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『
政
治
発
展
の
諸
段
階
』

　
著
者
は
、
一
九
二
三
年
生
ま
れ
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
教
授
で
、
訪
問
教
授
と
し

て
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
国
際
関
係
大
学
院
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
も
国
際
政
治
を

教
え
る
売
れ
つ
子
の
一
人
で
あ
る
。
処
女
作
は
好
著
、
、
譲
自
匡
り
。
一
憲
畠
、
．
（
一
3
0。
）

で
、
他
に
．
．
℃
8
巳
暮
一
8
帥
民
名
9
崔
勺
o
≦
零
．
、
（
這
曾
）
な
ど
が
あ
る
。
行
動

科
学
研
究
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
教
え
て
い
る
だ
け
に
、
新
ら
し

い
政
治
学
へ
の
興
味
も
深
く
、
ま
た
ワ
イ
・
マ
ク
リ
デ
ィ
ス
の
よ
う
な
比
較
政

治
学
者
を
親
友
に
も
つ
た
め
「
政
治
発
展
」
論
に
は
早
く
か
ら
関
心
が
深
く
、

国
際
政
治
学
者
の
中
で
は
独
特
の
領
域
を
築
き
つ
つ
あ
る
一
人
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
　
（
一
七
〇
〇
）

　
本
著
は
、
十
六
世
紀
以
後
の
世
界
諸
国
家
の
政
治
史
を
克
明
に
分
析
し
た
結

果
、
そ
の
「
政
治
発
展
」
を
四
段
階
に
分
ち
、
そ
の
各
々
の
段
階
に
お
け
る
政

治
的
機
能
の
相
違
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
も
そ
の
序
論
に
お
い
て

断
つ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
試
論
で
あ
る
。
か
つ
て
　
白
．
マ
”

国
8
ε
≦
が
、
、
、
目
ざ
の
鼠
頓
＄
9
国
8
ぎ
目
げ
O
り
o
≦
夢
．
噂
（
這
窪
y
に
よ
つ
て
経

済
発
展
論
争
を
捲
き
起
こ
し
た
よ
う
に
、
本
書
が
、
停
滞
し
て
い
る
政
治
発
展

論
に
活
を
入
れ
る
こ
と
を
著
者
は
望
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
．

二

　
著
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
政
治
発
展
と
は
、
国
家
的
目
的
の
た
め
、
そ
の

国
の
人
的
、
物
的
資
源
を
利
用
す
る
政
府
能
率
の
増
大
過
程
を
指
す
」
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
能
率
は
絶
え
ず
増
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、

政
治
発
展
に
は
今
一
つ
の
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
主
要
機
能
は
、
そ

の
国
家
が
一
つ
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
に
移
る
に
つ
れ
て
変
る
．
各
段
階
に
お

い
て
政
府
は
．
過
去
の
機
能
を
一
層
強
化
す
る
と
同
時
に
、
新
ら
し
い
機
能
を

果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
世
界
中
の
国
家
が
未
だ
幼
稚
な
段
階
に
あ
る
と
き
に

は
、
政
治
的
に
発
達
し
た
国
家
と
は
．
政
治
的
統
合
を
と
げ
た
国
家
の
こ
と
で

あ
つ
た
。
次
の
段
階
で
は
、
発
達
し
た
政
治
体
制
と
は
、
単
に
統
合
し
た
国
家

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
産
業
化
に
成
功
し
た
国
家
の
そ
れ
を
意
味
す
る
よ
う

に
な
つ
た
。
今
日
で
は
、
政
治
発
展
は
、
国
家
的
統
一
、
経
済
的
近
代
化
と
と

も
に
、
福
祉
国
家
を
も
含
む
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
そ
し
て
明
日
の
世
界
で

は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
機
能
に
加
う
る
に
、
政
治
的
責
任
を
伴
な
う
オ
ー
ト
メ

化
経
済
が
、
政
治
発
展
の
必
要
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
か
く
し
て
著
者
は
、
政
治
発
展
を
次
の
四
段
階
に
分
か
つ
．
e
初
歩
的
統
一

の
政
治
、
⇔
工
業
化
の
政
治
、
㊧
国
民
福
祉
の
政
治
、
㊨
豊
満
の
政
治
。
初
歩

的
統
一
の
政
治
は
、
国
家
の
誕
生
と
と
も
に
始
ま
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く

の
国
は
、
十
六
世
紀
ま
で
に
こ
の
段
階
に
達
し
て
い
た
が
、
非
西
欧
世
界
で

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
の
確
立
に
よ
つ
て
民
族
国
家
の
形
態
が
生
じ
た
と
こ

ろ
も
多
か
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
初
歩
的
統
一
段
階
の
終
了
は
、
そ
の
国
の
産

業
化
の
開
始
す
な
わ
ち
W
・
W
・
ロ
ス
ト
ウ
が
、
「
テ
ー
ク
・
オ
フ
」
と
い
う

経
済
用
語
で
説
明
し
て
い
る
時
点
と
ほ
ぽ
一
致
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
先
ず

な
に
よ
り
も
、
そ
の
領
域
内
に
あ
る
全
領
土
と
全
人
民
に
対
し
、
中
央
政
府
の

統
治
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
某
．
本
的
テ
ー
マ
で
あ
り
．
次
い
で
、
そ
の
国
内
に

存
在
す
る
様
々
の
分
裂
要
因
を
押
え
て
、
確
立
さ
れ
た
国
家
的
統
一
を
維
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
自
給
自
足
に
頼
つ
て
い
た
地
方
経
済
を
、
国
民

経
済
の
域
に
高
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
し
、
新
ら
し
い
官
僚
と
政
党
の
創
立
に
よ
つ

て
、
政
治
的
支
配
を
村
落
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ

ら
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
治
者
と
被
統
治
者
間
の
断
絶
は
大
き
く
、
意

思
の
疏
通
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
統
一
は
未
だ
「
幼
稚
」
な

の
で
あ
る
。

　
次
に
来
る
の
が
「
工
業
化
の
政
治
」
で
あ
る
。
工
業
化
の
到
来
と
と
も
に
、

国
家
の
形
態
も
機
能
も
変
る
。
新
し
い
階
級
が
権
力
を
握
り
、
新
し
い
経
済
体

制
が
確
立
さ
れ
、
．
市
民
大
衆
も
遂
に
そ
の
国
家
の
真
の
成
員
と
な
る
。
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
、
発
展
過
程
に
あ
る
諸
国
家
は
、
三
つ
の
異
な
る
型
の
政
府
に
よ

つ
て
統
治
さ
れ
て
き
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
型
（
西
欧
民
主
主
義
型
）
、
ス
タ
ー
リ
ン

型
（
こ
の
段
階
で
の
共
産
主
義
政
府
型
）
、
そ
れ
に
フ
ァ
ヅ
シ
ス
ト
型
で
あ
る
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

今
日
工
業
化
の
段
階
に
近
づ
い
て
い
る
諸
国
家
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
型
の
う
ち

の
一
つ
を
選
ぶ
か
、
或
い
は
未
知
の
新
ら
し
い
型
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
．

　
第
二
段
階
に
あ
る
政
府
の
主
要
機
能
は
、
経
済
的
近
代
化
を
助
け
る
こ
と
に

あ
る
。
事
実
、
全
く
異
な
る
か
に
み
え
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
型
、
ス
タ
ー
リ
ン
型
、

ま
た
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
型
の
い
ず
れ
の
政
府
も
、
e
政
治
権
力
を
伝
統
的
エ
リ
ー

ト
の
手
か
ら
取
上
げ
て
、
経
済
の
近
代
化
を
図
る
工
業
経
営
者
の
手
に
移
す
こ

と
、
⇔
工
業
化
に
と
つ
て
も
つ
と
も
必
要
な
資
本
の
蓄
積
を
助
け
る
こ
と
、
日

農
村
か
ら
都
市
へ
の
大
規
模
な
人
口
の
移
動
を
奨
励
す
る
こ
と
、
に
努
め
た
。

こ
の
段
階
で
は
先
ず
工
業
エ
リ
ー
ト
が
、
次
い
で
徐
々
に
で
は
あ
る
が
大
衆
が

国
民
意
識
を
も
ち
は
じ
め
る
。
大
衆
が
政
治
に
関
心
を
も
ち
、
政
治
へ
の
参
加

を
要
求
し
は
じ
め
る
の
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
第
三
の
段
階
す
な
わ
ち
「
国
民
福
祉
の
政
治
」
は
、
完
全
な
工
業
国
家
の
政

治
で
あ
る
．
第
二
の
段
階
で
成
長
し
た
国
民
と
政
府
間
の
相
互
依
存
関
係
は
、

第
三
段
階
で
完
全
な
も
の
に
な
る
。
国
家
権
力
は
、
国
民
大
衆
の
能
力
に
依
存

す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
一
方
国
民
大
衆
と
産
業
の
支
配
階
級
も
、
不
景
気
や

戦
争
の
破
滅
か
ら
彼
ら
を
救
つ
て
く
れ
る
こ
と
を
国
民
政
府
に
強
く
期
待
す
る

よ
う
に
な
る
。

　
政
府
の
主
た
る
機
能
は
、
前
段
階
と
は
全
く
変
る
．
第
二
段
階
に
お
け
る
政

府
の
主
要
任
務
は
、
国
民
の
生
活
水
準
向
上
の
要
求
を
押
さ
え
て
資
本
の
蓄
積

を
助
け
る
こ
と
に
あ
つ
た
が
、
第
三
段
階
に
お
け
る
政
府
の
任
務
は
、
工
業
化

に
よ
つ
て
生
じ
た
ひ
ず
み
か
ら
国
民
を
守
つ
て
や
り
、
経
済
を
円
滑
に
運
営

し
、
国
民
に
」
層
高
い
生
活
水
準
を
保
障
し
、
不
利
益
を
う
け
た
者
を
助
け
る

こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
　
　
　
（
一
七
〇
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
の
下
で
は
、
組
合
活
動
等
を
通
じ
て
の
経
済
力

の
向
上
、
選
挙
権
の
拡
大
等
に
よ
る
政
治
力
の
増
大
の
ご
と
く
、
一
般
大
衆
の

権
限
は
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
が
、
大
衆
の
擁
護
と
い
う
新
ら
し
い
任
務
を
国
家
に

与
え
る
。
し
か
し
、
福
祉
国
家
は
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
の
み
要
求
さ
れ

る
と
は
限
ら
な
い
．
ヒ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ッ
や
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
そ
の
後
継
者
の

ロ
シ
ア
も
ま
た
国
民
福
祉
の
政
治
を
行
な
つ
て
き
た
。
恐
ら
く
、
経
済
的
に
発

達
し
た
国
の
政
府
は
す
べ
て
、
そ
の
国
の
生
産
性
と
権
力
を
増
大
さ
せ
続
け
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
経
済
を
円
滑
に
運
営
し
、
一
般
大
衆
の
経
済
的
、
社

会
的
福
祉
の
た
め
の
主
要
責
任
を
と
る
た
め
に
、
政
府
は
多
か
れ
少
な
か
れ
そ

れ
に
干
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
第
四
の
段
階
は
、
「
豊
満
の
政
治
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
未
だ

こ
の
段
階
に
足
を
ふ
み
入
れ
た
国
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
や
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
そ
の
門
口
に
立
つ
て
い
る
も
の
は
多
い
。
そ
れ
は
オ
ー

ト
メ
ー
シ
ョ
ン
革
命
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
新
ら
し
い
産
業
革
命
の
開
始
を
意
味
す

る
．
そ
れ
は
、
か
つ
て
産
業
革
命
が
も
た
ら
し
た
よ
う
に
、
過
去
の
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
粉
砕
し
、
社
会
的
大
混
乱
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
新
ら
し

い
政
治
形
態
、
新
ら
し
い
政
治
機
能
が
、
こ
の
変
容
過
程
を
円
滑
に
し
、
そ
の

革
命
の
結
果
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
。

　
で
は
こ
の
オ
ー
ト
メ
化
さ
れ
た
社
会
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
社
会
的
構
造

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
予
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、

こ
の
「
豊
満
社
会
」
は
次
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
O
非
常

に
高
価
な
機
械
の
使
用
と
計
画
生
産
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
高
度
の
経
済
力
の

集
中
が
起
る
、
⇔
高
度
の
経
済
力
の
集
中
は
、
巨
大
企
業
と
政
府
と
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
　
　
（
一
七
〇
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
じ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

極
め
て
緊
密
に
し
、
政
治
力
も
高
度
に
集
中
化
さ
れ
る
、
㊧
高
級
技
術
労
働
者

や
技
術
者
を
背
景
に
し
て
、
経
済
と
政
治
を
運
営
す
る
少
数
の
計
画
立
案
者
を

頂
点
と
す
る
新
ら
し
い
階
級
構
造
が
誕
生
す
る
。

　
こ
の
新
時
代
の
政
府
の
主
要
な
機
能
は
、
こ
の
オ
ー
ト
メ
を
可
能
に
し
、
そ

の
オ
ー
ト
メ
化
さ
れ
た
経
済
に
政
治
的
責
任
を
も
た
ら
す
た
め
、
社
会
の
再
編

成
を
行
う
こ
と
で
あ
る
．
高
度
の
経
済
力
の
集
中
と
と
も
に
、
今
日
大
衆
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
下
で
見
ら
れ
る
国
民
と
国
家
間
の
相
互
依
存
関
係
は
崩
れ
る
で
あ

ろ
う
。
オ
ー
ト
メ
化
と
と
も
に
、
国
家
の
国
民
大
衆
へ
の
依
存
度
は
薄
れ
、
逆

に
国
民
大
衆
の
国
家
へ
の
依
存
度
が
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
段
階
に
あ
る

国
民
政
府
は
、
こ
の
高
度
に
集
中
化
さ
れ
た
経
済
が
生
み
出
す
重
大
な
混
乱
を

お
さ
め
る
政
治
的
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
国
民
政
府
が
こ
の

仕
事
に
も
つ
と
も
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
オ
ー
ト
メ
化
さ
れ

た
工
業
は
、
国
際
市
場
の
安
定
と
国
際
平
和
の
保
障
を
求
め
、
結
局
は
そ
れ
が

国
民
国
家
の
終
焉
、
そ
し
て
地
域
的
或
い
は
大
陸
的
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
と
い
つ

た
形
に
発
展
す
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
最
終
章
の
「
国
家
の
選
択
」
に
お
い
て
、
い
か
な
る
国
家
も
こ
の

四
段
階
を
経
過
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
「
そ
れ
を
ス
ピ
ー
ド
・
ア
ッ
プ
す

る
こ
と
」
、
お
よ
び
各
段
階
で
「
ど
の
道
を
と
る
か
選
択
す
る
」
こ
と
は
で
ぎ

る
と
考
え
る
．
こ
の
う
ち
そ
の
後
の
政
治
発
展
に
も
つ
と
も
大
き
な
影
響
を
与

え
重
要
な
第
二
段
階
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
漸
進
主
義
を
と
る
か
、
ス
タ
ー
リ
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ソ
的
近
道
を
選
ぶ
か
、
共
同
支
配
型
を
と
る
か
、
或
い
は
新
ら
し
い
道
を
見
出

す
か
、
の
選
択
の
自
由
が
あ
る
し
、
第
三
段
階
で
は
、
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、

共
産
主
義
、
あ
る
い
は
全
体
主
義
と
い
つ
た
も
の
の
一
つ
を
選
ぶ
自
由
を
も



つ
．
現
在
の
と
こ
ろ
第
四
段
階
は
全
く
の
未
知
数
で
あ
る
．

　
第
二
次
大
戦
後
植
民
地
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
多
く
の
新
興
諸
国
は
、
現
在

第
一
段
階
に
あ
る
。
早
晩
か
れ
ら
も
第
二
段
階
に
さ
し
か
か
り
、
ど
の
道
を
と

る
か
の
選
択
に
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
が
急
速
な
発
展
を
欲
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
大
衆
の
政
治
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
発
展
の
速
度
が
非
常
に
鈍
く
、
国
内
に
は
伝
統
的
エ
リ
ー
ト
の
勢
力
が

根
強
く
残
つ
て
い
る
現
状
を
み
る
と
き
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
型
民
主
政
治
へ
の
期
待

は
余
り
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
九
世
紀
に
工
業
化
し
た
国
が
す
べ

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
型
政
治
を
選
ん
だ
の
に
対
し
て
、
二
〇
世
紀
に
工
業
化
が
進

展
し
た
主
要
国
が
大
半
全
体
主
義
に
向
か
つ
て
い
つ
た
こ
と
は
参
考
に
な
る
で

あ
ろ
う
、
と
著
者
は
結
ん
で
い
る
。

三

　
今
日
国
際
政
治
を
学
ぶ
者
、
特
に
後
進
地
域
の
政
治
研
究
を
行
な
つ
て
い
る

者
の
間
で
は
、
政
治
発
展
理
論
の
開
発
を
望
む
声
が
頻
り
で
あ
る
。
確
か
に
、

第
二
次
大
戦
後
独
立
し
た
約
六
十
の
国
家
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
未
だ
そ
の

国
家
的
統
一
す
ら
充
分
に
完
了
し
て
い
な
い
現
状
で
、
今
後
果
し
て
い
か
な
る

政
体
を
採
用
し
て
、
い
か
な
る
政
治
発
展
を
と
げ
る
か
予
断
を
許
さ
な
い
。
東

南
ア
ジ
ア
地
域
を
み
て
も
、
オ
ル
ガ
ン
ス
キ
i
教
授
の
い
う
「
初
歩
的
統
一
の

政
治
」
の
段
階
に
入
つ
た
ば
か
り
の
十
余
の
新
独
立
国
の
大
部
分
が
、
第
二
次

大
戦
後
西
欧
型
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
制
度
を
採
用
し
て
は
み
た
が
、
現
在
そ
の
多

く
は
失
敗
に
帰
し
、
遙
か
に
権
威
主
義
的
政
権
が
そ
れ
に
と
つ
て
変
つ
て
い

る
。
国
家
的
統
一
と
国
民
の
一
体
感
の
育
成
を
主
目
的
と
す
る
第
一
段
階
に
お

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
て
は
、
西
欧
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
無
理
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
強
力
な
武
力
を
背
景

と
し
た
全
体
主
義
的
政
権
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
や
が
て
「
離
陸
」
の
段

階
に
達
し
た
後
進
諸
国
が
次
に
選
ぶ
の
に
い
か
な
る
道
が
あ
ろ
う
か
。

　
こ
う
い
つ
た
後
進
社
会
研
究
者
に
と
つ
て
も
つ
と
も
基
本
的
な
バ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
政
治
発
展
理
論
で
あ
る
が
、
従
来
の
と
こ
ろ
唯

物
史
観
に
基
づ
く
マ
ル
ク
ス
政
治
学
理
論
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る

の
み
で
、
比
較
政
治
学
の
側
か
ら
の
政
治
発
展
論
は
少
な
か
つ
た
よ
う
で
あ

る
。
従
つ
て
、
オ
ル
ガ
ン
ス
キ
ー
教
授
が
、
十
六
世
紀
以
後
の
世
界
の
諸
国
家

の
政
治
発
展
の
あ
と
を
追
跡
し
、
極
め
て
幼
稚
な
国
家
的
統
一
達
成
の
段
階
か

ら
、
工
業
化
に
全
力
を
挙
げ
る
第
二
段
階
、
福
祉
国
家
に
力
を
注
ぐ
第
三
段
階

を
経
て
、
未
知
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
時
代
に
至
る
四
段
階
論
に
分
析
、
そ
の

理
論
的
研
究
を
発
表
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
教
授
自
身
が
認
め
て
い
る

よ
う
に
、
本
書
は
未
だ
試
論
の
段
階
に
あ
り
．
と
り
わ
け
古
今
東
西
の
膨
大
な

歴
史
を
広
く
追
わ
ね
ば
な
ら
な
い
本
研
究
の
性
格
上
、
批
判
す
べ
ぎ
点
を
見
つ

け
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
八
二
頁
か
ら
九
一
頁
に
か
け
て
の
日
本

の
分
析
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
を
満
足
さ
す
も
の
で
は
な
い
）
が
、
複
雑
多
岐
に
わ

た
る
世
界
各
国
の
政
治
史
を
分
析
、
整
理
し
て
、
政
治
発
展
の
パ
！
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
を
明
確
に
我
々
に
提
示
し
て
く
れ
た
努
力
に
は
心
か
ら
賞
讃
の
言
葉
を
お

く
り
た
い
。
一
読
の
価
値
あ
る
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
松
本
　
三
郎
）

一
二
三

（
一
七
〇
三
）


