そ
の
時
、
荒
磯
の
激
し
い

波
に
も
ま
れ
、
あ
る
も
の
は
未
知
の
深
淵
の
中
に
、
さ
ら
に
他
の
も
の
は
、
山
を
削
っ
て
深
い
谷
に
流
れ
る
嵐
の
中
に
躍
り
こ
む
で
あ

ろ
う
。
人
は
す
べ
て
死
に
向
っ
て
進
む
の
で
あ
る
」
と
。（

9
（

②　

取
得
（Erw

erb

）

　
「
取
得
も
知
識
と
同
様
に
、
人
類
の
自
然
状
態
が
堕
落
し
て
支
え
が
無
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
。
こ
の
頼
り
の
な
さ
が
、
わ

れ
わ
れ
の
い
ろ
い
ろ
な
力
を
結
合
さ
せ
て
、
沢
山
の
制
度
や
契
約
や
協
定
や
法
律
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
生
活
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
相
互
の
生
活
の
楽
し
み
を
確
実
に
し
、
満
足
な
も
の
に
す
る
と
い
う
究
極
の

目
的
を
達
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。」（

（0
（

③　

財
産
（Eigentum

）─
資
産
（Besitzstand
）

　
「
財
産
は
、
わ
れ
わ
れ
の
動
物
的
我
欲
を
助
長
さ
せ
て
、
そ
の
た
め
に
社
会
的
目
的
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。
特
権
階
級
は
自
分

た
ち
が
何
で
も
で
き
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
、《
持
て
る
も
の
は
幸
い
な
り
》
の
一
語
を
も
っ
て
、
か
れ
ら
の
境
遇
を
正
当
化
し
て
い

る
。･････

」。（
（（
（

④　

社
会
的
状
態
（Gesellschaftlicher Zustand

）

　
「
権
力
者
は
、
社
会
的
状
態
が
彼
の
策
略･

彼
の
権
力･

彼
の
運
勢
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
状
態
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
こ
と
を
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人
々
に
認
め
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。････

至
る
所
で
権
力
を
持
つ
人
間
は
、
市
民
の
社
会
的
権
利
を
実
際
に
認
め
る
こ
と
な
し

に
、
し
か
も
市
民
社
会
の
主
人
に
な
ろ
う
と
し
て
す
べ
て
の
可
能
な
手
段
を
用
い
て
い
る
。

　

だ
が
そ
の
原
因
は
、
深
く
わ
れ
わ
れ
の
動
物
的
本
性
の
内
に
潜
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
何
も
驚
く
に
は

あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。････

す
べ
て
の
社
会
的
不
正
は
、
そ
の
本
質
か
ら
見
て
、
い
つ
も
私
た
ち
の
動
物
的
自
然
が
社
会
的
状
態

の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
社
会
的
結
合
の
目
的
に
反
し
て
、
自
由
に
活
動
す
る
結
果
で
あ
る
。
だ
か
ら
社
会
的
秩
序
の
た
め
の
す
べ
て
の

方
策
は
、
要
す
る
に
わ
た
し
の
動
物
的
自
然
の
こ
の
活
動
の
範
囲
を
、
社
会
的
目
的
の
た
め
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
制
度
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。････

」（
（2
（

⑤　

権
力
（M

acht

）

　
「
権
力
が
権
力
で
あ
る
限
り
、
人
類
の
善
良
な
弱
さ
が
至
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
寄
せ
て
い
る
信
頼
に
対
し
て
報
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
権
力
に
民
衆
は
服
従
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
権
力
者
の
動
物
的
欲
望
の
単
純
な
帰
結
た
る
彼
ら
の
要
求
を
、
そ
の
ま
ま

認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
？
民
衆
は
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
世
の
中
が
無
法
で
あ
る
限
り
、
世
界
は
自
己
の
権

利
の
理
念
も
失
っ
た
の
で
あ
る
。････

権
力
者
は
彼
自
身
が
道
徳
的
で
あ
る
時
だ
け
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
権
力
者
と
し
て
行
動
せ
ぬ

時
だ
け
、
わ
た
く
し
に
道
徳
的
人
間
で
あ
れ
と
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
力
者
が
彼
の
聖
な
る
中
に
生
き
、
奮
い
立
ち
、
他
人
に

仕
え
ら
れ
よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
他
人
の
た
め
に
、
仕
え
よ
う
と
し
、
多
く
の
人
々
を
救
う
た
め
に
、
彼
の
生
命
を
捧
げ
よ
う
と
す
る

時
だ
け
、
権
力
者
は
わ
た
く
し
に
道
徳
的
で
あ
れ
と
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
国
王
の
権
利
を
神
聖
な
も
の
と
す
る
彼
の

王
冠
の
宝
石
で
あ
る
。
こ
の
宝
石
が
輝
く
所
で
は
、
民
衆
は
跪
い
て
何
の
権
利
も
求
め
な
い
。
だ
が
、
こ
の
宝
石
が
欠
け
た
り
偽
物
で

あ
っ
た
り
す
る
と
き
は
、
民
衆
は
権
利
を
必
要
と
す
る
。」（

（3
（

⑥　

名
誉
（Ehre

）
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「････

至
る
と
こ
ろ
で
、
名
誉
へ
の
衝
動
が
動
物
的
人
間
を
導
き
、
そ
の
た
め
に
彼
は
彼
の
着
物
や
鼻
輪
を
自
己
自
身
よ
り
大
事
に

し
た
り
、
誰
か
が
硝
子
珠
や
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
勲
章
を
用
い
て
同
胞
を
殺
害
し
た
り
、
圧
迫
し
た
り
す
る
こ
と
を
企
み
、
そ
の
為
に
出
資

す
れ
ば
、
そ
の
人
の
た
め
に
自
分
の
同
胞
を
ブ
ラ
ン
デ
ー
や
硝
子
珠
や
勲
章
の
為
に
、
打
ち
殺
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。」（

（4
（

⑦　

服
従
（U

nterw
erfung

）

　
「
服
従
の
根
拠
は
決
し
て
人
類
に
自
然
に
備
わ
っ
た
奉
仕
の
意
志
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
動
物
的
本
性
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な

意
志
の
跡
形
も
な
い
。
服
従
の
根
拠
は
自
己
配
慮
で
あ
る
。･････

」（
（5
（

⑧　

支
配
（Beherrschung

）

　
「
支
配
は
本
質
的
に
統
治
と
は
違
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
私
有
財
産
と
私
的
な
必
要
と
私
的
な
権
利
と
の
単
な
る
帰
結
で
あ
る
。

････

支
配
は
統
治
以
上
に
、
国
家
に
お
け
る
個
々
人
の
要
求
や
傾
向
性
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
る
限
り
の
社
会
的
結
合
の
目
的
に
、

そ
の
権
利
の
基
礎
を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。･･

」（
（6
（

⑨　

社
会
的
権
利
（Gesellschaftliches Recht

）

　
「････

わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
利
己
的
本
性
が
社
会
的
状
態
に
お
け
る
社
会
的
目
的
の
一
般
的
な
崩
壊
に
、
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ

す
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
だ
か
ら
、
社
会
的
人
間
の
第
一
の
諸
要
求
は
、
こ
の
状
態
の
中
で
、
わ
た
し
の
我
欲
の
誤
ち
を
、
一
般

的
に
ま
た
有
効
に
阻
止
で
き
る
一
つ
の
力
を
呼
び
求
め
る
。
こ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
要
求
の
感
じ
の
う
ち
に
、
人
類
の
す
べ
て
の
法
律
的

制
度
の
起
源
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
が
社
会
的
目
的
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
に
、
社
会
的
権
利
の
本
質
が
あ
る
。･････

」（
（7
（

⑩　

貴
族
（A

del

）

　
「････

貴
族
は
過
去
の
封
建
体
制
に
お
い
て
は
一
般
有
産
階
級
の
中
心
と
し
て
、
こ
の
目
的
の
た
め
の
一
手
段
で
あ
っ
た
。･････

貴
族
は
僧
侶
と
同
じ
よ
う
に
人
類
の
進
歩
を
停
滞
さ
せ
た
。･････

彼
は
、
国
王
と
同
様
に
世
界
の
権
利
を
憎
ん
だ
。
彼
は
、
富
者
と
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同
様
に
利
己
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
権
力
者
と
同
様
に
暴
力
的
で
あ
っ
た
。･････

」（
（8
（

⑪　

王
権
（K

ronrecht

）

　
「････
王
権
は
、
た
だ
そ
れ
が
社
会
的
目
的
お
よ
び
社
会
的
権
利
と
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
社
会
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限

り
に
お
い
て
の
み
合
法
的
で
あ
る
。････

君
主
た
ち
は
崇
拝
に
値
す
る
こ
と
も
有
り
得
る
。････

」（
（9
（

⑫　

自
由
（Freiheit

）

　
「
人
類
は
生
の
諸
要
求
の
享
受
に
お
い
て
、
自
主
独
立
で
あ
り
た
い
と
い
う
一
般
的
な
強
い
傾
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
自
然
的
自
由

は
わ
た
し
の
動
物
力
を
完
全
に
生
か
す
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
独
立
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
市
民
的
自
由
は
、
自
然
的
自
由
の
代
償
物

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
的
独
立
の
獲
得
で
あ
る
。･･････････

」（
20
（

⑬　

暴
政
（T

yrannei

）

　
「
暴
政
は
社
会
的
目
的
を
持
た
ず
、
ま
た
社
会
的
目
的
に
反
し
て
、
わ
た
く
し
の
独
立
を
冒
す
こ
と
で
あ
る
。
暴
政
に
は
野
蛮
な
暴

政
と
文
明
の
暴
政
と
が
あ
っ
て
、
野
蛮
な
暴
政
の
下
で
は
、
わ
た
し
は
血
を
流
し
、
文
明
の
暴
政
の
下
で
は
、（
精
神
が
）
や
つ
れ
る
。

だ
が
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
、
そ
の
本
質
は
同
じ
で
あ
る
。
暴
政
は
、
権
力
の
自
然
的
自
由
（die N

aturfreiheit der M
acht

）
に
よ

る
市
民
的
権
利
（bürgerlichen Rechts

）
の
圧
迫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。････

」（
2（
（

⑭　

暴
動
（A
ufruhr

）　

　
「
社
会
的
不
法
や
無
法
な
暴
力
の
圧
迫
の
下
に
お
け
る
人
類
の
《
呻
吟
》（D

as W
im

m
ern

）
は
、
決
し
て
暴
動
で
は
な
い
。
公
共

の
秩
序
や
社
会
的
権
利
の
為
の
方
策
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
作
り
、
弱
体
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
人
類
の

努
力
、
こ
の
努
力
は
い
ま
だ
品
位
を
失
っ
て
い
な
い
。
わ
た
し
の
人
間
性
の
奥
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
努
力
を
欠
く
人
民

（V
olk

）
は
、
い
ず
れ
も
深
い
邪
悪
へ
と
転
落
し
た
。
お
前
の
市
民
（Bürger
）
の
胸
の
中
で
こ
の
努
力
が
死
滅
す
る
と
き
！
祖
国
と
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い
う
名
よ
、
お
前
も
死
ん
だ
の
だ
。
尊
厳
を
失
っ
た
お
前
の
国
の
人
間
た
ち
は
、
公
民
（Staatsbürger

）
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

･････

」（
22
（

⑮　

国
法
（Staatsrecht

）

　
「････
わ
た
し
は
こ
こ
で
社
会
状
態
に
お
け
る
公
の
制
度
（öffentlichen Einrichtungen

）
に
よ
っ
て
、
生
の
す
べ
て
の
喜
び
が

（alle W
onne des Lebens

）、
破
壊
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
が
し
た
。《
国
法
と
は
何
か
》（W

as ist das Staatsrecht?

）。
わ

た
く
し
自
身
、
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
時
、
わ
た
し
の
心
に
は
ゲ
ー
テ
（Geothe

）
の
詩
が
浮
か
ん
だ
。」（
ゲ
ー
テ
の
詩
、『
神
性
』
よ
り
）（

23
（

　
　

人
間
よ
、
崇
高
で
あ
れ

　
　
　

慈
悲
ぶ
か
く
善
良
で
あ
れ

　
　
　

そ
は
こ
れ
の
み
が

　
　
　

わ
れ
ら
の
知
る

　
　
　

す
べ
て
の
も
の
か
ら

　
　
　

人
間
を
区
別
す
る
も
の
だ
か
ら
。

　
　
　

････････････

　
　
　

崇
高
な
人
間
よ

　
　
　

慈
悲
ぶ
か
く
善
良
で
あ
れ

　
　
　

有
用
な
法
を

　
　
　

か
わ
る
こ
と
な
く
創
れ
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そ
し
て
た
だ
わ
れ
ら
の
予
感
す
る
あ
の
存
在
の

　
　
　

典
型
と
な
れ
。

⑯　

好
意
（W

ohlw
ollen

）

　
「
無
邪
気
な
気
楽
さ
は
わ
た
し
の
単
に
動
物
的
な
好
意
の
母
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
好
意
を
あ
な
た
は
幼
子
に
も
未
開
人
に
も
、････

羊
飼
い
に
も
見
出
す
。
人
間
の
感
覚
の
楽
し
み
が
快
く
、
容
易
に

得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
あ
な
た
は
至
る
所
に
こ
の
よ
う
な
好
意
を
見
出
す
。」（

24
（

⑰　

愛
（Liebe

）

　
「･････

動
物
的
好
意
か
ら
愛
は
芽
生
え
る
。････

真
の
愛
は
信
頼
す
べ
き
誠
実
の
神
の
こ
こ
ろ
に
高
ま
る
と
き
、
初
め
て
そ
れ
は
、

真
の
愛
と
な
る
。

　

だ
が
あ
な
た
は
、
こ
の
信
頼
す
べ
き
誠
実
の
神
の
心
を
ど
こ
に
見
い
出
す
か
。････

わ
た
し
は
、
現
実
社
会
の
中
に
人
間
的
愛
を

求
め
た
。･････

」（
25
（

⑱　

宗
教
（Religion

）

　
「･････

宗
教
の
本
質
は
、
私
自
身
の
真
実
と
本
質
と
に
関
す
る
私
自
身
の
内
的
判
断
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
私
自

身
の
中
で
わ
た
し
自
身
を
裁
き
、
断
罪
し
、
ま
た
許
す
と
こ
ろ
の
本
性
及
び
わ
た
し
の
力
の
〈
神
的
な
ひ
ら
め
き
〉（der göttliche 

Funken

）
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。･･･

」（
26
（

　

以
上
、
一
八
の
主
要
概
念
に
つ
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
考
え
を
要
約
し
て
示
し
た
。
こ
の
項
目
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
て
お

き
た
い
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
第
一
部
の
冒
頭
で
、
彼
の
「
探
究
の
基
礎
」
の
説
明
に
役
立
つ
第
一
部
の
短
い
概
要
を
示
し
て
い
る
。
す
な
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わ
ち
「
人
間
は
動
物
的
た
よ
り
な
さ
を
経
て
、
も
ろ
も
ろ
の
認
識
に
達
す
る
。」
彼
の
認
識
は
彼
を
取
得
へ
導
く
。
取
得
は
所
有
状
態

へ
、
所
有
状
態
は
社
会
状
態
へ
導
く
。
こ
う
し
て
最
初
に
社
会
学
的
な
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
建
設
的
な
機
能
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
ル
ソ
ー
の
影
響
の
下
に
自
然
状
態
は
《
善
》
で
あ
り
、
悪
意
の
支
配
し
な
か
っ
た
自
然
状
態
を
認
め
て
い

る
。

　

し
か
し
、
人
間
の
自
然
状
態
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
（T

hom
as H

obbes. （588-（679

）（
27
（

の
言
う
よ
う
に
、
人
間
の
本
姓
は
利
己
的
で
あ

り
、
人
間
を
動
か
す
の
は
快･

苦
の
感
情
だ
と
考
え
た
。
人
間
は
自
分
自
身
の
生
命
の
維
持
す
る
た
め
、
各
人
が
欲
す
る
ま
ま
に
行
動

す
る
自
由
が
あ
る
と
説
き
、
自
然
状
態
は
ま
さ
に
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
の
状
態
だ
と
説
い
た
。
こ
う
し
た
自
然
状
態
の
解

釈
に
対
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
然
状
態
は
、
動
物
的
な
堕
落
へ
移
行
す
る
と
い
う
危
険
性
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

彼
が
以
前
に
楽
天
的
な
自
然
観
の
も
と
で
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
所
有
状
態
（
財
産
）
が
市
民
的
生
活
の
保
証
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反

対
に
、「
財
産
は
、
彼
の
手
に
お
い
て
は
地
上
の
す
べ
て
の
不
幸
が
飛
び
出
し
て
く
る
《
パ
ン
ド
ラ
の
箱
》（Pandorens Büchse

）

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」（

28
（

と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
は
社
会
的
状
態
に
入
っ
て
行
く
。
し
か
し
、
社
会
的
状
態
は
権
力
と
名
誉
を
も
た
ら
し
、
名
誉
と
権
力
は

隷
属
と
支
配
を
招
来
す
る
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
考
え
て
い
る
。「
権
力
」
は
、
そ
れ
自
体
無
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
社
会
的
状
態

は
自
然
状
態
か
ら
本
質
的
に
は
少
し
も
進
歩
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
会
的
な
権
利
は
決
し
て
道
徳
的
な
権
利
で
は
な
く
、
動
物

的
な
権
利
の
単
な
る
変
容
に
す
ぎ
な
い
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
考
え
て
い
る
。

　

自
由
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
持
ち
上
が
っ
た
問
題
を
論
究
し
て
い
る
。
す
で
に
、『
然
り
か
否
か
』（
一
七
九
三

年
）
の
中
で
市
民
の
あ
り
方
を
追
究
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
探
究
』
で
は
市
民
の
内
面
的
自
律
性
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
の
必
要
性
を
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理
論
的
に
論
究
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
法･

好
意･

愛
、
そ
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
最
後
に
宗
教
の
内
的
本
質
を
「
私
の
本
性
の
内
的
本
質
と
同
じ
よ
う
に

神
聖
で
あ
る
」
と
見
な
し
て
い
る
。
よ
り
高
貴
な
愛
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、《
精
神
を
し
て
肉
体
を
支
配
さ
せ
よ
う
と
す
る
》
人
間

の
最
高
の
努
力
も
可
能
で
あ
り
、「
私
の
動
物
的
な
本
性
を
さ
え
《
私
自
身
に
向
か
っ
て
》
煽
り
立
て
、
私
を
不
可
解
な
戦
い
に
挑
ま

せ
る
」
い
っ
そ
う
優
れ
た
力
も
可
能
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
内
在
し
て
い
る
こ
の
力
を
無
限
に
使
用
で
き
る
。
彼
の
為
す
べ
き
義
務
の

た
め
に
、
あ
る
い
は
彼
の
欲
望
の
た
め
に
使
用
で
き
る
。
後
者
の
場
合
は
、
人
間
を
不
正
と
罪
へ
導
く
が
、
前
者
の
場
合
に
は
、
人
間

は
自
ら
の
で
き
る
最
善
の
も
の
を
為
そ
う
と
努
め
、
か
つ
自
分
自
身
を
醇
化
す
る
。

　

こ
の
論
究
の
前
提
と
し
て
の
第
一
部
『
探
究
の
基
礎
』
に
お
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
彼
が
道
徳
的
な

要
求
を
自
然
的
な
関
係
に
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

六
、『
探
究
』
の
課
題
」
の
考
察
〜
何
を
論
究
し
よ
う
と
し
た
の
か

　
『
本
書
の
主
題
』
ま
ず
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
命
題
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。「
一
人
ひ
と
り
の
人
間
は
、
著
し
く
高
度
の

市
民
的
幸
福
と
道
徳
的
醇
化
と
に
向
上
し
て
行
く
の
に
、
な
ぜ
、
人
類
は
不
法
の
悲
惨
と
内
面
的
堕
落
の
不
幸
の
う
ち
に
滅
び
て
行
く

の
か
。
こ
の
点
を
私
は
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
私
の
生
の
歩
み
が
、
私
に
与
え
た
印
象
は
、
私
の
墓
場
に
至

る
ま
で
つ
い
に
一
つ
の
混
沌
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
、
私
は
環
境
が
人
間
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、
同

時
に
私
は
人
間
が
環
境
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
は
彼
の
意
志
に
従
っ
て
環
境
を
さ
ま
ざ
ま
に
統
御
す
る
力
を
自
分
自
身
の
内
に

持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
知
っ
た
。」（

（
（

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
い
ま
や
こ
の
偶
然
と
自
由
と
の
混
沌
と
し
た
も
の
を
、
解
き
明
か
し
始
め
る
。
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彼
は
、
人
間
が
地
上
で
強
制
と
辛
苦
を
通
し
て
の
み
進
歩
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
他
方
、
人
間
の
本
能
の
う
ち
に
は
、
彼
の
健

全
な
動
物
的
な
感
情
と
思
考
と
行
為
と
の
基
礎
が
あ
る
。
問
題
は
、
人
間
が
自
分
の
動
物
的
状
態
に
と
ど
ま
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
人
間
が
そ
れ
を
越
え
よ
う
と
努
力
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
人
間
が
真
理
と
権
利
（
生
活
の
諸
価
値
）
を
重
視
す
る
か
ど
う

か
で
あ
る
。

　

真
理
と
権
利
を
重
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
は
動
物
的
で
あ
り
、
錯
乱
し
て
い
る
。「
も
し
人
間
が
真
理
を
求
め
る
な
ら
、
彼
は
真

理
を
見
い
出
す
。
権
利
を
望
む
な
ら
彼
は
そ
れ
を
持
つ･････

。
人
間
は
彼
の
意
志
に
よ
っ
て
物
が
見
え
る
が
、
し
か
し
彼
の
意
志
に

よ
っ
て
盲
目
と
も
な
る
。
人
間
は
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
自
由
で
あ
り
、
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
奴
隷
と
も
な
る
。
人
間
は
自
ら
の
意

志
に
よ
っ
て
誠
実
と
も
な
れ
ば
、
彼
の
意
志
に
よ
て
無
頼
漢
と
も
な
る
。････

」（
2
（

と
い
う
。

　

こ
こ
で
も
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
混
沌
と
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
人
間
自
ら
の
自
由
意
志
に
よ
る
主
体
的
精
神
の
自
律
を
求
め
て

い
る
。

　
◎
『
私
の
最
も
本
質
的
問
題
に
つ
い
て
の
最
初
の
表
明
』

　

さ
て
、
こ
こ
で
『『
探
究
』
に
お
い
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
最
も
論
究
し
よ
う
と
す
る
《
本
質
的
問
題
》
に
つ
い
て
検
討
し
て
お

き
た
い
。

　

冒
頭
次
の
よ
う
な
告
白
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
に
と
っ
て
次
の
こ
と
が
次
第
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
。････

私
は
私
自
身

の
内
に
、
動
物
的
な
真
理
を
持
ち
、
社
会
的
な
真
理
を
持
ち
、
そ
し
て
道
徳
的
な
真
理
を
持
つ
。」（

3
（

従
っ
て
、「
私
は
こ
う
考
え
た

─
人
間
は
、
或
い
は
む
し
ろ
わ
た
し
自
身
は
三
つ
の
異
な
っ
た
存
在
、
す
な
わ
ち
動
物
的･

社
会
的
並
び
に
道
徳
的
な
存
在
で
あ

る
。」（

4
（

　

そ
れ
ゆ
え
に
、《
私
は
な
ん
で
あ
る
か
》
と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
異
な
っ
た
観
点
か
ら
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
い
ま
や
こ
れ
ら
の
三
つ
の
状
態
を
順
次
考
察
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
独
立
し
た
状
態
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
相
互
の

関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、「
私
自
身
の
内
に
動
物
的
真
理
（thierische W
ahrheit

）
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
私
は
、
こ
の
世
の
万
物
を
私
自
身

の
た
め
に
存
在
す
る
動
物
と
見
な
す
力
を
私
自
身
の
内
に
持
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
私
は
社
会
的
真
理
（gesellschaftliche W
ahrheit

）
を
も
つ
。
則
ち
、
私
は
こ
の
世
の
中
の
万
物
を
、
隣
人
た
ち
と
の

契
約
及
び
協
定
の
関
係
の
内
に
あ
る
物
と
見
な
す
力
を
持
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
私
は
道
徳
的
真
理
（sittliche W
ahrheit

）
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
私
は
こ
の
世
の
万
物
を
、
動
物
的
欲
求
や
私
の
社
会

的
関
係
と
は
無
関
係
に
、
た
だ
そ
れ
ら
が
私
の
内
面
的
醇
化
（innern V

eredelung

）
の
た
め
に
、
何
を
寄
与
す
る
か
と
言
う
見
地

か
ら
見
る
力
を
持
っ
て
い
る
。」（

5
（

　

こ
う
し
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
人
間
を
自
然
状
態･

社
会
状
態･

そ
し
て
道
徳
的
状
態
と
言
う
視
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
。

（
一
）
自
然
状
態
に
お
い
て
私
は
何
で
あ
る
の
か

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
言
葉
の
正
し
い
意
味
に
お
け
る
（
ル
ソ
ー
の
意
味
で
の
）
自
然
状
態
は
、
最
高
度
の
動
物
的
な
純
朴
さ
状
態

で
あ
る
」（

6
（

と
い
う
。
そ
こ
で
は
無
邪
気
な
好
意
が
支
配
す
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
す
で
に
堕
落
し
て
自
分
の
利
己
的
な
本
能
に
し
た

が
っ
て
い
る
自
然
人
（N

aturm
ensch

）
を
さ
え
、
野
蛮
人
と
呼
ぶ
。
は
た
し
て
堕
落
し
て
い
な
い
自
然
状
態
は
存
在
す
る
の
か
、

そ
れ
は
た
だ
瞬
間
的
に
、
子
ど
も
の
誕
生
の
時
に
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
無
垢
な
姿
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
と
っ
て
は
自
然
状
態
の
理
想
の
自
然
人
の
姿
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
道
徳
的
状
態
の
基

礎
で
、
人
間
の
素
朴
さ
素
直
さ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
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（
二
）
社
会
的
状
態
に
お
い
て
私
は
何
で
あ
る
の
か

　
「
社
会
的
状
態
は
本
来
自
然
的
状
態
の
制
限
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
だ
が
、
人
間
は
必
要
に
迫
ら
れ
る
ま
で
は
、
自
然
状
態
の
無
上

の
喜
び
（die W

onne

）
に
制
限
を
加
え
な
い
。

　

し
か
も
、
人
間
は
自
然
状
態
に
お
い
て
深
く
堕
落
し
て
、
も
は
や
そ
こ
に
彼
の
動
物
的
好
意
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
ま
で

は
、
そ
の
よ
う
な
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
彼
が
社
会
的
状
態
に
入
る
と
き
は
、
彼
は
す
で
に
根
底
か
ら
硬
化
し
て
お

り
《
堕
落
し
た
自
然
人
》（ein verderbener N

aturm
ensch

）
と
な
っ
て
い
る
。」（

7
（

　

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
ト
ー
マ
ス･

ホ
ッ
プ
ス
（T

hom
as H

obbes.

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
社
会
状
態
は
そ
の
本
質

に
お
い
て
《
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
》
の
継
続
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
は
た
だ
の
形
を
変
え
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。」（

8
（

人
間
は
社
会
的
状
態
に
お
い
て
は
、
堕
落
し
た
自
然
状
態
に
お
け
る
と
同
じ
存
在
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
自
分
の
動
物
的
な

欲
求
を
満
た
そ
う
と
努
め
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
節
の
た
め
の
補
説
の
中
で
《
社
会
的
人
間
に
つ
い

て
》、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
本
来
の
意
味
で
の
社
会
的
人
間
の
情
調
（
気
分･

趣
）
は
本
質
的
に
利
己
的
で
あ
る
。

　

本
来
の
意
味
の
社
会
的
状
態
は
本
質
的
に
、
我
欲
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
な
い
協
力
の
心
を
欠
い
て
い
る
。

　

本
来
の
意
味
で
の
社
会
的
人
間
は
協
力
的
で
も
な
け
れ
ば
公
正
で
も
な
い
。」（

9
（

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
さ
に
、
こ
う
し
た
社
会
的
状
態
は
、
堕
落
し
た
自
然
人
の
利
己
的
本
性
の
力
が
、
支
配
し
て
い
る
状
態
に
外
な
ら
な
い
。
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
に
と
っ
て
は
、
一
八
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封
建
制
社
会
も
過
激
な
革
命
主
義
体
制
の
下
で
の
社
会
も
、
ま
さ
に
欺
瞞
と

奸
智
と
冷
酷
さ
の
証
明
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

人
間
は
、
こ
の
社
会
状
態
に
お
い
て
決
し
て
満
足
で
き
な
い
し
、
人
間
と
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
人
間
が
こ
の
こ
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と
に
気
づ
き
、
真
の
人
と
し
て
の
完
成
に
至
る
べ
き
義
務
が
あ
る
の
だ
と
認
識
し
た
時
、
道
徳
的
状
態
が
社
会
的
状
態
に
結
び
つ
い
て

行
く
の
で
あ
る
。

（
三
）
道
徳
的
状
態
に
お
い
て
私
は
何
で
あ
る
の
か

　

こ
の
節
の
冒
頭
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
道
徳
的
状
態
は
全
く
自
主
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
他
の
状
態
の
結
果
で
は
な
い
。
私
は
こ
の
世
の
万
物
を
、
私
の
動
物
的
な

欲
望
や
私
の
社
会
的
諸
関
係
と
は
無
関
係
に
、
た
だ
そ
れ
ら
が
私
の
内
面
的
醇
化
の
た
め
に････

表
象
す
る
力
を
私
自
身
の
内
に

持
っ
て
い
る
。」（

（0
（

　

こ
の
力
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、「
私
の
為
す
べ
き
こ
と
を
私
の
欲
す
る
こ
と
の
法
則
と
す
る
時
、
私
自
身
を
完
成
す
る
」（

（（
（

、
と
言
う

感
情
か
ら
で
あ
る
。

　

動
物
的
状
態
は
い
か
な
る
道
徳
も
知
ら
な
い
し
、
社
会
的
状
態
の
内
に
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
道
徳
な
し
に
済
ま
せ
る
で
あ
ろ
う
。

「
道
徳
は
全
く
個
人
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
二
人
の
間
に
は
成
り
立
つ
こ
と
は
な
い
。
誰
も
私
に
代
わ
っ
て
、
私
が
存
在
す
る
と
感
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
誰
も
私
に
代
わ
っ
て
、
私
が
道
徳
的
で
あ
る
と
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（

（2
（

。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
道
徳
的
な
自
主
性
を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
が
、
こ
の
考
え
は
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant. （724

〜（804

）

の
自
律
思
想
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

さ
て
、「
感
性
的
な
享
楽
と
社
会
的
な
権
利
と
道
徳
は
、
幼
児
期
と
青
年
期
と
成
人
期
の
よ
う
に
、
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。」（

（3
（

つ
ま
り
、
人
間
が
生
き
て
行
く
中
で
混
沌
と
し
た
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、

こ
の
世
の
中
に
は
《
純
粋
道
徳
》
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
の
道
徳
観
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
も
と
も
と
私
の
道
徳
は
、
私
が
自
分
を
内
面
的
に
醇
化
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
普
通
の
言
葉
で
言
え
ば
、
正
し
い
行
い
を
し

よ
う
と
す
る
純
粋
な
意
志
と
、
一
定
の
私
の
認
識
や
一
定
状
態
の
私
の
境
遇
と
を
結
び
付
け
る
手
段･

方
法
に
外
な
ら
な
い
。

　

ま
た
私
は
、
父
と
し
て
、
子
ど
も
と
し
て
、
上
司
と
し
て
、
部
下
と
し
て
、
自
由
人
と
し
て
、
奴
隷
と
し
て
、
自
己
自
身
の
た
め
で

は
な
く
、
私
が
世
話
し
、
保
護
し
、
そ
の
権
利
を
重
ん
じ
、
ま
た
服
従
し
信
頼
し
感
謝
し
、
献
身
す
べ
き
で
あ
る
と
私
が
確
信
す
る
す

べ
て
の
人
々
の
利
益
と
満
足
と
を
求
め
よ
う
と
す
る
純
粋
で
誠
実
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

道
徳
的
対
象
が
私
の
個
人
的
な
生
活
に
密
接
に
関
係
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
は
自
分
の
義
務
を
尽
く
す
た
め
に
ま
す
ま
す
多
く
の
動

機
と
手
段
を
見
い
出
す
。
自
然
が
私
の
動
物
的
存
在
を
道
徳
的
対
象
か
ら
遠
ざ
け
れ
ば
遠
ざ
け
る
だ
け
、
私
は
そ
の
課
題
の
中
に
道
徳

へ
の
そ
の
よ
う
な
刺
激
や
動
機
や
手
段
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
」（

（4
（

。

　

こ
こ
で
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
人
間
の
神
的
な
本
性
と
動
物
的
本
性
、
善
性
と
我
欲
、
善
と
悪
、
理
想
と
現
実
等
を
不
可
分
な
も
の
と

し
て
具
体
的･

全
体
的
に
捉
え
て
、
両
者
の
二
元
的
な
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
独
自
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　

従
っ
て
、「
道
徳
的
対
象
へ
の
動
物
的
な
接
近
は
、
道
徳
的
な
心
情
へ
の
「
感
性
的
な
誘
導
手
段
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ

た
し
の
我
欲
は
私
の
好
意
と
結
び
付
く
、
こ
の
結
合
は
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
私
を
道
徳
的
な
も
の
と
し
な
い
。
私
は
自
分
の
自
由
な
意

志
の
努
力
に
よ
っ
て
の
み
道
徳
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
公
民
と
し
て
の
あ
る
い
は
父
親
と
し
て
の
義
務
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な
概
念
も
、
乳
飲
み
子
の
涙
や
祖
国
の
危
機
ほ
ど
に
は
、
私

の
道
徳
的
態
度
を
促
進
し
な
い
。
人
間
対
人
間
の
自
然
の
関
係
に
基
づ
く
代
わ
り
に
、
君
子
と
臣
下
、
貴
族
主
義
者
と
民
主
主
義
者
等

の
よ
う
な
社
会
的
差
別
に
基
づ
く
政
策
は
、
人
類
を
社
会
的
状
態
を
通
し
て
道
徳
的
使
命
へ
接
近
さ
せ
る
可
能
性
か
ら
、
ま
す
ま
す
と

お
の
い
て
ゆ
く
」（

（5
（

と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
考
え
て
い
る
。
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◇
《
本
書
の
本
質
的
帰
結
》

　
「
さ
て
、
こ
こ
で
私
が
あ
と
を
振
り
返
り
、
人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
を
探
り
つ
つ
辿
っ
て
来
た
道
は
、
結
局
私
を
ど
こ

に
行
き
つ
か
せ
た
か
と
自
問
す
る
。
私
は
次
の
諸
命
題
の
内
に
、
私
の
探
究
の
本
質
的
な
結
論
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。」（

（6
（

　

そ
の
命
題
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
世
界
の
中
で
彼
自
身
を
三
つ
の
様
式
で
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

一
、 「《
自
然
が
作
っ
た
も
の
と
し
て
》（A

ls W
erk der N

atur

）････

私
は
牧
場
の
牛
や
山
羊
の
よ
う
に
必
然
の
作
品
で
あ
り
、

数
千
年
後
で
さ
え
私
の
髪
の
毛
の
一
本
さ
え
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
、 《
人
類
が
作
っ
た
も
の
と
し
て
、
世
界
が
作
っ
た
も
の
と
し
て
》（A

ls W
erk m

eines Geschlechts, als W
erk der W

elt

）

････

私
は
ア
ル
プ
ス
の
頂
か
ら
小
川
に
流
れ
落
ち
る
水
の
一
滴
で
あ
り
、
川
の
激
流
に
押
し
流
さ
れ
、
や
が
て
永
遠
の
死
の
大

海
に
（in den ew

igen M
eeren des T

odes

）
消
え
う
せ
て
し
ま
う
。

三
、 《
私
自
身
が
作
っ
た
も
の
と
し
て
》（A

ls W
erk m

einer selbst

）････

、
そ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
、
私
は
私
自
身
の
内
に
わ

た
し
自
身
を
彫
り
つ
け
る
。
そ
れ
は
不
変
の
作
品
で

─
私
の
岩
に
刻
ま
れ
た
私
自
身
は
ど
ん
な
波
も
洗
い
落
と
す
こ
と
は
な

い
。
私
が
私
自
身
の
う
ち
に
道
徳
的
本
質
と
し
て
完
成
す
る
私
の
作
品
の
痕
跡
は
、
時
も
そ
れ
を
消
し
去
る
こ
と
は
な
い
」（

（7
（

。

　

さ
ら
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
私
は
自
然
の
作
品
と
し
て
は
、
動
物
と
し
て
は
完
成
し
て
い
る
。
私
自
身
の
作
品
と
し
て
は
、
私

は
完
成
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
。
人
類
の
作
品
と
し
て
は
私
は
私
の
完
成
が
不
可
能
の
地
点
に
立
ち
留
ま
ろ
う
と
す
る
。
自
然
は
自
然

の
仕
事
を
完
全
に
成
し
終
え
た
。
そ
の
よ
う
に
あ
な
た
は
あ
な
た
の
仕
事
を
成
せ
。
あ
な
た
自
身
を
知
れ
、
そ
し
て
あ
な
た
の
動
物
的

自
然
の
深
い
理
解
の
上
に
、
し
か
し
、
肉
の
絆
の
た
だ
中
で
神
の
よ
う
に
生
き
得
る
あ
な
た
の
内
面
の
力
を
十
分
に
知
っ
て
、
あ
な
た

自
ら
を
崇
高
な
ら
し
め
る
よ
う
努
力
せ
よ
」（

（8
（

と
述
べ
、
人
間
性
の
完
成
に
向
か
っ
て
、
自
己
自
身
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
強

く
述
べ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
見
解
の
帰
結
（「
私
の
最
も
本
質
的
な
観
点
の
成
果
」）
は
、
す
べ
て
の
真
の
人
間
教
育
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

教
育
（Erziehung

）
と
立
法
（Gesezgebung

）
は
こ
う
し
た
自
然
の
歩
み
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

教
育
と
立
法
は
、
人
間
の
自
然
的
な
関
係
に
結
び
付
き
、
か
つ
人
間
の
好
意
（W

ohlw
ollen

）
を
維
持
す
る
た
め
に
、
動
物
的
な

存
在
と
し
て
の
人
間
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
教
育
と
立
法
は
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
た
め
に
、
そ
の
市
民
的
な
境
遇
と
誠
実
と
信
頼
に
よ
っ
て
耐
え
う
る
も
の
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
教
育
と
立
法
は
克
己
心
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
そ
の
堕
落
か
ら
《
自
己
自
身
の

人
間
性
を
回
復
で
き
る
力
》
を
も
つ
よ
う
に
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（

（9
（

七
、
諸
原
則
と
諸
観
点
の
一
致 

　
　

 

〜
私
の
最
も
本
質
的
な
諸
原
則
と
、
最
初
私
の
問
題
を
見
た
と
き
の
私
の
心
に
浮
か
ん
だ
単
純
な
諸
観
点
と
の
一
致
〜

　

第
三
部
は
、
以
上
探
究
し
て
き
た
《
本
質
的
な
原
理
》
と
第
一
部
の
《
単
純
な
観
点
》
と
が
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て

い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
の
冒
頭
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
で
私
の
書
物
は
完
結
に
近
付
い
た
。
私
の
自
然
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
様
々
な
矛
盾
は
、
い
つ
も
こ
の
世
の
す
べ

て
の
物
に
対
し
て
私
の
自
然
が
三
重
の
違
っ
た
観
点
か
ら
、
解
決
の
糸
口
を
見
い
出
す
。････

最
初
に
私
が
問
題
を
見
い
出
し
た
時
、

私
の
眼
に
映
っ
た
単
純
な
諸
見
解
が
、
私
の
探
究
の
到
達
し
た
最
も
本
質
的
な
諸
結
果
と
、
ど
れ
だ
け
一
致
す
る
の
か
確
か
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」（

（
（

と
述
べ
探
究
の
結
果
の
検
証
を
始
め
て
い
る
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
認
識
と
知
識
、
取
得
、
財
産
、
権
利
、
社
会
的
状
態
、
権
力
、
名
誉
、
服
従
、
支
配
等
々
の
社
会
学
的
な
概
念
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を
三
重
の
観
点
の
も
と
に
、「
自
然
の
作
品
と
し
て
」、「
人
類
の
作
品
と
し
て
」、
ま
た
「
私
自
身
の
作
品
と
し
て
」
考
察
す
る
が
、
そ

の
際
、
重
点
は
最
後
の
観
点
に
あ
る
。
現
実
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
す
る
人
間
の
三
重
の
態
度
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
次
の

三
つ
で
あ
る
。

　

ま
ず
人
間
は
、
自
然
人
と
し
て
は
自
分
の
利
己
的
な
要
求
を
、
当
然
満
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
次
に
人
間
は
公
民
と
し
て
は
拘

束
的
な
法
と
法
律
上
の
強
制
と
を
、
是
認
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
人
間
は
道
徳
的
な
人
格
と
し
て
は
、
自
分
の
感

性
的
並
び
に
社
会
的
な
成
果
（
財
産
・
権
利
・
権
力
・
服
従
・
支
配
）
を
他
の
人
々
の
た
め
に
用
い
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
単
な
る
観
念
的
に
、
自
分
の
感
情
や
欲
望
を
お
さ
え
る
心
の
状
態
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
現
実
に

生
き
る
人
間
は
、
息
苦
し
い
道
徳
一
辺
倒
の
中
で
は
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
。

　

む
し
ろ
、
民
衆
の
実
生
活
に
対
す
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
憂
慮
は
、
民
衆
を
再
び
道
徳
の
観
念
的
世
界
か
ら
、
現
実
の
生
活
体
験
の

世
界
に
連
れ
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
真
理
を
民
衆
の
生
活
現
実
の
諸
要
求
に
即
し
て
、
実
証
す
べ
き
切
実
な
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
「
愛
」
の
項
目
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
冒
頭
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
私
の
自
然
の
作
品
、
私
の
自
然
の
自
然
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
奏
で
る
弦
の
共
鳴
、
私
の
動
物
的
好
意
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
愛
は
、

私
を
動
物
的
に
満
足
さ
せ
る
感
覚
的
な
楽
し
み
の
あ
る
所
に
は
ど
こ
に
も
あ
る
。･･･

」（
2
（

と
。

　

つ
ま
り
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
的
な
好
意
は
、
無
邪
気
の
状
態
に
と
っ
て
永
遠
に
調
和
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
誠
実
さ
に
よ
っ
て
、

道
徳
的
な
自
制
へ
と
高
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
損
な
わ
れ
る
の
は
、
社
会
的
状
態
の
堕
落
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
愛
の
本
質
は
こ
の
世

の
貧
し
い
人
々
、
罪
あ
る
人
々
へ
の
宥
和
的
献
身
で
あ
る
」（

3
（

と
。

　

最
後
に
《
宗
教
》
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
冒
頭
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
「
純
粋
な
自
然
の
作
品
と
し
て
の
宗
教
を
人
類

は
持
た
な
い
。
動
物
的
無
邪
気
は
犠
牲
を
行
わ
ず
、
祈
ら
ず
、
祝
福
も
せ
ず
、
呪
詛
も
し
な
い
。
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私
の
堕
落
せ
る
自
然
の
作
品
と
し
て
の
宗
教
は
迷
い
で
あ
る
。

　

人
類
の
作
品･

国
家
の
作
品
と
し
て
の
宗
教
は
欺
瞞
で
あ
る
。

　

た
だ
、
私
自
身
の
作
品
と
し
て
の
み
宗
教
は
真
理
で
あ
る
。」（

4
（

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
宗
教
も
ま
た
「
人
類
の
作
品
と
し
て
」「
社
会
の
作
品
と
し
て
」、
さ
ら
に
「
私
自
身
の
作
品
と
し
て
」
の
三

つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
私
の
自
然
の
作
品
と
し
て
は
、
宗
教
は
誤
謬
で
あ
り
、
迷
信
で
あ
る
。
人
類
の
作
品
と
し
て
は
偽
善
で
あ
り
狂
信
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
宗
教
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
宗
教
の
本
質
で
あ
る
心
情
へ
と
人
々
を
導
く
外
的
な
形
式
で
あ

る
。

　

私
自
身
の
作
品
と
し
て
の
み
、
宗
教
は
真
実
で
あ
る
。「
真
の
宗
教
は
、
道
徳
と
同
じ
よ
う
に
、
全
く
個
々
人
の
事
柄
で
あ
る
。」

　

真
の
宗
教
は
私
自
身
を
内
面
的
に
醇
化
す
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
全
く
道
徳
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
ま
っ
た
く
個
々
人
の
人
格
の

事
柄
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
断
じ
て
人
類
の
作
品
で
は
な
い
、
そ
れ
は
断
じ
て
国
家
宗
教
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
あ
る
権
力
的
目

的
の
為
の
国
家
の
手
段
で
も
な
い
。」（

5
（

　

従
っ
て
、
国
家
や
国
民
は
宗
教
を
持
た
な
い
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
持
た
な
い
。

　

こ
う
し
て
宗
教
は
道
徳
と
本
質
的
に
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
教
の
こ
の
よ
う
な
「
漠
然
と
し
た
概
念
」
を
乗
り
越
え
る
も

の
こ
そ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
信
仰
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
人
間
の
内
面
に
宿
る
神
的
な
も
の
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
信
仰
は
激
し
く
動
揺
し
た
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
苦
悩
と
幻
滅
を
克
服
し
た
。
信
仰
に
よ
っ
て
、「
か
つ
て
ひ
と
り
の
ガ
リ
レ
ア
人
（
イ
エ
ス･

キ
リ
ス
ト
）
は
、

多
数
の
民
衆
を
感
性
的
な
堕
落
か
ら
救
い
だ
し
、
民
衆
に
信
仰
に
よ
っ
て
彼
ら
に
内
面
的
な
独
立
を
与
え
た
。････

か
つ
て
は
信
仰
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が
人
間
の
内
面
的
独
立
を
可
能
に
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
今
で
は
妄
想
で
な
い
。
今
日
そ
れ
を
可
能
に
で
き
る
の
は････

真
理
と

権
利
の
領
域
の
み
で
あ
る
。」（

6
（

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
こ
で
再
び
現
実
生
活
の
領
域
へ
立
ち
返
っ
て
い
る
。

　
『
探
究
』
の
第
一
部
「
私
の
探
究
の
基
礎
」
で
は
、
扱
っ
て
い
な
い
《
真
理
と
権
利
》
の
領
域
を
新
た
に
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の

諸
節
の
最
後
の
総
括
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
諸
節
全
体
に
お
い
て
、
人
類
の
発
展
に
お
け
る
自
然
の
歩
み
を
追
求
す
る
う
ち
に
、
真
理
と
権
利
と
は
た
だ
人
間
が
真
理
と

権
利
と
を
尊
重
す
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
に
と
っ
て
真
の
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
人
間
が
単
に
動
物
的

に
行
動
し
、
た
だ
物
的
な
力
で
あ
る
限
り
、
真
理
と
権
利
と
の
両
者
は
、
そ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
欺
瞞
（die T

äuschung

）
と
仮
象

（der Schein

）
と
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

自
由
な
人
間
的
意
志
（der freie m

enschliche W
ille

）、
す
な
わ
ち
私
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
私
の
動
物
的
自
然
の
過
ち
と
不
法

と
か
ら
私
を
解
放
す
る
私
の
内
的
自
然
の
力
が
、
人
間
に
と
っ
て
彼
の
現
実
的
な
真
理
と
現
実
的
な
権
利
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
」（

7
（

。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
が
、
永
遠
の
矛
盾
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
真
理
と
権
利
と
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
心
情
を
道
徳

的
な
態
度
に
一
歩
一
歩
醇
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

八
、『
探
究
』
の
最
終
的
結
論

　

よ
う
や
く
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
《
人
間
と
は
何
か
》《
人
類
と
は
何
か
》
苦
闘
に
満
ち
た
『
探
究
』
の
最
終
的
結
論
に
た
ど
り
着

い
た
。

　

こ
の
最
終
章
の
中
で
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
本
書
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
人
間
の
幸
福
と
人
間
の
権
利
と
は
本
来
自
然
の
作
品
と
し
て
の
及
び
人
類
の
作
品
と
し
て
の
私
自
身
を
、
私
自
身
の
作
品
と
し
て

の
私
自
身
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
、
動
物
及
び
市
民
と
し
て
の
私
自
身
を
人
間
と
し
て
の
私
自
身
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。･････

私
は
こ
の
見
地
を
も
っ
て
本
書
の
結
び
と
す
る
。
私
の
目
的
は
叶
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
私
は
こ
れ
ま
で
の
私
の
生
の
歩

み
が
、
私
を
ど
ん
な
も
の
に
し
た
か
を
、
で
き
得
る
限
り
私
自
身
の
う
ち
に
探
究
し
、
こ
の
探
究
を
通
し
て
、
現
に
あ
る
が
ま
ま
の
生

の
歩
み
が
人
類
を
ど
ん
な
も
の
に
す
る
か
探
究
し
よ
う
と
し
た
。
私
は
私
の
行
為
が
ど
ん
な
基
礎
か
ら
出
て
く
る
か
、
ま
た
私
の
最
も

本
質
的
な
意
見
が
本
来
ど
ん
な
見
地
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
説
明
を
、
で
き
る
限
り
私
自
身
の
う
ち
に
求
め
た
。
私
は
人
類
の
行
為

が
本
来
ど
ん
な
基
礎
か
ら
出
て
く
る
か
、
ま
た
人
類
の
最
も
本
質
的
な
意
見
が
ど
ん
な
見
地
か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
説
明
を
、
で
き

得
る
限
り
私
自
身
の
内
に
求
め
た
。（

（
（

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
続
け
て
、「
わ
が
同
時
代
の
人
々
よ
（die M

änner m
eines Zeitalters

）。
地
位
と
境
遇
と
の
類
ま
れ
な
る
回

り
合
わ
せ
の
た
め
に
、
圧
迫
さ
れ
た
不
満
足
な
活
動
の
た
だ
中
に
あ
り
な
が
ら
、
強
制
も
屈
従
も
知
ら
な
い
自
然
生
活
の
感
情
を
、
ほ

と
ん
ど
老
年
に
至
る
ま
で
生
き
生
き
と
持
ち
続
け
る
こ
と
の
で
き
た
一
人
の
人
間
の
、
真
理
愛
（die W

ahrheitsliebe

）、
人
間
愛

（die M
enschenliebe

）、
自
由
愛
（die Freiheitsliebe

）
と
に
対
し
て
、
今
世
紀
（
一
八
世
紀
）
の
後
半
が
与
え
て
く
れ
た
さ
ま

ざ
ま
の
印
象
の
こ
の
記
録
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
、
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」（

2
（

　

こ
こ
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
ら
の
生
き
ざ
ま
を
赤
裸
々
に
示
し
て
同
時
代
の
人
々
に
理
解
を
求
め
て
い
る
。

　
「
そ
し
て
、
私
が
私
の
人
生
の
苦
難
に
充
ち
た
荊
の
途
を
、
し
か
も
学
問
的
陶
冶
の
す
べ
て
の
現
代
的
な
方
法
を
全
く
用
い
る
こ
と

な
く
歩
ん
だ
の
に
比
べ
、
諸
君
が
も
っ
と
平
坦
な
大
道
を
歩
ま
れ
、
真
理
と
権
利
と
の
最
も
進
ん
だ
認
識
に
達
し
て
い
ら
れ
る
に
し
て

も
、
ど
う
か
私
の
無
遠
慮
な
意
見
と
、
私
の
率
直
さ
に
対
し
て
あ
え
て
皆
さ
ん
の
ご
注
意
と
私
の
誤
り
に
対
し
て
、
皆
さ
ん
の
反
論
を

お
願
い
し
た
い
。･････
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私
は
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
生
涯
を
人
類
の
た
め
に
誠
実
に
真
面
目
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
私
は
ど
ん
な
教
示

を
も
、
誠
実
に
真
面
目
に
役
立
て
る
よ
う
に
努
め
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
私
は
最
後
に
、《
自
然
の
作
品
と
し
て
私
は
何
で
あ
る
の
か
？
》（W

as bin ich als W
erk der N

atur?

）、《
人
類
の
作

品
と
し
て
私
は
何
で
あ
る
の
か
？
》（W

as bin ich als W
erk m

eines Geschlecht?

）、《
私
自
身
の
作
品
と
し
て
私
は
何
で
あ
る

の
か
？
》（W

as bin ich als W
erk m

einer selbst?

）、
と
言
う
三
つ
の
観
点
を
今
一
度
検
討
し
て
置
き
た
い
。」（

3
（

、
と
述
べ
、
最
後

の
ま
と
め
に
は
い
っ
て
い
る
。

　

私
も
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
こ
の
三
つ
の
見
解
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
の
見
解
《
自
然
の
作
品
と
し
て
私
は
何
で
あ
る
か
》

　
「
自
然
の
作
品
と
し
て
の
私
は
、
私
の
感
覚
の
楽
し
み
の
他
に
は
真
理
も
権
利
も
知
ら
ず
、
そ
の
為
に
本
来
の
意
味
で
の
社
会
的
状

態
の
中
に
惨
め
な
、
軽
蔑
す
べ
き
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
社
会
状
態
の
中
で
、
私
の
知
識
の
た
め
に
か
え
っ
て
な
ら
ず
者
や

乞
食
や
夢
想
家
に
堕
落
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
私
が
名
誉
を
持
て
ば
、
私
の
周
り
に
集
ま
る
人
々
を
光
り
に
添
い
寄
る
虫
を
焼
き
殺

す
と
い
う
こ
と
、
ま
た
私
が
権
力
を
持
て
ば
、
私
に
服
従
す
る
人
々
を
権
利
な
き
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
等
々
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は

真
実
で
あ
る
か
」（

4
（

と
、
自
問
し
「
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
真
実
で
あ
る
。」
と
肯
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　
「
私
は
自
然
の
作
品
と
し
て
は
、
物
的
な
力
で
あ
り
、
動
物
で
あ
り････

永
遠
不
変
の
動
物
的
存
在
で
あ
る
。
私
は
私
の
自
身
の
力

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
自
身
の
作
品
と
し
て
の
私
を
、
私
の
自
然
に
と
っ
て
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
完
成
に
高
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
の

運
命
が
、
私
を
世
界
の
ど
ん
な
片
隅
に
投
じ
よ
う
と
も
、
私
は
世
界
の
作
品
と
し
て
の
私
を
、
そ
の
片
隅
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。････

　

左
官
が
無
用
の
石
を
鉄
槌
で
打
ち
砕
く
よ
う
に
私
を
打
ち
砕
き
、
最
も
具
合
い
の
悪
い
石
片
の
隙
間
を
ふ
さ
ぐ
詰
め
物
に
私
を
使
う
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だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
社
会
的
状
態
に
お
け
る
自
然
人
の
運
命
で
あ
る
。

　

自
然
人
は
社
会
状
態
の
中
で
こ
れ
以
上
恵
ま
れ
た
運
命
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」（

5
（

　

自
然
の
作
品
と
し
て
の
私
の
運
命
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
二
の
見
解
《
人
類
の
作
品
と
し
て
わ
た
し
は
何
で
あ
る
か
》

　
「
人
類
の
作
品
と
し
て
の
私
は
、
私
の
自
然
の
作
品
と
私
自
身
の
作
品
と
の
中
間
に
動
揺
し
な
が
ら
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
真
実
か
。

　

人
類
の
作
品
と
し
て
の
私
は
、
私
の
動
物
的
満
足
の
為
に
も
、
私
の
道
徳
的
醇
化
の
為
に
も
、
確
実
な
足
場
を
見
い
出
さ
な
い
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
か
。
そ
の
時
、
私
は
根
底
か
ら
堕
落
し
た
自
然
人
と
し
て
市
民
社
会
の
中
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
真
実
で
あ
る
か
。････

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
真
実
で
あ
る
。

　

私
は
単
な
る
感
覚
的
享
楽
（blossen Sinnengenusses

）
の
地
点
に
安
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
私
の
社
会
的
陶

冶
（gesellschaftlichen A
usbildung

）
の
地
点
に
も
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

私
は
社
会
的
状
態
の
中
で
、
満
ち
足
り
た
動
物
的
な
自
然
生
活
の
快
楽
の
下
に
深
く
転
落
し
て
行
く
か
、
そ
れ
と
も
社
会
的
硬
化
の

堕
落
を
乗
り
越
え
て
高
く
飛
翔
す
る
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

私
は
社
会
的
冷
酷
さ
の
中
で
、
私
の
人
間
性
を
喪
失
す
る
か
、
私
の
本
能
の
廃
墟
の
上
に
、
道
徳
的
権
利
の
承
認
へ
私
を
誘
う
よ
う

な
様
々
な
経
験
を
拾
い
集
め
る
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」（

6
（

と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
内
面
の
告
白
を
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
第
三
の
見
解
《
私
の
作
品
と
し
て
私
は
何
で
あ
る
か
》
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「
自
然
状
態
と
市
民
的
教
養
と
道
徳
と
の
相
互
関
係
は
、
子
ど
も
の
状
態
と
徒
弟
時
代
と
成
人
期
と
の
相
互
の
関
係
と
同
様
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
か
。

　

私
が
私
の
感
覚
的
享
楽
の
過
ち
を
知
ら
ず
、
ま
た
私
の
社
会
的
要
求
の
不
法
を
知
ら
な
い
な
ら
、
私
は
道
徳
が
予
想
す
る
情
緒
的
な

気
分
に
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
か
。

　

道
徳
は
全
く
個
人
の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、････

自
然
状
態
は
道
徳
を
知
ら
ず
、
ま
た
社
会
状
態
は
道
徳
に
基
づ
か
な
い
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
真
実
で
あ
る
か
。

　

本
来
の
意
味
で
の
市
民
的
義
務
は
、
私
を
道
徳
的
に
し
な
い
と
い
う
の
は
真
実
で
あ
る
か
。

　

私
は
ギ
ル
ド
（
同
業
組
合
員
）
と
し
て
、
ま
た
大
衆
（M

asse

）
と
し
て
、
為
べ
き
す
べ
て
の
事
柄
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
私
を
不

道
徳
に
す
る
誘
惑
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
真
実
で
あ
る
か
。

　

こ
れ
ら
の
事
は
す
べ
て
真
実
で
あ
る
！
。

　

道
徳
は
、
個
人
に
お
い
て
彼
の
動
物
的
自
然
お
よ
び
社
会
的
冷
酷
さ
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
道
徳
の
本
質
か
ら
見
れ
ば
、
道
徳
は
私
の
意
志
の
自
由
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

････

道
徳
的
本
質
と
し
て
の
私
は
、
ひ
た
す
ら
私
自
身
の
人
間
的
完
成
に
向
か
っ
て
進
む
。
そ
し
て
、
私
の
自
然
の
う
ち
に
在
る

と
思
わ
れ
る
様
々
な
矛
盾
を
、
私
自
身
の
中
で
解
消
さ
せ
る
こ
と
は
、
た
だ
、
私
が
道
徳
的
本
質
で
あ
る
と
き
に
の
み
可
能
と
な
る
」（

7
（

。

　

以
上
が
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
最
終
的
結
論
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、『
探
究
』
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
ら
の
心
情
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
彼
は
す
で
に
亡
く
、
あ
な
た
は
も
は
や
彼
を
知
ら
な
い
。
彼
に
関
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
踏
み
に
じ
ら
れ
た
彼
の
生
涯
の
乱

れ
た
足
跡
だ
け
だ
。
彼
は
堕
ち
た
。
ち
ょ
う
ど
果
実
が
そ
の
若
い
と
き
北
風
に
傷
つ
き
、
害
虫
が
そ
の
内
部
を
食
い
荒
ら
す
時
に
、
未
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熟
の
ま
ま
に
木
か
ら
堕
ち
る
よ
う
に
、
旅
人
よ
（W

anderer

）、
堕
ち
た
果
実
の
為
に
一
滴
の
涙
を
注
げ
。
そ
れ
は
堕
ち
て
も
な
お

そ
の
頭
を
そ
れ
が
夏
の
盛
り
を
そ
の
枝
の
上
で
病
み
抜
い
た
木
の
幹
に
寄
せ
て
、
耳
を
す
ま
せ
ば
聞
こ
え
る
ほ
ど
に
呟
い
た
の
だ
。
私

は
死
ん
で
も
な
お
木
の
根
を
強
め
よ
う
。

　

旅
人
よ
、
地
上
に
落
ち
て
朽
ち
ゆ
く
果
実
を
労
ら
れ
。
そ
し
て
彼
の
滅
び
の
最
後
の
花
粉
（dem

 Staub

）
に
、
せ
め
て
そ
れ
が
夏

の
盛
り
を
、
そ
の
枝
の
上
で
病
み
抜
い
た
木
の
根
を
培
お
う
」（

8
（

と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
『
探
究
』
執
筆
の
前
の
数
年
間
、
彼
は
絶
望

と
希
望
の
間
を
さ
ま
よ
っ
た
。

　

彼
は
現
実
の
人
間
に
絶
望
し
て
い
た
と
は
言
え
、
自
分
の
意
志
次
第
で
変
わ
り
う
る
は
ず
の
人
間
に
対
す
る
彼
の
あ
く
な
き
確
信

は
、
必
ず
し
も
放
棄
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
自
分
に
対
す
る
確
信
を
喪
失
し
た
。
そ
れ
は
、
同
時
代
の
人
々
が
彼
を
信
じ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
彼
は
《
人
間
と
は
何
か
》《
私
と
は
何
も
の
で
あ
る
の
か
》《
人
類
と
は
何
も
の
で
あ
る
の
か
》
を
問

い
続
け
た
の
が
、
こ
の
『
探
究
』
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
探
究
』
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
八
一
年
の
生
涯
の
中
で
最
も
厳
し
い
幻
滅
の
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、《
民
衆
の
幸
せ
》
と
《
人
類
の
平
和
》
を
願
う
彼
は
、
決
し
て
未
来
に
対
し
て
の
再
起
の
勇
気
と
希
望
を
喪
失
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。

九
、『
探
究
』
の
特
色
と
そ
の
価
値 

　
　

 

〜
新
し
い
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
像
を
求
め
て
〜

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
西
洋
教
育
史
上
で
も
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
彼
の
教
育
思
想
は
自
己
の
生
命
体
験
に
立
ち
、《
生
命
》
と
《
思
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想
》
と
が
常
に
一
体
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
膨
大
な
著
作
の
中

で
も
『
探
究
』
は
、
疑
い
も
な
く
彼
の
思
想
発
展
の
歩
み
の
中
で
、
最
も
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
シ
ュ
プ
ラ
ン

ガ
ー
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
理
解
さ
れ
る
の
に
か
く
も
困
難
で
あ
る
」
最
も
難
解
の
著
作
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
れ
は
、
彼
の
一
七
九
七
年
『
探
究
』
発
表
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
著
作
の
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
と
な
っ
て
い
る
。

彼
は
も
と
も
と
、
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
の
中
で
「
あ
る
国
に
民
衆
の
た
め
の
真
理
を
求
め
た
二
人
の
人
が
お
り
ま
し
た
。
そ
の
一
人

は
高
貴
の
生
ま
れ
で
、
彼
が
治
め
た
国
に
善
政
を
行
う
た
め
に
夜
も
眠
ら
ず
、
昼
も
そ
の
た
め
に
捧
げ
ま
し
た
。
彼
は
目
的
を
達
し
ま

し
た
。
彼
の
国
は
、
彼
の
知
恵
に
よ
っ
て
栄
え
ま
し
た
。････

」（
（
（

と
言
う
よ
う
に
、
国
政
の
哲
学
を
探
す
た
め
に
出
発
し
て
い
た
が
、

彼
が
見
い
出
し
た
の
は
、
正
し
い
社
会
的
状
態
は
、
個
々
人
の
道
徳
の
上
に
築
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
は
、
政
治
学
か
ら
倫
理
学
へ
進
ん
だ
が
、
生
活
体
験
を
重
視
す
る
彼
の
信
念
か
ら
は
、
単
な
る
理
論
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
出

来
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
倫
理
学
か
ら
さ
ら
に
人
間
形
成
の
学
と
し
て
の
教
育
学
へ
と
進
ん
だ
。

　

こ
こ
で
の
彼
は
、「
人
間
と
は
何
か
」、「
人
類
と
は
何
か
」
を
論
究
し
つ
つ
、
結
局
、
人
間
の
内
的
努
力
が
、
個
々
の
人
格
を
醇
化

し
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
到
達
し
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
骨
の
折
れ
る
回
り
道
を
た
ど
り
な
が
ら
展
開
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
こ
の
『
探
究
』
の
教
育
学
的
価
値
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
（Eduard Spranger

）
も
言
う
よ
う
に（

2
（

、
こ
の
『
探
究
』
は
人
類
社
会
の
最

も
根
本
的
な
問
題
を
、
あ
く
ま
で
も
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
自
身
の
生
命
体
験
へ
の
深
い
苦
悩
と
反
省
に
基
づ
い
て
、
究
明
し
よ
う
と
し
た

真
実
な
人
間
探
究
の
成
果
で
、
彼
の
数
多
い
著
作
の
中
で
最
も
深
刻
で
か
つ
ま
た
包
括
的
な
人
間
探
究
の
書
で
、
彼
の
根
本
思
想
を
知

る
う
え
で
最
も
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
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第
二
に
、「
人
間
と
は
何
か
、
私
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
私
は
何
を
な
し
た
か
、
人
類
は
何
を
な
し
て
い
る
の
か
」
と
、
問
い
つ
つ
、

人
間
の
内
な
る
歩
み
を
心
理
学
的･

社
会
学
的
観
点
か
ら
《
自
然
状
態
》･

《
社
会
状
態
》
そ
し
て
《
道
徳
的
状
態
》
に
至
る
中
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
状
態
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
独
自
の
人
間
観･

社
会
観
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
そ
の
後

の
人
間
探
究
と
り
わ
け
教
育
研
究
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
環
境
教
育
学
に
対
し
て
、
自
力
、
自
己
活
動
、
自
己
形
成
の
勝
利
を
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
は
、『
探
究
』
の
中
で
極
め
て
明
瞭
に
表
現
し
て
い
る
。

　
「
や
が
て
、
私
は
環
境
が
人
間
を
作
る
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
私
は
人
間
が
環
境
を
作
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
が
自

ら
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
、
環
境
を
さ
ま
ざ
ま
に
統
御
す
る
、
あ
る
種
の
力
を
、
自
分
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

た
。」（

3
（

　

人
間
は
内
面
に
自
己
形
成
力
を
秘
め
て
お
り
、
環
境
に
左
右
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
変
革
し
う
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る

と
自
律
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
人
間
形
成
の
諸
力
は
人
間
自
身
の
内
に
あ
る
。
自
己
活
動･

自
発
性･

自
律
性
の
教

育
学
へ
の
新
た
な
展
望
を
拓
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
四
に
、「
社
会
状
態
の
本
質
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
の
継
続
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
、
自
然
状
態

の
堕
落
に
お
い
て
始
ま
り
、
社
会
的
状
態
に
お
い
て
は
、
た
だ
そ
の
形
を
変
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
捉
え
、
人
類
の
発
達
し
て
行

く
な
か
で
の
限
界
や
市
民
的
権
利
と
市
民
的
自
由
の
本
質
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
国
家
権
力
の
本
質
を
鋭
く
見
抜
い
て
い

る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
国
家
と
道
徳
、
国
家
と
宗
教
の
問
題
は
、
国
家
権
力
の
介
入
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
も
道
徳
や
宗
教
の

本
質
は
、
全
く
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
政
治
哲
学･

社
会
哲
学･

宗
教
哲

学･

道
徳
の
原
則
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
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第
五
に
、
ジ
ル
バ
ー
（K

äte Silber

）（
4
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
『
探
究
』
の
論
究
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
人
間

が
市
民
社
会
の
な
か
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
人
間
が
よ
り
優
れ
た
認
識
と
一
致
し
て
行
動
し
、
自
分
自
身
を
真
に
醇

化
で
き
る
よ
う
に
、
人
間
を
も
ろ
も
ろ
の
認
識
や
技
量
へ
陶
冶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
持
た
ね
ば
な
ら
な
ら
な
い
認
識
は
、

「
万
物
の
真
理
」
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
《
真
理
と
は
何
か
》。「
人
間
に
と
っ
て
真
理
と
は･･･

言
葉
で
言
い
表
せ
る
も

の
で
あ
る
。
言
語
は
、
人
類
が
こ
の
世
の
万
物
の
本
性
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
で
作
り
出
す
表
象
の
し
か
た
に
関
す
る
私
自
身
の
証
言

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
類
に
語
る
こ
と
を
教
え
よ
！
」（

5
（

と
、
ジ
ル
バ
ー
は
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
『
探
究
』
で
驚
く
べ
き
方
向
転
換
を

遂
げ
、《
メ
ト
ー
デ
》
の
出
発
点
に
到
達
し
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
言
語
に
つ
い
て
の
論
究
は
『
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
は
、
い
か
に
し
て

そ
の
子
に
教
え
る
か
』（W

ie Gertrud ihre K
inder lehrt.

）
の
な
か
で
継
続
さ
れ
、
文
化
政
策
的
な
問
題
は
『
わ
が
時
代
に
訴
え

る
（
時
代
）』（Pestalozzi, an m

ein Zeitalter

（Epochen

））
の
中
で
、
メ
ト
ー
デ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
」（

6
（

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
探
究
』
は
以
後
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
生
活
に
結
び
付
い
た
実
践
活
動
の
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
『
探
究
』
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
苦
難
に
充
ち
た
生
涯
を
一
貫
し
て
、
社
会
的
存
在
と
し
て
民
衆
の
中
に
彼
自
身

の
身
を
お
き
、
矛
盾
と
絶
望
と
挫
折
の
な
か
で
、
人
類
の
平
和
と
民
衆
の
幸
せ
を
求
め
て
、
悪
戦
苦
闘
し
た
真
摯
な
魂
の
記
録
で
あ
る

こ
と
を
付
言
し
て
置
き
た
い
。

　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
生
涯
と
彼
の
め
ざ
し
た
事
業
に
つ
い
て
、
述
べ
て
終
わ
り
に
し
た
い
。
彼
の
生
涯
は
、
こ
れ
を
端
的
に
表
現
す

れ
ば
、〈
愛
〉
と
〈
真
実
〉
と
〈
正
義
〉
に
生
き
よ
う
し
た
、
一
人
物
の
壮
大
な
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
言
え
る
。
八
一
年
の
生
涯
の
中
で
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彼
が
生
み
落
と
し
た
著
作
は
、
人
間
の
幸
せ
を
求
め
て
、
悪
戦
苦
闘
し
た
真
摯
な
魂
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
偉
大
な
人
物
の
す
べ
て

を
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
な
ま
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
の
第
一
人
者
、
か
つ
ま
た
苦
難
に
満
ち
た
生
涯
を
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究

に
捧
げ
た
ケ
ー
テ･

ジ
ル
バ
ー
（K

äte Silber

）
の
言
葉
を
通
し
て
《
新
た
な
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
像
》
の
提
示
に
耳
を
傾
け
た
い
。

　
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
自
ら
を
た
だ
、
後
進
の
た
め
に
道
を
用
意
す
る
先
駆
者
、
あ
る
い
は
《
荒
野
に
叫
ぶ
人
》
と
み
な
し
て
い
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
（Sokrates

）
の
よ
う
に
、
彼
は
人
々
の
良
心
を
駆
り
た
て
、
彼
ら
が
そ
れ
に
答
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
問
い
か
け

た
。
彼
は
一
つ
の
典
型
、
い
わ
ば
努
力
し
な
が
ら
戦
い
な
が
ら
勝
利
し
、
悩
み
、
愛
し
、
献
身
し
続
け
る
人
間
で
あ
っ
た
。

　

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
究
極
の
目
標
は
、
教
授
法
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
子
ど
も
た
ち
の
教
育
あ
る
い
は
貧
民
の
運
命
の
改
善
で
も

な
か
っ
た
。
彼
の
《
夢
（der T

raum

）》
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
よ
り
優
れ
た
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
《
幸
せ
》

を
保
証
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
に
《
安
ら
ぎ
（die Beruhigung

》
と
《
平
和
（der Frieden

）》
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

･･･

彼
が
主
張
し
た
の
は
、
民
衆
自
身
の
力
を
発
展
さ
せ
、
か
つ
使
用
す
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ
る
ば
か
り
か
、
必
要
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
、
い
わ
ば
も
っ
と
も
堕
落
し
た
人
間
の
内
に
さ
え
宿
る
よ
り
高
い
可
能
性
を
信
じ
、
一
人
ひ
と

り
の
人
間
の
教
育
を
受
け
る
権
利
と
、
こ
の
権
利
を
充
足
さ
せ
る
社
会
の
義
務
と
を
導
き
だ
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
民
主
的

な
文
化
に
つ
い
て
の
一
つ
の
新
し
い
見
解
を
創
造
し
、
普
遍
的
な
民
衆
教
育
の
た
め
の
道
を
用
意
し
た
。･･

講
演
や
書
簡
の
中
に
生

き
て
い
る
彼
の
善
意
や
愛
の
力
と
苦
難
に
耐
え
忍
ぶ
力
、
高
貴
な
も
の
も
卑
し
い
も
の
も
、
す
べ
て
を
理
解
し
許
容
す
る
彼
の
人
間
性

─
こ
れ
ら
は
二
〇
世
紀
の
人
々
の
胸
を
も
揺
さ
ぶ
り
、
彼
の
精
神
の
息
吹
を
感
得
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
」
と（

（
（

。
ジ
ル
バ
ー
は
、
最
後

に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
に
畏
敬
の
念
を
込
め
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
今
日
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
《
私
た
ち
に
と
っ
て
何
を
意

味
す
る
か
》。
自
然
か
ら
離
反
、
労
せ
ず
し
て
多
く
を
求
め
る
傾
向
、
ま
す
ま
す
進
展
す
る
専
門
化
、
国
家
の
干
渉
、
大
衆
の
平
均
化
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の
時
代
に
お
い
て
、
彼
は
自
主
的
な
思
考
、
誠
実
な
仕
事
さ
ら
に
人
々
に
、
道
義
的
な
責
任
の
意
義
を
示
し
、
ま
た
自
然
的
な
生
活
領

域
の
確
保
、
す
な
わ
ち
〈
母
と
子
の
関
係
〉、
家
族
の
触
れ
あ
い
な
ら
び
に
、
教
養
あ
る
中
産
階
層
の
職
業
共
同
体
の
確
保
の
重
要
性

を
示
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
世
の
中
は
人
間
の
満
足･

向
上
な
ら
び
に
、
幸
せ
以
上
に
必
要
な
物
は
な
い
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
そ

の
生
涯
を
と
お
し
て
、
い
か
に
障
害
が
大
き
く
て
も
、
自
己
の
課
題
に
専
念
し
、
か
つ
自
ら
を
犠
牲
に
す
る
意
志
さ
え
あ
れ
ば
、
一
つ

の
信
念
を
実
現
で
き
る
実
例
を
示
し
て
い
る
）（

2
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
、
生
涯
を
か
け
て
、
社
会
改
革
家
と
し
て
《
民
衆
の
幸
せ
》
と
《
人
類
の
平
和
》
の
た
め
に
、
何

を
私
た
ち
は
為
す
べ
き
か
問
い
か
け
て
い
る
。
二
一
世
紀
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
が
幸
せ
に
、
ま
た
地
球
社
会
の
平
和
を
求
め
て
未
来
に

挑
戦
し
な
け
れ
ば
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
。

　
「
追
記
」 

本
稿
は
大
学
院
時
代
の
恩
師･
田
花
為
雄
先
生
と
の
出
会
い
が
な
か
っ
た
ら
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
先
生
の
ご
指
導
の
も
と

で
『
探
究
』
を
読
ん
だ
半
世
紀
前
の
日
々
を
想
い
、
い
ま
は
亡
き
先
生
の
学
恩
に
感
謝
し
つ
つ
、
こ
の
小
論
を
先
生
の
霊

前
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

注

は
じ
め
に

（
（
）
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
著
作
全
集
（
校
訂
版
）、Johann H

einrich Pestalozzi, Säm
tliche W

erke, K
ritische A

usgabe, H
g. von A

rtur 
Buchenau, Eduard Spranger, H

ans Stettbacher, Berlin （927 ff, Bd, （-Ⅹ
Ⅹ
Ⅷ

 auβ
er Ⅹ

Ⅶ
.

（
2
）ditto, （2. Band. （938. Schriften aus der Zeit von （797-（799. ss, （-（66. 



62

武蔵大学人文学会雑誌　第 42 巻第 2 号

一

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. hg von A

rtur Buchenau. Eduard Spranger. H
ans Stettbacher. （2. Band. （938. Schriften aus der 

Zeit von （797-（799. ss, （-（66.

日
本
語
版
、
長
田
新
編
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』
平
凡
社
版
、
一
九
五
九
年
第
六
巻
。
虎
竹
正
之
訳
、
一-

二
三
二
頁
所
収
。 

（
2
）ditto, （. Band. （927. SS. 262-28（.

福
島
政
雄
訳
『
隠
者
の
夕
暮
』
目
黒
書
店
一
九
三
五
年
。
長
田
新
訳
『
隠
者
の
夕
暮
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
だ
よ
り
』（
岩

波
文
庫
）
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
。

（
3
）
梅
根
悟
著
『
世
界
教
育
史
』
光
文
社
、
一
九
五
七
年
。
二
七
六
〜
九
頁
参
照

（
4
）Eduard Spranger

（（882-（963

）、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者･

教
育
学
者
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
の
第
一
人
者
。
デ
イ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey 
（833-（9（（

）
の
流
れ
を
く
み
精
神
科
学
的
心
理
学
に
よ
っ
て
文
化
哲
学
に
学
問
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
努
め
た
。
著
書
に
『
生
の
諸
形
式
』『
文
化

と
教
育
』
な
ど
多
数
。

（
5
）Eduard Spranger. Pestalozzis D

enkenform
 der Erziehung （96（. s, 6.

吉
本
均
訳
『
教
育
の
思
考
形
式
』
明
治
図
書
、
一
九
六
二
年 

二
三

頁
。

（
6
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. hg von A

rtur Buchenau. Eduard Spranger, H
ans Stettbacher. 9, Band, （930. ss 437-6（0. （0. Band, 

（93（. ss, 3（5-5（6.

（
7
）
長
田　

新
『
探
究
』［
解
題
］、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』
第
六
巻
、
平
凡
社
一
九
五
九
年
、
三-

四
頁
参
照
。

二

（
（
）
第
一
期
（
一
七
八
二
〜
一
七
八
七
年
）
の
論
文
の
特
色
は
、『
立
法
と
嬰
児
殺
し
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
主
た
る
関
心
は
、
当

時
の
社
会
的
矛
盾
に
た
い
す
る
も
の
で
、
論
調
の
傾
向
は
《
社
会
政
策
》
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。（Pestalozzi Säm

tliche W
erke, 9, Band. 

（930

）

こ
の
期
の
論
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
．Ü

ber Gesezgebung und K
inderm

ord.W
ahrheiten T

äum
e, N

achforschungen und Bilder. （780.

2
．M

em
oire über ad 

“Über V
erbrechen und Straffen „

（782.

3
．M

em
oire über Eigentum

 und V
erbrechen. （782.
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4
．Fragm

ent über den Stand der N
atur und der Gesellschaft. （783.

5
． Particularschreiben an H

ern Zunftm
eister Bürkly von Zürich über den von H

err H
elfer Lavater in M

otion gebrachten 
V

orschlag, die Saz und O
rdnungen E.L. Ehegerrichts der Stadt Zürich betreffend. （784.

6
．M

em
orial über das ffanzösische Prohibitions-A

rret vom
 （0. Juli （785.

7
．Bem

erkungen zu gelesenen Büchern. （785/86.
8
．Ü

ber die Entstehung der sittlichen Begriffe in der Entw
icklung der M

enschheit. （786/87.
 

　

本
稿
で
は
［
4
］
と
［
8
］
の
論
文
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
2
）
第
二
期
（
一
七
八
七
年
か
ら
一
七
九
五
年
）（Pestalozzi, ditto, （0. Band.

）
の
論
文
の
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
、

市
民
社
会
の
あ
り
方
に
関
す
る
論
文
が
中
心
で
あ
る
。
彼
の
中
心
思
想
は
《
社
会
哲
学･

政
治
哲
学
》
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。

（
．M

em
orialia über die Civilbildung. A

n den Groβ
herzog Leopold von T

oskana.

① Fragm
entarische Entw

ürfe eines M
em

orials über die A
ufgaben der Edelleute und Geistlichen bei der Civilbildung. （787/88.

② M
em

orial über Civilbildung, besonders über die Einrichtung eines Sem
inarium

 für Industrie. （788.

2
．Bem

erkungen zu gelesenen Büchern.

（
“Mentscheit 2. Band „

）

3
．M

em
orialia über T

uchhandel und Baum
w

ollindustrie im
 K

anton Bern.

①Beantw
ortung der Fragen des Berner K

om
m

erzienrats über den Stand der Baum
w

ollindustrie. （（. M
ärz. （789

②M
em

orial über das Baum
w

ollgew
erbe. A

n O
brist Effi

nger von W
ildegg. 4. A

pril （789.

4
．M

em
oires. A

n den Grafen K
arl Johann Christian von Zinzendorf. 

① Bem
erkungen über die zw

ischen dem
 ehem

aligen H
erzog vom

 M
ailand und der Republik Bündten zugunsten ihrer  

  italienischen U
ntertanen geschlossenen Conventtion. （790.

② Skizze eines M
em

oire über die V
erbindung der Berfsbildung m

it den V
olksschulen. （790. 

5
．Bem

erkungen zu gelesenen Büchern. （792.

6
． Ja oder N

ein? A
üβ

erungen über die bürgerliche Stim
m

ung der europäischen M
enschheit in den oberen und unteren 

Ständen, von einem
 freyen M

an. （793.

7
． Gefuhle bym

 Jahrw
echsel. （794. Geschrieben für ein Land, w

ohin sie ganz passen und für anders Länder nur insow
eit, 

als sie passen.
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8
．Ideen und N

ote zu Rangierung der Freiheitsbegriffe. Ende （793.

9
．Bem

erkungen zu gelesenen Büchern. （793/94.

（0
． D

arzw
ischenkom

ft des M
enschengefühls im

 Stret einiger M
einungen über das thierische, das gesellschaftliche und das 

sittliche Recht unserer N
atur. V

on einem
 erw

ehlten französichen Bürger. （794.
（（
．A

ufruf zum
 K

artoffelbau. Ein Flugblatt an das französische V
olk. （794.

（2
．Ü

ber Sansculottism
us und Christentum

. （794. 
（3
．Schriften zur Stäfner V

olksbew
egung

① Ü
ber den Zustand und 

［die

］ Lage des zürcherischen Landvolks und des M
agistrats 

─seine daher resultirenden  

　

Beschw
erden und das Benehm

en des letztern. Frühjahr. （795.

②U
rsachen des U

nzufriedenheit des Landes gegen die Stadt. Frühjahr （795.

③N
ote über die N

atur der im
 Zürichgebieth sich äuβ

erenden V
olksbew

egung. Frühjahr （795.

④Zur A
bw

endung der Gefahr. Juni （795. 

⑤Fürsorache für die O
pfer der Stäfner Bew

egung. A
n die züricherische Regierung. A

nfang Juli （795. 

⑥A
n die Freunde der Freiheit am

 Zürichsee und der Enden. D
en （（. H

eum
onat （795.

本
論
文
で
は
、［
6
］［
（（
］［
（3-

5
］［
（3-

6
］
の
4
論
文
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
3
）
第
三
期
（
一
七
九
五
─
一
七
九
七
）（Pestalozzi, ditto, （（Band.

）
の
論
文
の
特
色
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
が
ス
イ
ス
各
地
に
及
び
同
時
に
、

産
業
の
変
革
に
よ
る
民
衆
の
生
活
の
混
乱
の
な
か
で
、《
政
治
改
革
と
経
済
政
策
と
道
徳
・
教
育
の
問
題
》
等
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
． N

otizen zu Briefen über die Schw
eiz.（795/96.

2
． V

erfassungsgeschichtliche Bem
erkungen zu A

uszügen aus zürcherischen Ehegerichtsprotokollen.

（Lüecken in der 
Landesverfassung,

）（796. 

3
．M

ahnung zur V
erständigung. （796. 

4
．Bem

erkungen zu Condorcets Esqnisse d

’un tableau historique des progres de l

’esprit hum
ain. （796/97.

5
．Predigt an die Franzosen. （797.

6
．M

em
orial über die Freyheit des H

andels für die Landschaft Zürich. （797.

7
．O

ratio pro D
om

o. （797.
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8
． Figuren zu m

einem
 A

BC-Buch oder zu den A
nfangsgründen m

eines D
enkens. （797.

 

　

  V
orrede

 
　

  D
ie V

eranlassung dieses Buchs
 

　
  V

orrede zu der neuen A
usgabe dieser Bögen

 
　

  Inhalt
 

　

  Erklärung einiger, in diesem
 Buche vorkom

m
ender Provinzalw

örter.

9
． N

achlese der in der W
ochenschrift für M

enschenbildung und in den beiden N
achträgen Seyffarths schon 

veröffentlichten und einiger noch unveröffentlichter, in den H
andschriften verstreuter Fabeln. 

以
上
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、［
7
］
“Oratio pro D

om
o „

.

（
家
の
た
め
の
祈
り
）
に
つ
い
て
述
べ
た
。

（
4
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke, ditto, 9, Band. ss, 205-237.

（
5
）ditto, 9, Band, ss, 437-470.

（
6
）ditto, （0, Band. ss, 75-（70.

（
7
）ditto, ss. 2（3-2（4.

（
8
）ditto, s, 2（4.

（
9
）ditto, s. 238.

（
（0
）ditto, s, 440.

（
（（
）ditto, s. 44（.

（
（2
）ditto, s, 442.

（
（3
）ditto, s, 444.

（
（4
）ditto, s, 445.

（
（5
）Jean. Jacques. Rousseau

（（7（2-（778

）

（
（6
）Johann Gottlieb Fichte

（（762-（8（4

）

（
（7
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （0. Band. ss. 77-79.

（
（8
）ditto, s, 79.

（
（9
）ditto, s. 80.
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（
20
）
シ
ュ
タ
ン
ス
（Stans. （798-（799

）：
一
七
九
八
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
ス
イ
ス
を
手
中
に
収
め
よ
う
と
す
る
と
、
各
地
に
反
抗
の
た
め
の
戦
い
が

起
こ
っ
た
。
ニ
ダ
ー
ヴ
ァ
ル
デ
ン
州
で
の
戦
い
は
、
そ
の
年
の
九
月
九
日
に
始
ま
っ
た
。
最
新
式
の
兵
器
で
武
装
し
た
一
万
を
越
え
る
フ
ラ
ン
ス
勢

に
立
ち
向
か
っ
た
の
は
、
十
分
な
武
器
を
持
た
ぬ
一
五
〇
〇
人
ば
か
り
の
州
兵
と
農
民
で
あ
っ
た
。
結
果
は
目
に
見
え
て
い
た
。
ス
イ
ス
側
は
悲
惨

で
あ
っ
た
。
シ
ュ
タ
ン
ス
は
ル
ッ
ツ
エ
ル
ン
に
近
い
。
町
の
中
心
に
建
つ
カ
テ
ド
ラ
ル
の
左
後
ろ
に
聖
ク
ラ
ラ
修
道
院
（K

loster Sta. K
lara

）
が

あ
る
。
シ
ュ
タ
ン
ス
で
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
働
き
は
、
こ
こ
を
中
心
に
し
て
戦
争
孤
児
た
ち
の
た
め
に
行
わ
れ
た
。
一
七
九
八
年
一
二
月
か
ら
始

め
ら
れ
、
孤
児
た
ち
と
共
同
生
活
を
行
い
、
こ
の
経
験
が
『
シ
ュ
タ
ン
ス
便
り
』
と
し
て
一
七
九
九
年
に
公
刊
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
施
設

は
一
七
九
九
年
六
月
に
は
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
。
修
道
院
の
外
壁
に
は
記
念
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
次
の
言
葉
が
書
か
れ

て
い
る
。《
こ
こ
で
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ･

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
ニ
ー
ダ
ー
ヴ
ァ
ル
デ
ン
の
孤
児
た
ち
の
た
め
に
献
身
中
に
、
教
育
の
新
し
い
道
を
発
見
し
た

一
七
九
八-
一
七
九
九
》
と
。
二
〇
〇
一
年
の
早
春
に
、
わ
た
く
し
が
訪
れ
た
と
き
、
小
雪
の
降
る
な
か
で
修
道
院
の
チ
ャ
ペ
ル
の
鐘
が
静
か
に
な
っ

て
い
た
。

（
2（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （0. Band. （93（. s. 255.

（
22
）ditto, s. 262.

（
23
）ditto, s. 295.

（
24
）ditto. ss. 295-296.

（
25
）ditto, s. 303.

（
26
）ditto, ss. 303-304.

（
27
）ditto, s. 3（（.

（
28
）Pestalozzi Säm
tliche W

erke. （（. Band. （933. s. 79.

（
29
）「
居
間
の
力
』（W

ohnstubekraft

）、《
居
間
》
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
教
育
の
基
本
的
概
念
で
あ
る
。 

母
の
知
恵
か
ら
受
け
る
家
庭
に
お
け
る
最

初
の
触
れ
合
い
に
よ
る
に
よ
る
教
育
を
さ
し
て
い
る
。

三

（
（
）
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
が
既
に
一
七
八
〇
年
代
の
始
め
か
ら
『
探
究
』
の
執
筆
の
構
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
一
七
八
五
年
一
二
月
一
〇
日
の
こ
の
書
簡

で
わ
か
る
。
長
田
新
「『
探
究
』
解
説
」『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』
第
六
巻
，
平
凡
社
一
九
五
九
年
、
六
頁
。

（
2
）Bem

erkungen zu gelesenen Büchern

（
読
書
摘
録
）、Pestalozzi Säm

tliche W
erke. 9. Band. Em

anuel D
ejung W

alter Guyer. H
erbert 
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Schönebaum
. ss, 297-436. ditto, （0 Band, ss, （9-28.

こ
れ
ら
の
『
読
書
摘
録
』
は
一
七
八
五
／
六
年
及
び
八
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
ペ
ス
タ

ロ
ッ
チ
ー
は
、
こ
れ
を
見
る
と
『
探
究
』
執
筆
の
た
め
の
一
〇
数
年
の
歳
月
と
膨
大
な
資
料
を
集
め
準
備
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

（
3
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2 Band. （938. s, 5.

四

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2 Band. （938. ss. （-（66.

及
び
、Entw

ürte. ss. （67-242.

（
2
）Jean-Jacques Rousseau

（
一
七
一
二-

一
七
七
八
）
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
時
計
職
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
母
は
そ
の
数
日
後
に
死
亡
、
七
歳
の
こ

ろ
か
ら
父
と
小
説
や
歴
史
書
を
読
み
、
こ
の
こ
と
が
理
性
よ
り
も
感
情
の
優
位
を
説
く
思
想
の
基
に
な
っ
た
。
一
七
二
五
年
牧
師
に
預
け
ら
れ
た
の

ち
、
彫
金
工
の
弟
子
と
な
る
が
そ
の
後
出
奔
し
て
放
浪
。
一
七
三
一
年
上
流
貴
族
の
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
夫
人
の
下
に
落
ち
着
き
、
自
己
教
育
の
決
意
を
固

め
る
。
一
七
五
〇
年
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
「
学
問
・
芸
術
の
進
歩
は
習
俗
の
純
化
に
役
立
っ
た
か
」
の
懸
賞
論
文
に
応
募
し
当
選
し

（『
学
問
芸
術
論
』）、
一
躍
思
想
界
で
名
声
を
得
る
。
そ
の
後
、
一
七
六
二
年
に
『
社
会
契
約
論
』『
エ
ミ
ー
ル
』
を
発
表
、
し
か
し
、
こ
の
二
書
と
も

発
売
禁
止
と
な
り
、
そ
の
後
放
浪
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
中
で
『
告
白
』
を
書
き
、
さ
ら
に
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
を
未
完
の

ま
ま
死
亡
し
た
。
ル
ソ
ー
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、《
人
間
と
は
何
か
》《
社
会
と
は
何
か
》
を
問
い
続
け
た
が
、
こ
の
究
極
的
な
解
答
は
自
然
人
の
モ

デ
ル
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
人
間
は
本
来
善
良
で
幸
福
な
存
在
で
あ
り
、
悪
徳
と
不
幸
は
社
会
に
由
来
す
る
。
従
っ
て
、
善
と
幸
福
に
至
る
道
は
、

内
な
る
良
心
の
声
を
聞
き
、
本
来
の
自
己
、
本
来
の
人
間
に
回
帰
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
回
帰
に
よ
っ
て
、
自
己
と
自
己
自
身
、
個
人
と
社
会
、

人
間
と
自
然
の
間
の
透
明
で
直
接
的
な
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ル
ソ
ー
の
生
涯
追
究
し
続
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
若
き
日
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
は
こ
の
ル
ソ
ー
の
思
想
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
。
特
に
、『
探
究
』
へ
の
影
響
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
3
）Johann Gottlieb Fichte.

（
一
七
六
二-

一
八
一
四
）
ド
イ
ツ
の
観
念
論
の
哲
学
者
。

 

初
期
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
』（
一
七
九
三
）
は
、
絶
対
主
義
的
君
主
の
家
父
長
主
義
的
専
制
を
非
難
し
、
個
人
主
義
的
な
自
由
の
権
利
と
契
約
論
的

小
国
家
的
枠
組
み
を
主
張
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
原
理
的
に
擁
護
し
た
。『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』（
一
八
〇
八
）
は
、
ド
イ
ツ
国
民
を
言
語
文
化
的

共
同
体
と
捉
え
た
が
、
人
間
性
と
人
類
の
完
成
と
い
う
普
遍
主
義
的
使
命
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
的
使
命
を
特
殊
化
す
る
こ
と
な
く
、

人
類
と
い
う
普
遍
概
念
に
組
み
込
ん
だ
。 

こ
の
人
間
性
と
共
同
性
の
形
成
の
た
め
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
教
育
を
国
民
的
課
題
と
し
て
強
調
し
た
こ
の
国

民
的
使
命
に
よ
っ
て
、
市
民
の
人
間
性
と
共
同
体
の
形
成
は
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
市
民
形
成
の
思
想
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
4
）「
カ
ン
ト
哲
学
」：Im

m
anuel K

ant

（
一
七
二
四-

一
八
〇
四
）
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
へ
の
影
響
を
み
る
と
、「
人
間
は
そ
の
《
経

験
的
性
格
》
に
つ
い
て
は
、
自
然
法
に
従
い
、
外
的
世
界
の
影
響
下
に
あ
り
、
不
自
由
で
あ
る
が
、《
叡
知
的
性
格
》
に
関
し
て
は
、
自
由
で
あ
り
、
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た
だ
自
ら
の
実
践
理
性
（
意
志
）
に
従
っ
て
の
み
方
向
づ
け
ら
れ
る
。

 

人
間
に
と
っ
て
は
道
徳
法
則
は
定
言
命
法
で
あ
り
、
道
徳
的
行
為
は
、
幸
福
追
求
や
愛
や
傾
向
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
と
義

務
の
遵
奉
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
道
徳
律
は
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
根
本
思
想
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
備
考
．
六
・
注

（
（3
）「
カ
ン
ト
の
自
律
思
想
」
参
照

（
5
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2 Band. （938. s. 5.

（
6
）ditto, s. 7.

（
7
）ditto. ss. （-（66.

か
ら
目
次
を
つ
く
る
。

五

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke.（2 Band, （938. s. （.

（
2
）ditto, ss. 5-6.

（
3
）ditto. s. 6.

（
4
）ditto. s. 6.

（
5
）ditto, ss. 7-8.

（
6
）ditto, s. 8.

（
7
）ditto, s. 8.

（
8
）ditto. ss. 8.

（
9
）ditto. s. 8.

（
（0
）ditto. ss. 8-（0.

（
（（
）ditto, s. （0.

（
（2
）ditto, ss, （0-（2

（
（3
）ditto, ss, （3-（4.

（
（4
）ditto, ss, （4-（8.

（
（5
）ditto, s, （8.

（
（6
）ditto. ss, （8-20.
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（
（7
）ditto. ss, 20-22.

（
（8
）ditto, ss, 22-23.

（
（9
）ditto. ss, 23-25.

（
20
）ditto. ss, 25-26.

（
2（
）ditto. ss, 26-27.

（
22
）ditto, s, 28.

（
23
）ditto. ss, 28-3（.

（
24
）ditto. ss, 3（-34.

（
25
）ditto. ss, 34-36.

（
26
）ditto, ss, 36-38.

（
27
）ditto. ss, 38-43.

（
28
）T

hom
as H

obbes

（
一
五
八
八-
一
六
七
九
）
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
自
然
権
（
自
己
保
存
権
）
と
社
会
契
約
説
に
基
づ
く
近
代
国
家
論
の
創
始
者
、

経
験
論
、
唯
物
論
の
流
れ
に
属
す
る
。
彼
は
人
間
の
自
然
状
態
（
社
会
が
つ
く
ら
れ
る
前
の
状
態
）
を
、
利
己
的
欲
望
に
基
づ
く
《
万
人
の
万
人
に

対
す
る
闘
争
》
の
状
態
と
し
、
自
然
権
を
全
部
、
譲
り
渡
し
た
絶
対
主
義
国
家
の
形
成
を
考
え
た
。
さ
ら
に
、
彼
は 

人
間
を
感
情
と
理
性
か
ら
成
り

立
つ
と
考
え
た
が
、
理
性
は
特
別
の
能
力
で
は
な
く
、
感
覚･

知
覚
で
と
ら
え
た
知
識
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
り
、
人
間
を
動
か
す
の
は
、
快

･

苦
の
感
情
だ
と
考
え
た
。
自
分
の
利
益
や
幸
福
へ
の
欲
望
が
《
快
》
で
あ
り
、
満
足
さ
れ
な
い
時
《
不
快
》
で
あ
る
。
彼
は
、
人
間
に
は
自
分
自

身
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
、
各
自
が
欲
す
る
ま
ま
に
行
動
す
る
自
由
が
あ
る
と
説
い
た
。
こ
れ
が
彼
の
言
う
《
自
然
権
》
で
あ
る
。

 

こ
の
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
権
は
、
の
ち
に
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
に
影
響
し
、
さ
ら
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
《
自
然
状
態･

社
会
状
態
》
等
の
社

会
哲
学
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
29
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2, Band. （938. s. （0.

 

《
パ
ン
ド
ラ
の
箱
》
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
こ
う
。《
パ
ン
ド
ラ
（Pandora

）》
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
、
ゼ
ウ
ス
が
鍛
治
（
カ
ジ
）
神
ヘ
フ
ァ
イ

ス
ト
ス
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
人
類
最
初
の
女
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
、
天
井
の
火
を
盗
ん
で
人
間
に
与
え
た
こ
と
に
腹
を
立
て
た
ゼ
ウ
ス
は
、
そ
の
報

い
と
し
て
人
間
に
災
害
を
も
た
ら
そ
う
と
考
え
た
。
神
々
か
ら
あ
ら
ゆ
る
魅
力
や
美
徳
を
授
け
ら
れ
た
パ
ン
ド
ラ
は
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
弟
エ
ピ
メ

テ
ウ
ス
の
も
と
に
お
く
ら
れ
た
。
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
は
ゼ
ウ
ス
の
贈
り
物
は
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
忠
告
を
無
視
し
、
パ

ン
ド
ラ
を
妻
に
し
た
。
彼
女
は
神
々
か
ら
の
み
や
げ
物
と
し
て
、
の
ち
に
《
パ
ン
ド
ラ
の
箱
》
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
個
の
つ
ぼ
を
持
参
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し
た
が
、
決
し
て
開
け
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
さ
れ
て
い
た
。
彼
女
が
好
奇
心
を
押
さ
え
切
れ
ず
に
ふ
た
を
開
け
る
と
、
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
災
害
や

害
悪
が
飛
び
出
し
て
、
あ
っ
と
言
う
間
に
世
界
に
飛
び
散
っ
た
。
驚
い
た
彼
女
が
、
急
い
で
ふ
た
を
閉
じ
た
た
め
、《
希
望
》
だ
け
が
つ
ぼ
に
残
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
人
類
は
さ
ま
ざ
ま
な
災
難
に
み
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
他
に
つ
ぼ
の
中
に
は
人
間
が
得
ら
れ
ず
は
ず
の
あ
ら
ゆ
る
恩
恵
が

つ
ま
っ
て
い
た
の
に
、
パ
ン
ド
ラ
は
そ
れ
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
す
る
伝
説
も
あ
る
。

六

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2, Band. （938. s, 57.

（
2
）ditto. s, 62.

（
3
）ditto. s, 66.

（
4
）ditto, s. 67

（
5
）ditto. s, 67.

（
6
）ditto, s, 68.

（
7
）ditto, s, 76.

（
8
）ditto, s. 79.

（
9
）ditto. s, （00.

（
（0
）ditto, s. （05.

（
（（
）ditto. s. （06

（
（2
）ditto, s. （06.

（
（3
）「
カ
ン
ト
の
自
律
思
想
」（Im

m
annel K

ant

（
一
七
二
四-
一
八
〇
四
）
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
）
と
は
、
人
類
の
普
遍
妥
当
的
（
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で

あ
て
は
ま
る
）
な
道
徳
法
則
は
、
誰
が
作
り
、
誰
が
意
志
し
、
行
為
す
る
こ
と
を
命
ず
る
の
か
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
各
自
の
内
的
理
性

で
あ
る
と
い
う
。
人
間
は
身
体
を
も
ち
、
感
覚
的
な
も
の
に
支
配
さ
れ
て
い
る
が
、
反
面
、
自
己
を
深
く
省
察
す
る
理
性
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
は

前
者
に
あ
っ
て
は
、
自
然
法
に
支
配
さ
れ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
自
ら
立
て
た
道
徳
法
則
に
、
自
ら
従
う
自
己
立
法
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
ら
立
て
た
法
則
に
従
う
行
為
を
《
自
律
》
と
い
う
。
彼
は
「
他
人
な
ら
び
に
自
分
の
人
格
に
お
い
て
、
常
に
、
人
格
の
品
位
を
尊
重
し
、
人
格
を

常
に
目
的
と
し
て
と
り
あ
つ
か
い
、
手
段
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
こ
と
な
か
れ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
彼
の
言
葉
は
教
育
基
本
法
第
一
条
の
《
人

格
の
完
成
》
に
通
ず
る
言
葉
で
あ
る
。
わ
が
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
こ
の
よ
う
な
自
律
的
な
道
徳
を
、
備
え
た
人
間
と
人
間
と
の
共
同
生
活
の
あ
る
と
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こ
ろ
に
、
人
類
に
と
っ
て
の
幸
せ
な
共
同
体
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
「
理
想
の
国
家
」
を
形
成
す
る
市
民
の
陶
冶
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。

（
（4
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke.（2, Band. （938. s, （06.

（
（5
）ditto, s, （（3.

（
（6
）ditto, s, （20.

（
（7
）ditto, s, （2（.

（
（8
）ditto, ss, （22-3.

（
（9
）ditto, s, （25.

（
20
）ditto, s, （27.

七

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2. Band. （938. ss, （29-（30.

（
2
）ditto, ss, （50-（.

（
3
）ditto, s, （5（.

（
4
）ditto, s, （57.

（
5
）ditto, s, （57. 

（
6
）ditto, s. （6（.

八

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2, Band. （938. s, （62.

（
2
）ditto, s. （62.

（
3
）ditto, ss. （62-3.

（
4
）ditto, ss, （63-4.

（
5
）ditto, s, （64.

（
6
）ditto, ss, （64-5.
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（
7
）ditto, s, （65.

（
8
）ditto, s, （66.

九

（
（
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （2 Band. （938. s. 6.

（
2
）Eduard Spranger. Pestalozzis D

enkenform
. （96（. s. 4.

吉
本
均
訳
『
教
育
の
思
考
形
式
』
明
治
図
書
、
一
九
六
二
、一
三-

一
四
頁
。

（
3
）ditto. s. 57.

（
4
）K

äte Silber
（
一
九
〇
二-

一
九
七
九
）、
こ
こ
で 

ケ
ー
テ･

ジ
ル
バ
ー
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。E. Spranger

門
下
の
偉
才
で
あ
り
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
色
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初

頭
に
か
け
て
ス
イ
ス
を
中
心
と
す
る
西
欧
社
会
の
歴
史
的
変
動
の
な
か
で
民
衆
の
生
活
に
光
を
当
て
よ
う
と
す
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
真
摯
な
活
動

を
政
治
改
革･

社
会
政
策
的
観
点
に
た
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
研
究
態
度
が
、
明
確
に
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
一
九
〇
二
年
に
東
部
ド
イ

ツ
に
生
ま
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ボ
ー
ゼ
ン･

ギ
ム
ナ
ジ
ュ
ウ
ム
を
終
え
た
後
、
一
九
二
七-

三
一
年
ま
で
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ド
イ
ツ
文
学･

歴
史
学

な
ら
び
に
哲
学
を
専
攻
し
、Spranger

教
授
の
も
と
で
一
九
三
二
年
、『
ア
ン
ナ･

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
＝
シ
ュ
ル
テ
ス
と
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
を
め
ぐ

る
婦
人
た
ち
』（A

nna Pestalozzi
＝Schultheβ

 und der Frauenkreis um
 Pestalozzi, （932

）
と
い
う
論
文
で
、
哲
学
博
士
の
学
位
を
取
得

し
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
台
頭
は
、
こ
の
俊
才
の
運
命
を
大
き
く
左
右
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
る
が
ゆ
え
に
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
、

一
切
の
公
職
か
ら
閉
め
だ
さ
れ
た
が
、
当
時
の
逼
迫
し
た
状
況
の
な
か
で
数
年
間
、
恩
師Spranger

教
授
の
助
手
と
し
て
物
理
的･

精
神
的
に
支

え
ら
れ
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
研
究
に
専
念
で
き
た
こ
と
は
、
彼
女
の
生
涯
に
お
い
て
忘
れ
難
い
思
い
出
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年

代
の
お
わ
り
ま
で
、
ベ
ル
リ
ー
ン
の
「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
＝
フ
レ
ー
ベ
ル
館
」
で
幼
稚
園
な
ら
び
に
小
学
校
低
学
年
の
た
め
の
教
師
の
養
成
に
尽
力

し
、
あ
る
い
は
、
さ
さ
や
か
な 

ユ
ダ
ヤ
人
小
・ 

中
学
校
の
教
師
と
し
て
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
携
っ
た
。
し
か
し
一
九
三
九
年
七
月
、
ナ
チ
ス
の
弾

圧
政
策
と
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
身
の
危
険
を
感
じ
、
ス
ッ
コ
ト
ラ
ン
ド
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
亡
命
し
た
。
そ
の
間
ド
イ
ツ
で
は
一
家
離
散
し
、
彼
女
の

身
内
は
す
べ
て
ナ
チ
ス
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
た
。
一
九
四
四
年
に
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
の
ド
イ
ツ
語
の
時
間
講
師
な
ら
び
に
同
市
の
師
範
学
校
の
代

用
教
員
と
し
て
の
職
を
見
い
だ
す
ま
で
、
彼
女
は
異
国
の
地
で
の
知
己
の
な
い
孤
独
な
貧
し
い
歳
月
を
家
政
婦
と
な
っ
て
過
ご
し
た
。
一
九
七
六
年

三
月
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
を
辞
す
る
ま
で
三
〇
余
年
間
、
同
大
学
の
ド
イ
ツ
語
の
講
師
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
決
し
て
彼
女
に
ふ
さ
わ
し
い
職

種
で
は
な
く
、
正
式
な
大
学
講
師
の
称
号
も
与
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
女
の
半
生
は
、
も
っ
ぱ
ら
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の

研
究
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
前
記
の
学
位
論
文
の
ほ
か
に
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
の
理
想
の
女
性
、
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
』（
一
九
五
三
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年
）、 『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
─
人
間
と
事
業
』（
一
九
五
七
年
）、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
』（
一
九
六
五
年
）

等
々
の
執
筆
活
動
、
と
り
わ
け
、『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
全
集
』（
校
訂
版
）
第
二
六･

二
七
巻
の
共
同
編
集
者
と
し
て
の
業
績
は
、
特
筆
に
値
す
る
。

彼
女
の
数
奇
な
生
涯
に
と
っ
て
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
は
彼
女
の
心
の
支
え
で
あ
っ
た
。（
備
考
：K

äte Silber. PEST
A

LO
ZZI

〜 D
er M

ensch 
und sein W

erk. （957.

前
原 

寿
訳
『
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー
〜
人
間
と
事
業
〜
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
。《
訳
者
後
書
き
よ
り
、
ケ
ー
テ･

ジ
ル

バ
ー
に
つ
い
て
要
約
し
た
。》

（
5
）Pestalozzi Säm

tliche W
erke. （939. （3. Band. s. 52 

以
下
参
照
。 

（
6
）K

äte Silber. PEST
A

LO
ZZI

〜D
er M

ensch und sein W
erk. （957. s. （04.

お
わ
り
に

（
（
）K

äte Silber. PEST
A

LO
ZZI

〜D
er M

ensch und sein W
erk

）（957. ss, 243-244.

（
2
）ditto, s, 246.


