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フ
ラ
ン
ク
・
E
・
マ
ニ
ュ
エ
ル
著

『
歴
史
か
ら
の
自
由
・
お
よ
び

　
反
時
代
的
論
文
集
と

　
フ
ラ
ソ
ク
・
E
・
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
現
代
の
欧
米
に
お
け
る
卓
越
し
た
歴
史
学

者
、
あ
る
い
は
思
想
史
家
の
ひ
と
り
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
著
述
も
か
な
り
多
い

が
．
我
が
国
に
は
未
紹
介
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
く
し
自
身
に
し
て
も
、
　
『
パ

リ
の
予
言
者
た
ち
』
（
寒
等
§
試
。
。
＆
b
ミ
黄
9
冒
葺
凝
9
蜜
罷
‘
国
即
り
毒
匡

d
巳
ぎ
琶
蔓
ギ
露
し
。
爵
）
を
読
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
チ
ュ
ル

ゴ
ー
、
コ
ソ
ド
ル
セ
、
サ
ソ
・
シ
モ
ソ
、
フ
ー
リ
エ
、
コ
ン
ト
な
ど
を
通
し

て
．
牢
。
讐
謝
の
歴
史
哲
学
を
叙
述
し
た
名
著
で
あ
る
。
ラ
イ
ソ
河
の
向
う
岸

の
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
思
想
家
た
ち
の
人
間
に
お
け
る
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う

と
心
理
と
の
微
妙
な
推
移
と
変
容
を
深
く
解
明
し
た
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
歴
史
感
覚

は
、
い
ま
だ
に
わ
た
く
し
の
記
憶
の
水
面
に
揺
曳
し
て
い
る
。
こ
の
度
、
彼
自

　
　
　
紹
介
と
批
評

身
が
編
集
し
た
ー
と
い
う
の
は
、
六
十
歳
の
生
誕
を
迎
え
た
今
日
、
い
わ
ゆ

る
笥
匿
零
ミ
さ
を
弟
子
達
が
編
集
し
て
く
れ
る
は
ず
の
も
の
を
、
時
節
柄
そ

う
も
ゆ
か
な
く
な
り
、
み
ず
か
ら
過
去
十
五
年
間
に
書
い
た
論
文
や
行
つ
た
講

演
を
収
録
し
て
、
学
問
遍
歴
の
跡
を
残
そ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
ー
『
歴
史

か
ら
の
自
由
』
は
、
歴
史
研
究
の
在
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
と
と
も
に
、
マ
ニ

ュ
エ
ル
の
「
歴
史
学
者
の
信
条
」
を
語
る
作
品
と
し
て
、
ま
こ
と
に
内
容
豊
か

な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
め
　
　
　
ち

　
と
こ
ろ
で
本
書
は
、
歴
史
家
が
歴
史
か
ら
の
自
由
を
唱
導
す
る
と
不
審
に
思

わ
れ
よ
う
が
．
じ
つ
は
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
自
身
が
ひ
と
の
意
表
を
衝
く
よ
う
な
パ

ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
初
の
論
文
ー
ー
ニ

ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
大
学
の
歴
史
学
教
授
の
就
任
演
説
の
標
題
で
、
そ
の
冒
頭
に
彼

は
こ
う
語
つ
て
い
る
。

　
わ
た
く
し
は
生
来
、
歴
史
家
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
講
演
を
準
備
す
る
に
当
つ

て
．
教
授
の
方
が
た
が
、
他
の
時
代
や
場
所
で
、
同
様
な
挑
戦
を
受
け
て
行
つ
た
諸
々

の
演
説
を
読
み
ひ
ろ
つ
て
み
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
学
ぶ
た
め
で
は
な
く
；
そ
ん
な

思
想
を
滅
ぼ
そ
う
！
ー
む
し
ろ
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
の
多
く
の
反
覆
を
避
け

る
た
め
に
で
す
。
期
待
さ
れ
て
い
た
と
お
り
、
わ
た
く
し
は
、
彼
ら
の
仕
方
が
大
そ
う

変
化
に
富
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
つ
け
ま
し
た
。
普
遍
史
は
人
間
の
道
徳
世
界
全

体
に
判
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
つ
た
イ
エ
ナ
大
学
で
の
シ
ラ
ー
の
格
調
高
い
言

明
か
ら
、
注
意
も
惹
か
れ
ず
に
椅
子
に
滑
り
こ
む
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
欽
定
講
座
担
当
教

授
の
碩
学
な
冷
淡
さ
ま
で
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
就
任
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、

無
害
な
学
問
的
習
作
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
危
険
に
充
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
わ
た

く
し
は
学
び
ま
し
た
。
例
え
ば
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
で
す
が
、
彼
は
一
八
六
二
年

二
月
二
十
一
日
に
、
コ
レ
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
演
説
い
た
し
ま
し
た
が
、
直
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
四
九
七
）



　
　
編
介
と
批
評

そ
の
地
位
を
停
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
総
長
を
信
頼
い
た
し
ま
す

が
．
わ
た
く
し
が
く
歴
史
か
ら
の
自
由
V
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
決
め
た
と
き
に
、
そ
れ

を
文
字
通
り
に
受
け
取
ら
れ
る
と
は
予
想
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
ど
の
よ
う
な
専

門
能
力
に
お
い
て
で
も
、
歴
史
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
だ
ぎ
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
多
様
な
意
味
を
心
に
抱
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

ひ
と
こ
と
は
除
外
し
ま
し
た
。

　
も
つ
と
も
、
　
「
歴
史
か
ら
の
自
由
」
へ
の
欲
求
は
、
今
に
は
じ
ま
つ
た
の
で

は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
二
ー
チ
ェ
に
い
た
る
ま
で
．
近
代
の
「
理
性
」
と

「
意
志
」
の
哲
学
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け

第
一
次
大
戦
以
後
に
、
「
歴
史
的
な
も
の
」
に
対
す
る
軽
蔑
と
攻
撃
は
ラ
デ
ィ
カ

ル
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
匿
名
の
カ
フ
カ
の
よ
う
な
機
関
に
よ
り
作
動
し
て
い

る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
文
明
に
よ
る
有
用
性
の
法
廷
の
前
に
召
喚
さ
れ
、
つ
ぎ
つ
ぎ

と
断
罪
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
長
い
系
譜
を
も
つ
知
的
探
究
の
最
初
の
も
の
」
が
、

歴
史
学
で
あ
ろ
う
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
歴
史
追
放
は
、
カ
ミ
ュ

の
ご
と
き
歴
史
へ
の
反
抗
と
い
う
実
存
的
立
場
、
歴
史
を
時
代
逆
行
的
な
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
社
会
の
防
禦
の
た
め
の
道
具
と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
若
者
の
野
蛮
主
義
や
焚
書
の
臭
気
の
た
ち
込
め
る
さ
な
か
に
、
皮

肉
な
こ
と
に
、
技
術
－
科
学
ー
軍
事
的
社
会
を
支
配
す
る
長
老
た
ち
に
と
つ
て

も
、
歴
史
の
存
在
理
由
は
も
は
や
無
い
の
だ
。
こ
う
し
て
、
　
「
歴
史
か
ら
の
自

由
」
は
、
過
去
を
葬
り
去
り
歴
史
を
抹
消
す
る
こ
と
と
相
ま
つ
て
．
過
去
と
乖

離
し
た
現
在
、
そ
し
て
未
来
の
運
命
を
己
が
掌
中
に
握
ろ
う
と
す
る
者
に
著
し

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
歴
史
が
廃
駝
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
今
日
、
す
で
に
亡
び
た
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
四
九
八
）

の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
歴
史
が
開
花
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
．
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
需
鋭

な
洞
察
力
は
見
透
し
て
い
る
。
彼
自
身
が
容
認
し
難
い
「
否
定
的
な
歴
史
的
一

体
性
」
と
は
、
マ
ク
ロ
歴
史
学
U
歴
史
哲
学
、
民
族
主
義
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
歴
史
観
、
歴
史
的
デ
ー
タ
の
計
量
化
と
構
造
化
（
例
え
ば
、
ク
・
ー
ド
・
レ
ヴ

ィ
H
ス
ト
・
ー
ス
の
場
合
）
で
あ
る
。
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
間
う
。
「
教
訓
の
宝
庫

と
し
て
で
あ
れ
、
予
知
の
基
礎
と
し
て
で
あ
れ
、
歴
史
に
は
何
ら
か
の
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
使
用
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
し
よ
う
。
あ
る

種
の
皮
相
な
親
近
性
を
と
ど
め
る
だ
け
の
最
近
の
過
去
へ
の
特
殊
な
関
心
を
慨

嘆
す
る
と
し
よ
う
。
歴
史
が
国
民
国
家
な
る
も
の
に
凝
集
力
や
共
同
体
の
感
覚

を
吹
ぎ
込
む
よ
う
な
情
緒
的
高
揚
と
か
、
哲
学
的
歴
史
か
ら
抽
き
出
さ
れ
る
よ

う
な
宗
教
感
情
の
慰
め
と
か
を
拒
絶
す
る
と
し
よ
う
。
歴
史
が
コ
ー
ド
化
、
物

化
、
科
学
的
モ
デ
ル
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
還
元
主
義
に
反
擾
を
感
じ
る
と
し
よ

う
。
と
す
る
と
歴
史
の
目
的
と
は
何
で
あ
る
の
か
」
と
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
が
こ
の

現
代
に
お
い
て
、
歴
史
が
ひ
と
つ
の
批
判
的
な
力
と
な
り
得
る
と
信
じ
て
い
る

の
は
、
　
「
十
九
世
紀
的
支
配
権
へ
の
歴
史
の
復
辟
」
を
狙
つ
て
い
る
か
ら
で
は

な
く
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
設
定
す
る
目
標
、
そ
れ
が
創
造
す
る
仕
事
の
な
か

で
、
「
人
間
の
も
つ
他
面
性
」
「
選
択
的
な
世
界
観
」
を
さ
ま
ざ
ま
に
考
慮
し
、

反
省
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
ー
コ
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
ラ
ソ
ケ
な
ど
の
歴
史
主
義
的
伝
統
を
、
マ
ニ
ュ
エ

ル
は
廃
棄
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
歴
史
的
個
別
化
な
る
も
の
を
民
族

n
国
家
の
み
を
総
体
と
し
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
が

夢
想
だ
に
し
な
か
つ
た
よ
う
な
多
様
な
資
料
、
知
覚
の
深
さ
、
次
元
の
広
が
り
、

象
徴
的
解
釈
の
微
妙
さ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
．
そ
う
い
う
好
機
に
め
ぐ
ま



れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
社
会
変
動
や
フ
・
イ
ト
の
精
神

分
析
に
よ
つ
て
示
唆
さ
れ
た
も
の
ー
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
、
両
者
を
接
合
し
て
、

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
フ
ロ
イ
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
「
味
気
な
い
、
神
託
の

よ
う
な
言
辞
」
を
懲
懸
し
て
い
る
の
で
は
な
い
ー
か
ら
、
個
人
、
家
族
、
階

級
、
民
族
、
宗
教
…
…
が
歴
史
的
な
も
の
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
つ
て
い
る
か

を
、
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
生
活
史
と
総
体
的
な
歴
史
と

の
錯
綜
し
た
相
互
作
用
ー
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
個
人
と
時
代

の
世
界
観
と
の
連
関
と
し
て
、
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
の
個
人
、
集
団
、
歴
史
的

全
体
化
の
弁
証
法
的
前
進
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。
と
言
つ
て
も
、
「
こ
れ
ら
の

理
論
の
あ
る
も
の
は
魅
惑
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
最
終
的

な
も
の
は
無
い
。
こ
の
関
係
の
探
索
こ
そ
、
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
歴
史

の
偉
大
な
る
辺
境
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
理
“
歴
史
的
プ
・
セ

ス
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
心
理
学
的
マ
ク
ロ
言
明
、
な
い
し
は
そ
の
実
体
化
は
、

不
可
思
議
を
解
決
し
な
い
だ
ろ
う
。
普
遍
性
や
抽
象
性
と
い
う
も
の
に
固
有
の

優
位
性
を
賦
与
す
る
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
古
色
蒼
然
た
る
f
価

値
位
層
か
ら
解
放
さ
れ
た
歴
史
学
者
は
、
一
般
図
式
へ
の
新
た
な
隷
属
を
深
く

疑
つ
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
征
服
す
べ
き
人
間
的
具
体
性
の
世
界

を
持
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」

　
つ
づ
く
二
つ
の
論
文
「
歴
史
に
お
け
る
心
理
学
の
使
用
と
濫
用
」
　
「
哲
学
的

歴
史
の
擁
護
の
た
め
に
」
は
、
未
だ
混
沌
と
し
て
い
る
歴
史
学
と
心
理
学
と
の

共
棲
に
対
し
て
、
著
者
み
ず
か
ら
も
懐
疑
と
希
望
を
抱
き
な
が
ら
、
歴
史
哲
学
に

赴
こ
う
と
す
る
柔
軟
諮
達
な
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
、
十
八

世
紀
か
ら
現
代
に
わ
た
る
心
理
学
的
歴
史
の
史
的
展
開
を
素
描
す
る
。
と
り
わ

　
　
　
紹
介
と
批
評

け
今
日
、
精
神
分
析
学
の
よ
う
な
新
し
い
学
問
に
は
「
あ
る
種
の
帝
国
主
義
的

性
格
」
が
付
帯
し
て
い
る
こ
と
を
留
意
し
な
が
ら
も
、
例
え
ば
E
・
エ
リ
ク
ソ

ソ
と
か
サ
ル
ト
ル
の
接
近
方
法
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
彼
ら
の
間
い
か
け
（
理

論
の
普
遍
的
適
用
に
は
問
題
が
あ
る
が
）
は
、
わ
れ
わ
れ
に
問
題
を
見
直
さ
せ
る
契

機
を
与
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
心
理
学
的
歴
史
の
研
究
は
、
意
識
水
準
な
い

し
は
思
想
圏
の
み
で
は
取
り
扱
え
な
い
テ
ー
マ
ー
あ
る
時
代
な
り
思
想
家
の

時
間
・
空
間
概
念
、
愛
や
死
、
神
話
や
宗
教
な
ど
ー
を
解
明
す
る
の
に
役
立

つ
。
マ
ル
ク
ス
以
来
の
経
済
史
を
疑
し
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
フ
ロ
イ
ナ
に

よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
歴
史
資
料
の
価
値
序
列
の
崩
壊
が
も
つ
意
味
を
重
視
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
と
か
ブ
ラ
ウ
ソ
の
ご
と
き
マ
ク
ロ

歴
史
学
的
な
修
辞
を
弄
す
る
の
を
戒
め
、
生
活
状
況
の
具
体
的
分
析
が
重
ね
て

強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
、
歴
史
的
世

界
を
虚
偽
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
哲
学
的
歴
史
、
そ
の
尊
大
さ
、
予
言
的
神

託
、
ド
グ
マ
の
抽
象
的
体
系
化
に
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
そ
の
体
系
に
よ
つ
て

は
じ
め
て
可
能
な
「
歴
史
的
諸
要
素
の
驚
嘆
す
べ
き
新
し
い
組
み
合
わ
せ
」
、
ち

よ
う
ど
セ
ザ
ソ
ヌ
が
風
景
画
に
示
し
た
と
同
じ
よ
う
に
、
「
歴
史
的
知
覚
」
の
導

入
が
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
考
察
、
人
間
的
理
解
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
ポ
ジ
テ

ィ
ヴ
に
認
め
る
。
哲
学
的
歴
史
は
、
自
分
の
時
代
を
見
据
え
る
「
思
想
を
刺
激

し
、
歴
史
的
想
像
力
を
生
気
づ
け
る
」
特
異
な
価
値
を
有
し
て
い
る
i
「
神

学
と
政
治
と
の
侍
女
」
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
。

　
第
二
部
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
1
そ
の
今
昔
」
は
、
著
者
の
最
も
得
意
と
す

る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
「
黄
金
時
代
”
西
欧
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
神
話
的

前
史
し
で
は
、
西
欧
の
人
び
と
が
過
去
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
懐
し
む
ヘ
シ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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四
九
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

ド
ス
の
描
く
ク
ロ
ノ
ス
の
時
代
、
そ
し
て
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
ホ
メ
ロ
ス

の
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ァ
』
に
お
け
る
エ
リ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
て
い

る
。
　
「
パ
ソ
ソ
フ
ィ
ア
“
十
七
世
紀
の
科
学
の
夢
」
は
、
ブ
ル
ー
ノ
．
カ
ン
パ

ネ
ル
ラ
．
べ
ー
コ
ン
、
翼
ソ
メ
ニ
ウ
ス
、
」
・
ア
ル
ス
テ
ッ
ト
、
」
・
V
・
ア

ソ
ド
レ
ー
エ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
に
よ
つ
て
企
図
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
共
和

国
へ
の
幻
想
を
全
体
的
思
想
像
と
し
て
素
描
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
腸
科
学
的

ユ
！
ト
ピ
ア
な
る
も
の
は
、
太
陽
の
町
、
ク
リ
ス
チ
ア
ナ
ポ
リ
ス
、
新
ア
ト
ラ

ソ
テ
ィ
ス
…
－
に
し
て
も
、
現
実
世
界
に
お
け
る
秩
序
だ
つ
た
知
識
が
神
へ
の

途
、
神
を
愛
す
る
方
法
で
あ
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統

一
を
め
ざ
し
た
最
後
の
努
力
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
　
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

心
理
学
的
歴
史
に
向
つ
て
」
は
、
，
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
が
ど
の
よ
う
な
秘
め
ら
れ

た
願
望
を
表
現
し
、
理
想
化
さ
れ
た
生
活
を
い
か
に
実
現
し
、
解
決
し
よ
う
と

し
た
か
、
そ
の
歴
史
的
な
位
相
変
化
を
把
え
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
群
を

理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
も
興
味
深
い
。

　
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
例
証
的
な
意
味
に
お
い
て
、
モ
ー
ア
か
ら
フ
ラ
ソ
ス
革
命
ま

で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
．
十
九
世
紀
の
社
会
主
義
、
歴
史
決
定
論
、
二
〇
世
紀

の
心
理
学
的
・
哲
学
的
な
諸
理
論
、
の
三
つ
の
時
期
を
区
別
し
て
い
る
。
モ
ー

ア
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
一
般
化
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
、
平
等
、
平
和
、
幸

　
　
や
　
　
　
へ

福
の
場
所
で
あ
つ
て
、
労
働
、
喜
悦
、
精
神
の
ス
コ
ラ
的
静
謹
で
あ
る
。
そ
れ

は
雲
8
b
笹
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
．
フ
ラ
ソ
ス
革
命
以
後
、
新
し
い
歴
史
意
識

の
接
頭
に
よ
つ
て
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
歴
史
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
リ
　
ゼ

永
久
運
動
と
な
る
。
し
た
が
つ
て
．
コ
ソ
ド
ル
セ
の
未
来
の
理
想
郷
、
コ
ソ
ト

の
進
歩
と
秩
序
、
マ
ー
リ
ニ
の
フ
ァ
ラ
ソ
ス
テ
ー
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
世
界
変
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
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〇
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う

に
い
た
る
ま
で
、
歴
史
に
お
け
る
幸
福
な
時
窪
ざ
菖
寅
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
問

題
化
す
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ソ
お
よ
び
フ
ロ
イ
ト
の
ペ
シ
ミ
ズ

ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
テ
ィ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ァ
ル
ダ
ソ
や
ジ
ュ
リ
ア
ソ
・
ハ

ク
ス
レ
イ
の
ご
と
き
精
神
的
な
漸
進
的
進
化
論
、
あ
る
い
は
ト
イ
ソ
ビ
ー
や
ヤ

ス
パ
ー
ス
の
ご
と
き
人
類
同
盟
の
精
神
界
へ
の
超
越
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
他

方
で
は
、
ラ
イ
ヒ
を
稽
矢
と
す
る
新
フ
ロ
イ
ト
派
は
、
フ
ロ
ム
、
マ
ル
ク
ー

ゼ
、
ブ
ラ
ウ
ソ
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
性
的
抑
圧
の
解
放
と
人
間
活
動
全
体

の
リ
ピ
ド
ー
化
へ
向
い
、
そ
し
て
マ
ス
ロ
ー
i
彼
か
ら
①
唇
亀
＆
暫
と
い

う
言
葉
が
借
用
さ
れ
て
い
る
ー
は
、
文
化
人
類
学
に
依
拠
し
な
が
ら
、
人
間

の
攻
撃
本
能
、
死
の
本
能
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
よ
う
に
多
彩
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
が

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

描
か
れ
、
い
わ
ば
精
神
化
と
肉
体
化
と
い
う
正
反
対
の
方
向
を
辿
つ
て
い
る
か

に
思
わ
れ
る
が
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
判
断
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
究
極
的
状
態

に
お
い
て
、
　
「
挫
折
“
攻
撃
の
双
頭
の
ケ
ル
ペ
ロ
ス
は
永
遠
に
沈
黙
さ
せ
ら
れ

る
」
で
あ
ろ
う
。

第
三
部
「
社
会
に
お
け
る
科
学
者
」
は
「
科
学
の
独
裁
者
と
し
て
の
ニ
ュ
ー

ト
ソ
」
「
政
治
に
お
け
る
知
識
人
”
ロ
ッ
ク
、
ニ
ュ
ー
ト
ソ
、
既
成
体
制
」
「
科

学
者
の
役
割
に
つ
い
て
の
サ
ソ
・
シ
モ
ソ
の
見
解
」
か
ら
成
る
。
内
容
的
に

は
、
前
二
者
は
重
複
し
て
お
り
、
第
三
論
文
は
、
第
四
部
「
反
省
的
歴
史
」
の
第

一
論
文
「
平
等
か
ら
組
織
へ
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

で
は
二
轟
ー
ト
ソ
お
よ
び
ロ
ッ
ク
の
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
イ

メ
ー
ジ
を
い
さ
さ
か
損
う
か
に
思
わ
れ
る
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
所
論
を
述
べ
る
に
と

ど
め
る
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ソ
の
聾
立
す
る
科
学
的
業
績
を
疑
う
者
は

い
な
い
。
彼
の
篤
帖
§
書
＆
は
新
し
い
宗
教
的
啓
示
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
、



教
え
子
た
ち
は
使
徒
と
し
て
彼
に
仕
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
彼
の
後

半
生
は
、
内
面
に
向
け
ら
れ
て
い
た
攻
撃
性
が
権
力
欲
と
し
て
外
面
化
し
た
。

そ
れ
は
偉
大
な
科
学
者
と
し
て
の
資
質
で
は
な
く
、
偉
大
な
管
理
者
と
し
て
の

そ
れ
が
露
呈
し
た
、
ま
さ
に
科
学
の
独
裁
者
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
六
九

六
年
に
王
室
学
士
院
の
会
員
に
任
命
さ
れ
、
一
七
〇
三
年
に
は
そ
の
会
長
に
就

任
す
る
．
ニ
ュ
薯
ト
ソ
が
六
十
歳
の
時
で
あ
る
。
王
室
学
士
院
の
半
世
紀
の
ル

ー
ズ
な
性
格
は
、
彼
を
中
心
と
し
て
「
制
度
化
」
さ
れ
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、

ケ
ソ
ブ
リ
ッ
ジ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
諸
大
学
の
ポ
ス
ト
も
彼
の
采
配
す
る
と

こ
ろ
と
な
り
、
家
父
長
的
、
封
建
的
な
絆
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
一
七

〇
五
年
に
は
、
ア
ソ
女
王
に
よ
つ
て
ニ
ュ
ー
ト
ソ
は
ナ
イ
ト
の
爵
位
を
授
与
さ

れ
、
以
後
、
王
冠
と
科
学
、
政
府
と
科
学
と
の
癒
着
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
継

続
し
て
い
る
。

　
ニ
ュ
ー
ト
ソ
が
ロ
ッ
ク
と
知
己
に
な
つ
た
の
は
、
9
琴
聲
菖
9
℃
貰
蜜
幕
暮

が
召
集
さ
れ
た
後
、
ロ
ッ
ク
が
オ
ラ
ソ
ダ
亡
命
か
ら
帰
国
し
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
つ
た
。
彼
ら
の
科
学
と
哲
学
と
を
同
時
代
人
の
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

一
緒
に
紹
介
し
た
の
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
『
哲
学
書
簡
』
で
あ
つ
た
。
だ
が
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
造
幣
局
や
商
務
省

の
有
能
な
官
吏
で
あ
り
、
専
門
家
で
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
名
誉
革
命
後
の
エ

ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ソ
ト
内
部
で
地
位
と
権
力
と
俸
給
と
を
獲
得
し
た
知
識
人

と
し
て
、
一
；
ー
ト
ソ
と
ロ
ッ
ク
は
、
彼
ら
の
経
験
的
・
合
理
的
精
神
を
以
て
、

科
学
と
自
由
と
商
業
の
時
代
に
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
評

価
す
る
と
お
り
、
彼
ら
は
歴
史
的
転
期
の
真
の
意
識
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
ホ

ィ
ッ
グ
主
義
の
立
場
を
準
備
し
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
哲
学
者
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
し
、
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
を
支
配
す
る

よ
う
に
な
る
商
業
階
級
の
た
め
の
哲
学
的
上
部
構
造
を
形
成
し
た
≧
育
え
る
だ

ろ
う
。

　
「
平
等
か
ら
組
織
へ
」
は
、
十
八
世
紀
の
理
論
家
た
ち
、
と
り
わ
け
フ
ィ
ロ

ゾ
ー
フ
が
憧
憬
し
て
止
ま
な
か
つ
た
人
間
平
等
の
思
想
が
、
十
九
世
紀
へ
の
転

換
と
と
も
に
、
如
何
に
し
て
不
平
等
の
思
想
へ
と
変
化
し
た
か
を
論
証
し
た
、

マ
ニ
ュ
エ
ル
の
身
に
つ
い
た
学
殖
を
示
し
た
論
文
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
由
来
す

る
感
覚
論
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
外
界
を
知
覚
す
る
自
然
的
能
力
に
お
い
て
平

等
で
あ
り
、
教
育
に
よ
つ
て
同
一
の
合
理
的
概
念
を
発
展
さ
せ
得
る
と
い
う
想

定
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
道
徳
的
・
物
質
的
・
知
的
平
等
へ
の
絶
対
的
要

請
を
、
も
つ
と
も
鮮
や
か
に
強
調
し
た
の
は
コ
ソ
ド
ル
セ
で
あ
つ
た
。
科
学
者

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ロ
ル
じ
ノ
ノ
ア
ル

た
ち
の
協
力
、
そ
し
て
社
会
的
技
術
の
普
遍
的
適
用
が
歴
史
の
未
来
の
進
歩
を

無
限
に
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
、
と
楽
観
的
に
信
じ
ら
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
彼
に
と
つ
て
の
問
題
は
、
平
等
主
義
的
人
間
を
規
制
す
る
数
学
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
制
度
で
充
分
で
あ
つ
た
．
と
こ
ろ
が
、
生
理
学
者
ピ
シ
ア
の
研
究
は
、

人
間
性
を
大
脳
型
、
活
動
型
、
感
覚
型
の
三
つ
の
生
理
学
的
機
能
と
し
て
分
化

さ
せ
た
。
彼
の
生
理
学
を
社
会
理
論
に
適
用
し
た
サ
ソ
・
シ
モ
ン
は
、
科
学

者
、
産
業
家
、
そ
し
て
詩
人
、
芸
術
家
、
宗
教
家
等
の
三
階
級
の
構
成
体
と
し

て
、
有
機
体
論
的
に
社
会
を
把
え
た
。
フ
ラ
ソ
ス
革
命
の
平
等
概
念
が
危
険
な

ア
ナ
ー
キ
ー
に
導
い
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
も
加
わ
り
、
メ
ー
ス
ル
や
ボ
ナ
ル

ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
伝
統
主
義
の
影
響
も
受
け
て
、
サ
ソ
・
シ
モ
ソ
は
近
代
産

　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
へ

業
社
会
に
お
け
る
統
合
と
組
織
の
問
題
を
逸
早
く
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
人
間

は
機
能
的
に
不
平
等
で
あ
り
、
多
様
化
さ
れ
て
い
る
．
し
た
が
つ
て
、
人
間
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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紹
介
と
批
評

係
は
も
は
や
機
械
的
で
は
な
く
、
科
学
者
集
団
よ
り
も
産
業
家
の
優
位
が
、
さ

ら
に
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
愛
に
よ
る
情
緒
化
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
。
　
「
新
し
い
ギ

リ
ス
ト
教
」
の
提
唱
ー
そ
し
て
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ソ
ト
の
「
人
間
教
」
の

狂
気
の
説
教
i
は
、
社
会
的
連
帯
性
と
い
う
十
九
世
紀
的
問
題
状
況
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
歴
史
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
真
理
へ
の
接
近
と
い
う
よ
り
も
、
時
代
精
神
の

感
覚
、
文
明
の
自
覚
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
と
ド
イ
ッ
の
「
哲
学
的
歴
史
の
二
つ

の
ス
タ
イ
ル
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
性
を
反
映
し
て
、
思
想
的
に
独
立
し
て

展
開
さ
れ
て
き
た
。
フ
ラ
ソ
ス
人
の
著
作
は
、
ル
ソ
ー
の
も
の
だ
け
を
例
外
と

し
て
1
彼
は
科
学
お
よ
び
技
術
を
否
定
し
た
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
i

i
ド
イ
ッ
人
に
理
解
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
は
敵
対
的
で
さ
え
あ
つ
た
。
フ
ラ
ソ
ス

合
理
主
義
の
基
調
は
、
壕
8
＆
。
。
で
あ
り
、
た
と
え
階
級
対
立
や
危
機
に
直
面
し

て
も
ー
サ
ン
・
シ
モ
ソ
と
コ
ソ
ト
は
新
た
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
導
入
し
た
が
ー

1
よ
り
理
性
的
な
労
働
の
分
業
や
権
力
の
分
割
に
よ
つ
て
制
度
的
に
解
決
可
能

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ッ
的
思
惟
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を

た
た
え
、
宗
教
的
、
内
面
的
な
体
験
．
H
目
。
注
。
夷
葺
を
秘
め
て
い
る
。
同
じ

よ
う
に
、
ミ
§
訓
註
謙
と
い
つ
て
も
、
例
え
ぽ
へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
歴
史
の
悲
劇

性
が
精
神
の
勝
利
に
つ
き
ま
と
い
、
精
神
は
国
暮
署
警
5
筑
を
内
包
し
、
時
間

を
媒
介
と
す
る
精
神
の
疎
外
と
回
復
の
過
程
を
意
味
す
る
．
ま
た
フ
ラ
ソ
ス
の

歴
史
哲
学
は
、
道
徳
、
科
学
、
技
術
、
芸
術
の
プ
ル
ラ
ル
な
発
展
を
示
し
、
個

人
主
義
的
色
調
が
濃
厚
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
ド
イ
ッ
の
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
目

的
、
理
念
に
貫
徹
さ
れ
、
ヘ
ル
ダ
ー
以
来
、
＜
o
涛
と
国
巨
け
霞
と
い
う
ロ
マ

ソ
主
義
的
傾
向
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
も
つ
と
も
根
本
的
な
差
異
は
、
歴
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史
的
時
間
感
覚
の
対
照
に
見
ら
れ
、
前
者
に
お
い
て
は
持
続
的
だ
が
、
後
者
に

お
い
て
は
断
続
的
で
あ
り
、
時
代
区
分
も
外
在
的
と
内
在
的
と
の
相
違
が
あ

る
。
フ
ラ
ソ
ス
人
は
人
間
精
神
の
成
就
し
た
発
展
史
を
書
い
た
が
、
ド
イ
ッ
人

は
精
神
史
そ
の
も
の
を
書
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
大
戦
に
い
た
る
ま

で
に
、
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
も
は
や
支
持
を
失
つ
た
が
、
最
近
フ
ラ
ソ
ス
に
お

い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
復
活
さ
れ
、
奇
妙
な
精
神
的
転
轍
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
ド
イ
ッ
軍
が
パ
リ
に
入
城
し
た
そ
の
日
に
、
国
会
図
書
館
で

へ
ー
ゲ
ル
を
読
ん
で
い
た
そ
う
だ
が
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
シ
ニ
カ
ル
に
「
二
重
征

服
」
と
書
い
て
い
る
が
、
当
の
西
ド
イ
ッ
は
今
や
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
伝
統
と

完
全
に
訣
別
し
て
い
る
。

　
最
後
の
論
文
「
偉
大
な
る
社
会
に
関
す
る
思
想
」
は
、
歴
史
的
お
よ
び
比
較

史
的
に
、
人
び
と
が
抱
懐
し
つ
づ
け
て
き
た
「
偉
大
な
る
社
会
」
の
諸
属
性
を

析
出
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
文
明
の
未
来
へ
の
視
座
に
照
射
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
伝
統
主
義
的
恒
常
性
－
不
断
の
革
新
、
共
同
体
的
凝
集
性
ー
緩
和
し
た
個

人
主
義
宗
教
的
超
越
性
ー
世
俗
的
此
岸
性
、
禁
欲
的
自
己
否
定
ー
拡
大
的
欲

求
満
足
、
調
和
的
美
－
美
学
的
無
関
心
、
貴
族
的
エ
リ
ー
ト
主
義
－
民
主
的
平

等
主
義
、
好
戦
的
攻
撃
性
ー
軍
事
的
制
約
性
、
こ
れ
ら
の
両
極
的
ス
ケ
ー
ル

を
、
各
時
代
は
揺
れ
動
い
て
き
た
わ
け
な
の
だ
が
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
産
業
社

会
は
急
速
度
に
後
者
に
収
敷
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
自
己
同
一

性
と
か
愛
情
、
共
同
体
感
覚
な
ど
の
喪
失
に
つ
い
て
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
悲
痛
な
言

葉
を
語
ら
ず
、
青
ざ
め
た
表
情
も
浮
べ
て
い
な
い
。
偉
大
な
る
社
会
の
メ
ガ
・

ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
人
間
関
係
に
お
け
る
親
密
さ
が
失
わ
れ
て
も
、
自
由
が

獲
得
さ
れ
て
い
る
し
、
愛
情
が
稀
薄
に
な
つ
て
も
、
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の
棲
ん



で
い
た
街
に
お
け
る
ほ
ど
毒
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
都
市
の
生
活
は
動
態

的
で
、
平
等
主
義
的
で
あ
り
、
緩
和
さ
れ
寛
容
的
で
あ
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
の

問
題
は
．
ユ
ダ
ヤ
・
ギ
リ
シ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
価
値
の
伝
統
か
ら
分
離
さ

れ
た
心
的
衝
動
が
、
科
学
”
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
社
会
の
運
動
量
を
支
え
得
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
社
会
の
精
神
的
基
礎
こ
そ
「
大
き
な
未

知
な
る
も
の
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
こ
と
を
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
な
お
最
後
に
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
、
コ
ソ
ド
ル
セ
、
サ
ソ
・
シ
モ
ソ
、
コ
ソ
ト
、

へ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ト
イ
ソ
ピ
ー
等
の
歴
史
哲
学
に
対
す
る
攻
撃
の
う
ち

で
、
「
歴
史
的
必
然
性
」
あ
る
い
は
歴
史
決
定
論
の
問
題
に
触
れ
た
箇
所
で
、
「
実

際
に
、
重
要
な
歴
史
哲
学
は
（
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
例
外
は
有
り
得
る
が
）
歴
史
的

発
展
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
不
可
避
的
で
あ
る
と
主
張
し
て
は
い
な
い
。

逆
に
、
殆
ん
ど
彼
ら
の
作
業
は
、
不
可
避
的
な
も
の
の
領
域
を
境
界
設
定
し
、

人
間
行
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
規
定
す
る
問
題
を
め
ぐ
つ
て
展
開
し
て
き

た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
彼
ら
は
文
化
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
自
由
と
必
然

と
の
諸
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
概
念
を
造
つ
て
き
た
．
彼
ら
の
不
可
避
的
な
も

の
の
領
域
の
構
造
化
は
、
人
間
性
の
あ
る
側
面
を
規
定
す
る
方
法
に
す
ぎ
な
か

つ
た
し
、
彼
ら
の
規
定
の
総
和
は
、
た
と
え
矛
盾
し
て
い
よ
う
と
も
、
人
間
性

と
歴
史
過
程
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
ト
ー
タ
ル
な
理
解
を
拡
大
す
る
の
に
役
立

つ
て
き
た
。
…
－
不
可
避
性
の
位
層
確
定
に
お
い
て
、
理
性
的
な
人
び
と
は
異

な
つ
て
い
よ
う
。
彼
ら
は
疑
い
も
無
く
、
宗
教
的
．
政
治
的
、
あ
る
い
は
心
理

的
な
考
慮
に
よ
り
左
右
さ
れ
て
、
多
様
な
タ
イ
プ
の
不
可
避
性
を
啓
示
す
る
で

あ
ろ
う
。
彼
ら
は
わ
け
て
も
．
自
己
自
身
と
そ
の
世
代
と
を
啓
示
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
歴
史
的
告
白
の
な
か
で
、
彼
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
人
間
の
知

　
　
　
紹
介
と
批
評

識
を
よ
り
一
層
複
雑
に
し
、
よ
り
一
層
多
彩
に
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
こ
で
、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
！
リ
ソ
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ソ
ト
記
念
講

演
『
歴
史
的
必
然
性
』
が
引
照
さ
れ
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、

お
そ
ら
く
マ
ニ
ュ
エ
ル
自
身
熟
知
し
て
い
る
は
ず
の
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
の
歴
史

主
義
へ
の
論
駁
に
つ
い
て
は
一
言
も
語
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
マ
ニ
ュ
エ
ル
の
態
度
が
「
折
衷
的
」
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
無
い
が
、
本

書
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
関
す
る
一
篇
の
論
文
も
な
く
、
し
た
が
つ
て
彼
の
マ

ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
態
度
が
ア
ソ
ピ
バ
レ
ソ
ト
な
ま
ま
で
あ
る
の
が
残
念
で

あ
る
。
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