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『
少
壮
へ
ー
ゲ
ル
学
派
と
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
マ
ッ
ク
ル
ラ
ン
の
『
少
壮
へ
ー
ゲ
ル
学
派

と
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』
は
、
標
題
の
示
す
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
思

想
形
成
と
の
関
連
に
お
い
て
、
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
を
取
り
扱
つ
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
き
ぜ
り
ふ

る
。
本
書
は
、
従
来
へ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
い
う
主
役
の
い
わ
ば
傍
白
と
し

て
．
と
か
く
演
出
効
果
の
役
割
を
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
人
び
と
に

照
明
を
あ
て
た
稀
な
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
．
著
者
自
身
の
言
葉
に
よ

れ
ば
、
「
以
下
の
研
究
は
、
思
想
史
に
お
い
て
ま
す
ま
す
明
白
な
間
隙
と
な
つ
て

い
る
も
の
を
満
た
す
べ
く
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
た
ち

は
、
た
と
え
急
進
的
な
者
で
あ
つ
て
も
、
師
の
窮
を
必
然
的
に
分
ち
も
つ
て
い

た
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ヘ
の
関
心
が
最
近
著
し
く
復
活
し
た
こ
と
は
．
彼
の
追

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

従
者
に
対
す
る
新
た
な
考
察
を
正
当
づ
け
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
初
期
の
作
品

の
幾
つ
か
が
出
版
さ
れ
、
ひ
き
続
い
て
起
つ
た
そ
れ
ら
の
議
論
の
た
め
に
こ
の

時
代
は
近
頃
注
意
を
惹
く
よ
う
に
な
つ
て
き
た
．
こ
れ
ら
の
議
論
で
は
、
マ
ル

ク
ス
と
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
同
時
代
人
た
ち
の
思
想
に
つ
い
て
の
言
及
は
、

ほ
ん
の
つ
い
で
に
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
．
こ
の
研
究
で
は
強
調
点
を
逆
に

し
た
。
主
導
的
な
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
思
想
は
そ
れ
自
体
で
重
要
な
も
の
だ

し
、
同
時
に
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
の
生
成
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
の
青
年

期
の
思
想
風
土
の
幅
広
い
研
究
に
よ
つ
て
一
層
容
易
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
信
じ

る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
《
少
壮
へ
！
ゲ
ル
学
派
V
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
著
者
は
明
確
な
説
明
を

あ
た
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
「
序
論
」
に
お
い
て
、
彼
ら
の
系
譜
と
動
向
と
が

概
括
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
．
へ
ー
ゲ
ル
死
後
．
い
わ
ゆ
る
へ
ー
ゲ
ル
学
派
の

な
か
に
は
内
部
的
対
立
が
あ
つ
た
。
そ
れ
を
尖
鋭
化
さ
せ
た
の
は
『
イ
エ
ス
の

生
涯
』
（
一
八
五
三
年
）
の
ダ
ー
ヴ
ィ
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
つ
た
。
当
時
の

フ
ラ
ン
ス
議
会
の
政
治
的
区
分
を
借
り
て
、
左
派
、
右
派
、
中
央
と
い
う
直
喩

を
用
い
た
の
は
彼
自
身
で
あ
つ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
左
派
に
属
す
る
人
び
と
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
的
否
定
性
の
原
理
に
よ
つ
て
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
そ
の
も
の
を
克
服

し
よ
う
と
し
た
急
進
主
義
者
た
ち
が
、
い
わ
ゆ
る
少
壮
へ
ー
ゲ
ル
学
派
と
呼
ぽ

れ
た
の
で
あ
る
．
彼
ら
は
『
ハ
ー
レ
年
誌
』
『
ラ
イ
ン
新
聞
』
な
ど
に
よ
つ
て
、

宗
教
お
よ
び
政
治
に
対
す
る
激
越
な
批
判
を
展
開
し
た
。
そ
の
最
盛
期
は
、
著

者
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
一
八
四
〇
年
頃
か
ら
四
四
年
末
ま
で
の
短
い
間
．

す
な
わ
ち
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
の
即
位
か
ら
、
ギ
ゾ
ー

政
府
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
の
パ
リ
追
放
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
二
一
　
　
（
叫
五
六
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
彼
ら
は
ひ
と
つ
の
《
運
動
V
と
し
て
存
在
し
つ
つ
も
、
そ
の
思
想
傾
向
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
神
学
上
の
論
争
に
お
い
て
は
無
神
論
を
、
政
治
哲

学
に
お
い
て
は
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
を
批
判
す
る
《
哲
学
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ラ
ク
ノ
ス

を
主
張
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
て
、
現
実
変
革
へ
の
実
践

の
志
向
を
強
く
も
つ
て
い
た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
政
府
の

側
か
ら
の
反
動
政
策
、
検
閲
制
度
も
厳
し
さ
を
加
え
た
．
一
八
四
三
年
に
は
、

さ
き
に
あ
げ
た
雑
誌
は
と
も
に
発
禁
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
少
壮
へ
ー
ゲ
ル
学
派

は
解
体
の
危
機
に
瀕
す
る
。
こ
れ
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
の
は
『
独
仏
年
誌
』

の
失
敗
で
あ
る
。
ア
ル
ノ
ル
ド
・
ル
ー
ゲ
と
マ
ル
ク
ス
は
新
し
い
雑
誌
の
構
想

を
抱
き
、
パ
リ
の
社
会
主
義
者
た
ち
と
の
協
力
を
得
よ
う
と
し
た
が
折
合
わ

ず
、
結
局
、
一
八
四
四
年
三
月
、
ド
イ
ッ
人
の
寄
稿
の
み
に
よ
つ
て
創
刊
号
に

こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
最
初
に
し
て
最
後
の
一
巻
が
、
少
壮
へ
ー

ゲ
ル
学
派
の
最
後
の
出
版
物
と
な
つ
た
．
資
金
上
の
困
難
に
加
え
、
さ
ら
に
深

刻
な
思
想
上
の
対
立
の
た
め
、
爾
後
、
マ
ル
ク
ス
と
ル
ー
ゲ
、
ル
ー
ゲ
と
ヘ
ス

は
決
裂
す
る
。
や
が
て
マ
ル
ク
ス
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
に
没
頭
し
、
四
四

年
九
月
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
出
逢
い
に
よ
り
、
経
済
学
研
究
に
注
意
を
向
け
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の
共
著
『
聖
家
族
』
は
、
少
壮
ヘ
ー
ゲ

ル
学
派
、
と
り
わ
け
ブ
ル
ー
ノ
ー
・
バ
ゥ
ワ
ー
に
対
す
る
批
判
と
な
る
わ
け
だ

が
、
す
で
に
そ
の
刊
行
以
前
に
、
ブ
ル
ー
ノ
ー
兄
弟
は
筆
を
折
つ
て
い
た
．

　
つ
い
で
な
が
ら
、
カ
ー
ル
・
レ
ヴ
ィ
ト
は
少
壮
へ
ー
ゲ
ル
学
派
に
つ
い
て
、

「
彼
ら
相
互
間
の
関
係
の
特
徴
は
、
相
互
の
錯
綜
の
経
過
に
お
い
て
互
い
に
相

手
を
凌
駕
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
時
代
が
彼
ら
に
提
出
す

る
問
題
を
極
端
に
ま
で
推
し
進
あ
、
致
命
的
な
結
論
を
も
つ
も
の
に
な
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
（
一
五
六
八
）

ら
は
共
通
の
反
対
に
よ
つ
て
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
個
人
的

な
ら
び
に
文
筆
上
の
同
盟
を
解
い
て
別
れ
別
れ
に
な
る
こ
と
も
同
様
に
た
や
す

く
、
　
一
旦
別
れ
る
と
持
前
の
急
進
主
義
に
応
じ
て
互
い
に
〈
俗
物
〉
だ
、
〈
反

動
〉
だ
と
罵
り
合
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ル
ー
ゲ
、
ル
ー
ゲ
と
マ
ル
ク

ス
、
マ
ル
ク
ス
と
バ
ウ
エ
ル
、
バ
ウ
エ
ル
と
シ
ュ
テ
ィ
ル
ネ
ル
、
こ
れ
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
一
組
の
仇
兄
弟
で
、
い
つ
互
い
に
相
手
を
仇
と
認
識
す
る
か
は
偶
然
が
決

定
す
る
」
（
『
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
二
ー
チ
ェ
ヘ
ー
』
〔
邦
訳
　
岩
波
書
店
八
五
ー
八
六
頁
〕
）

と
述
べ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
冷
笑
的
な
評
価
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
偶
然
が
決
定

す
る
こ
と
も
あ
つ
た
の
は
事
実
だ
が
、
や
は
り
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
の
思
想
構
造
の
相
違
が
重
大
な
問
題
と
し
て
揺
曳
し
て
い
た
こ
と
は
、

本
書
の
著
者
マ
ッ
ク
ル
ラ
ン
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
「
序
論
」

に
つ
づ
い
て
、
ブ
ル
ー
ノ
ー
・
バ
ウ
ワ
ー
、
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ナ
ー
、
モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ス
が
箇
別
的
に
取
り
あ

げ
ら
れ
、
彼
ら
の
生
涯
と
思
想
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ル
ク
ス

と
の
係
わ
り
合
い
に
つ
い
て
要
約
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
ボ
ン
大
学
で
バ
ウ
ワ
ー
の
講
義
に
出
席
し
た
。
彼
が
博
士
論
文

を
書
い
た
頃
は
、
バ
ウ
ワ
ー
の
影
響
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
だ
が
後
者
は

な
に
よ
り
も
先
ず
神
学
者
で
あ
つ
た
。
バ
ウ
ワ
ー
は
宗
教
を
人
間
の
自
己
意
識

の
発
展
と
み
な
し
、
意
識
の
疎
外
形
態
と
し
て
宗
教
を
把
え
た
。
ち
な
み
に
、

《
自
己
疎
外
〉
と
い
う
言
葉
は
、
少
壮
へ
ー
ゲ
ル
学
派
に
一
般
化
し
た
用
語
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
バ
ウ
ワ
ー
の
造
語
な
の
で
あ
る
．
有
名
な
「
人
民
の
阿
片
」

と
い
う
比
喩
も
『
自
由
の
大
義
』
や
『
キ
リ
ス
ト
教
国
家
』
に
み
ら
れ
る
も
の

だ
。
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
』
を
執
筆
中
の
マ
ル
ク
ス
は
、
バ
ウ
ワ
ー



の
宗
教
批
判
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
冒
頭
の
言
葉
、

「
ド
イ
ッ
に
と
つ
て
、
宗
教
の
批
判
は
本
質
的
に
終
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗

教
の
批
判
こ
そ
い
つ
さ
い
の
批
判
の
前
提
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
宗

教
的
疎
外
が
他
の
人
間
事
象
に
お
け
る
疎
外
現
象
の
プ
・
ト
タ
イ
プ
を
な
す
こ

と
を
明
示
し
て
い
る
．
そ
の
後
の
マ
ル
ク
ス
の
批
判
作
業
に
は
、
バ
ウ
ワ
ー
の

影
響
を
見
逃
し
え
ず
、
主
題
の
相
違
で
こ
れ
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．

　
　
　
　
　
　
ア
ノ
ト
ヨ
ボ
ロ
キ
ロ

　
神
学
の
秘
密
が
人
間
学
で
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の

『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
な
か
に
、
　
マ
ル
ク
ス
は
、
そ
の
宗
教
批
判
の
意
義

以
上
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
認
め
た
．
た
だ
人
間
的
な
も
の
の
み
が
真
で
あ

り
、
現
実
的
で
あ
る
、
と
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲

学
、
そ
の
抽
象
作
用
に
よ
る
人
間
自
身
の
疎
外
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
人
間
的

本
質
を
把
握
し
た
。
し
か
も
そ
れ
を
類
的
存
在
（
評
暮
§
暢
奉
田
象
）
と
し
て
。

『
哲
学
改
革
の
た
め
の
暫
定
的
テ
ー
ゼ
』
お
よ
び
『
将
来
の
哲
学
の
根
本
問
題
』

は
、
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
に
深
く
影
響
を
と
ど
め
て
い
る
．
労
働
の
疎
外

ば
か
り
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
概
念
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
自
然

と
人
間
、
感
性
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い

る
。
マ
ル
ク
ス
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
偉
業
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
．

第
一
に
、
哲
学
は
思
想
の
な
か
に
も
ち
こ
ま
れ
た
宗
教
で
あ
つ
て
、
人
間
的
本

質
の
疎
外
の
別
な
一
形
態
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
真
の
唯
物
論
と
現
実
的
な

科
学
に
基
礎
を
置
い
た
こ
と
、
「
人
間
の
人
間
に
対
す
る
」
社
会
関
係
を
根
本

原
理
と
し
た
こ
と
。
第
三
に
、
絶
対
的
に
肯
定
的
な
も
の
を
主
張
す
る
否
定
の

否
定
に
対
し
て
、
お
の
れ
自
身
に
基
づ
い
た
、
積
極
的
に
お
の
れ
自
身
の
う
え

に
打
ち
建
て
ら
れ
た
肯
定
的
な
も
の
を
対
置
し
た
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
批
判
は
、
そ
の
実
践
性
へ
の
欠
陥
、
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
』
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
僕
は
僕
の
力
の
所
有
人
で
あ
る
．
僕
が
自
分
を
唯
一
者
と
し
て
知
る
時
に

そ
う
で
あ
る
。
唯
一
者
に
お
い
て
、
所
有
人
そ
の
人
さ
え
も
彼
の
母
胎
で
あ
る

創
造
者
的
虚
無
に
帰
る
．
－
・
も
し
僕
が
唯
一
者
で
あ
る
僕
自
身
に
関
心
を
お

く
な
ら
ば
、
そ
の
と
ぎ
僕
の
関
心
は
、
自
己
自
身
を
消
費
し
て
．
や
が
て
は
死

す
べ
き
、
か
り
そ
め
の
、
そ
の
関
心
の
創
造
者
の
上
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
僕
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
僕
は
何
物
に
も
無
関
心
だ
。
」
こ
の
よ
う
に
、

『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』
は
始
ま
る
と
同
じ
よ
う
に
終
る
．
こ
れ
は
、
　
へ
ー
ゲ

ル
哲
学
の
自
我
の
奇
態
な
帰
結
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
極
致

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
聖
マ
ッ
ク
ス
は
、
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』
の
批
判
に
み
ら
れ
る
通
り
、
化
け
物
で
あ
り
、
か
つ
社
会
主
義
に
対
す

る
最
も
危
険
な
敵
で
も
あ
つ
た
．
そ
れ
は
読
む
に
価
す
る
と
言
つ
て
は
あ
ま
り

に
大
袈
裟
で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
に
頁
を
割
い
て
い
る
の
か
を
訊
す
こ
と
が
ま

さ
に
価
値
あ
る
こ
と
な
の
だ
、
と
著
者
は
書
い
て
い
る
．

　
シ
ュ
テ
ル
ナ
ー
の
経
済
的
理
念
、
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
マ
ル
ク
ス
に

影
響
を
及
ぽ
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ス
と
の
関
係
は

明
瞭
で
あ
る
．
と
く
に
『
貨
弊
の
本
質
に
つ
い
て
』
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ

の
宗
教
的
疎
外
を
社
会
・
経
済
生
活
の
領
域
に
適
用
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で

あ
つ
た
。
そ
の
私
有
財
産
制
へ
の
批
判
は
ヘ
ス
に
負
う
て
い
る
．
実
際
の
交
渉

は
む
し
ろ
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
方
が
親
密
で
は
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
マ
ル
ク
ス
自
身

『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
の
序
言
で
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
い
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
が
、
私
は
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
的
著
作
を
も
ま
た
利
用
し
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紹
介
と
批
評

た
。
だ
が
、
こ
の
科
学
の
た
め
の
、
内
容
の
あ
る
独
創
的
な
ド
イ
ッ
語
の
著
作

は
結
局
ー
ヴ
ァ
イ
ト
リ
ン
グ
の
ほ
か
は
ー
『
二
十
一
ボ
ー
ゲ
ン
』
に
の
せ

ら
れ
た
ヘ
ス
の
諸
論
文
と
．
『
独
仏
年
誌
』
の
な
か
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
国
民
経

済
学
批
判
大
綱
』
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
『
独
仏
年
誌
』
の
な
か
で
は
、
私

も
同
様
に
、
本
稿
の
基
礎
的
な
最
初
の
諸
要
素
を
ま
つ
た
く
一
般
的
な
し
か
た

で
略
示
し
た
」
と
。
こ
こ
に
い
う
ヘ
ス
の
論
文
と
は
　
「
社
会
主
義
と
共
産
主

義
」
「
行
為
の
哲
学
」
な
ど
で
あ
る
。

　
さ
て
、
著
者
が
結
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
の
思
想
も
ま

さ
に
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
以
上
の
多
彩
な
同
時
代
の
思
想
家
の
影
響
を
逃
れ

な
か
つ
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
誰
よ
り
も
俊
敏
で
あ
り
、
彼
の
思
想
的
偉
大

さ
を
い
さ
さ
か
も
減
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
』
の

な
か
の
言
葉
を
引
こ
う
。

　
　
良
心
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
胸
の
な
か
に
あ
る
一
種
の
自
己
陶
酔
的
な
国
民
感
情
を

　
呼
び
さ
ま
す
哲
学
上
の
こ
の
誇
大
自
己
宣
伝
の
本
質
を
正
当
に
評
価
し
、
こ
の
少

　
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
派
運
動
全
体
の
み
み
つ
ち
さ
と
地
方
的
偏
狭
さ
、
と
り
わ
け
こ
れ
ら

　
の
英
雄
ど
も
が
実
際
に
な
し
と
げ
た
業
績
と
こ
れ
に
つ
い
て
の
誇
大
な
イ
リ
ュ
ー

　
ジ
ョ
ン
と
の
あ
い
だ
の
悲
喜
劇
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
如
実
に
描
き
出
す
た
め
に

　
は
、
こ
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
全
体
を
ド
イ
ツ
以
外
の
立
場
か
ら
改
め
て
と
つ
く
り
と

　
眺
め
て
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ
を
や
つ
て
の
け
た
後
の
時
代
に
な
つ
て
み
れ
ば
、
さ
な
が

ら
青
春
時
代
の
回
想
に
も
似
た
、
崇
高
な
も
の
を
打
ち
砕
こ
う
と
す
る
あ
の
知

的
残
忍
さ
を
も
つ
て
。
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