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ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ル
ソ
カ
ム

谷
口
　
　
　
茂
訳

著

『
ド
イ
ッ
精
神
史
と
ル
タ
ー
』

一

　
本
書
は
、
（
国
①
ぎ
二
魯
ω
o
馨
惹
日
碁
い
β
爵
輿
ぎ
ω
且
藷
巴
儀
段
α
窪
掌

。。

9
窪
O
巴
馨
8
鴇
零
置
。
窪
①
　
の
邦
訳
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
の
精
神

を
顕
現
し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
思
想
を
座
標
軸
と
し
て
、
爾
後
の
ド
イ

ツ
精
神
史
の
各
時
代
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
取
扱
つ
た
ド
イ
ツ
精
神
史
研
究
で

あ
る
。
従
来
、
ド
イ
ツ
精
神
史
に
お
け
る
ル
タ
ー
像
に
は
、
相
剋
す
る
種
々
の

見
解
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ル
タ
ー
研
究
の
啓
蒙
書
を
著
し
た
成
瀬
治

氏
に
よ
れ
ば
、
「
ル
ネ
ッ
サ
ソ
ス
の
流
れ
を
く
む
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
が
エ
ラ

ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
の
別
離
を
か
な
し
み
、
こ
の
『
粗
暴
』
な
行
動
人
の
狂
信
に

肩
を
す
ぽ
め
て
立
ち
去
る
と
き
、
十
八
世
紀
風
の
啓
蒙
主
義
者
は
『
聖
書
の

人
』
ル
タ
ー
の
中
に
ひ
と
り
の
教
育
家
を
見
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
『
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
』
歴
史
家
た
ち
が
ル
タ
ー
を
封
建
的
権
威
に
た
い
す
る
『
自
由
の
闘

　
　
　
紹
介
と
批
評

士
』
と
た
た
え
る
い
つ
ぼ
う
で
は
、
塁
ル
ク
ス
主
義
的
』
歴
史
家
た
ち
が
彼

に
、
農
民
を
見
棄
て
た
『
嘘
つ
き
博
士
』
、
権
威
主
義
的
な
『
王
侯
の
し
も
べ
』

の
汚
名
を
き
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
第

二
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
た
ち
の
好

ん
で
提
起
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
た
。
極
端
な
場
合
に
は
、
ナ
チ
の
思
想
的
な
源

を
た
ず
ね
て
、
二
ー
チ
ェ
か
ら
ド
イ
ッ
浪
漫
主
義
な
い
し
観
念
論
を
へ
て
ル
タ

ー
ヘ
と
遡
る
、
単
純
明
快
な
『
系
譜
学
』
さ
え
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
つ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
ル
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
『
ド
イ
ツ
的

内
面
性
』
と
『
権
力
の
神
聖
化
』
が
、
市
民
的
自
由
と
の
関
係
で
ー
ま
た
カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
の
対
比
に
お
い
て
ー
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
ル
タ
ー
解
釈
は
、
と
り
わ
け
『
国
民
的
』
な

問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
『
階
級
的
』
な
問
題
で
も
あ
る
。
」
（
成
瀬
治
著

ル
タ
ー
）
と
い
う
具
合
に
、
ル
タ
i
像
の
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
は
様
々
な
評
価
の

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、
ボ
ル
ソ
カ
ム
の
労
作
で
あ
る
本
書
は
、
第
一
部

叙
述
と
、
第
二
部
原
典
の
二
部
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
一
部
は
、
第

一
章
『
宗
教
改
革
か
ら
啓
蒙
主
義
へ
」
の
項
目
か
ら
始
め
ら
れ
、
第
十
九
章

『
二
十
世
紀
の
政
治
運
動
の
な
か
の
ル
タ
！
像
」
、
お
よ
び
第
二
十
章
「
新
た

な
カ
ト
リ
ッ
ク
的
ル
タ
ー
像
と
ル
タ
ー
に
関
す
る
宗
派
間
の
対
話
」
の
二
十
章

に
よ
つ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
も
、
第
一
群
「
古
典
主
義
－
観
念
論
ー
β
マ
ソ
主
義
」
、
第
二
群
「
十

九
世
紀
の
学
問
的
ル
タ
1
像
」
、
第
三
群
「
二
十
世
紀
の
ル
タ
ー
像
」
の
三
群
に

分
け
ら
れ
、
各
群
と
も
細
目
の
章
が
設
け
ら
れ
、
各
時
代
の
思
想
家
た
ち
の
原

典
に
あ
ら
わ
れ
た
ル
タ
ー
像
が
、
彩
し
い
資
料
の
渉
猟
に
よ
つ
て
収
録
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
コ
一
二
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

い
る
。
ル
タ
ー
と
母
国
を
と
も
に
す
る
ド
イ
ッ
神
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
斯
学

の
碩
学
な
ら
で
は
到
底
な
し
え
な
い
偉
業
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
著
者
の
ボ
ル
ン
カ
ム
は
、
そ
の
初
版
へ
の
序
文
に
お
い
て
、
「
ル
タ
ー
像
の

歴
史
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
、
非
常
な
魅
力
と
精
神
史
的
な
意
義
を
も
つ
課
題

と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
た
だ
部
分
的
な
叙
述
が
行
わ
れ
た

だ
け
で
あ
つ
た
。
…
…
必
要
な
の
は
、
ル
タ
ー
像
の
変
遷
を
精
神
史
の
広
が
り

の
な
か
へ
追
求
し
て
行
き
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
諸
宗
派
の
境
界
を
越
え
る
と

い
う
二
重
の
熟
慮
な
の
だ
。

　
一
面
に
お
い
て
、
宗
教
改
革
を
動
か
し
た
お
び
た
だ
し
い
思
想
、
力
、
問
題

は
、
百
倍
に
も
拡
大
さ
れ
た
像
に
お
い
て
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
他

面
、
比
類
の
な
い
か
た
ち
で
ド
イ
ッ
民
族
の
運
命
的
人
物
と
な
つ
た
ル
タ
ー
に

対
し
て
、
彼
と
か
か
わ
り
合
つ
た
人
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
歴
史
的
判
定
を
下

す
だ
け
で
は
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
だ
れ
も
が
、
何
ら
か
の
か
た

ち
で
旗
幟
を
鮮
明
に
す
べ
く
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
つ
た
。
」
（
五
頁
）
と

述
べ
て
い
る
。
本
書
は
、
ほ
ぼ
七
〇
〇
頁
に
近
い
浩
潮
な
著
作
で
あ
る
か
ら
限

ら
れ
た
紙
数
で
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
政
治

思
想
史
を
研
究
す
る
も
の
の
視
点
に
お
い
て
、
こ
の
書
の
も
つ
性
格
と
意
義
を

摸
索
し
て
み
よ
う
。

二

　
当
初
に
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
思
想
を
め
ぐ
る
正
統
派
や
敬
慶
派
の
神
学

論
争
に
触
れ
な
が
ら
著
者
は
、
啓
蒙
主
義
時
代
に
お
け
る
ル
タ
ー
像
の
確
立
に

九
六
　
　
（
一
三
工
ハ
）

論
を
移
行
さ
せ
て
行
く
。
　
「
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
と
つ
て
も
ル
タ
ー
本
人
に
も

思
い
も
よ
ら
な
い
、
ひ
と
つ
の
本
当
に
新
し
い
特
徴
を
彼
の
像
の
な
か
に
も
ち

こ
ん
だ
の
は
、
啓
蒙
主
義
が
初
め
て
で
あ
つ
た
。
…
…
い
ま
や
ル
タ
ー
の
神
学

で
は
な
く
、
彼
の
人
格
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
人
々
は
し
だ
い
に
、
一
部
は
敬

慶
派
の
道
徳
的
な
異
論
を
続
行
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
明
暗
の
は
つ
き
り
と

し
た
ル
タ
ー
像
を
描
き
あ
げ
て
い
つ
た
。
…
…
彼
の
修
道
院
で
の
内
面
的
苦

闘
、
神
の
試
練
、
祈
り
の
格
闘
な
ど
は
問
題
に
さ
れ
な
か
つ
た
。
…
…
彼
に
よ

つ
て
戦
い
と
ら
れ
た
良
心
の
自
由
か
ら
、
学
問
の
自
由
と
い
う
結
論
が
ひ
ぎ
だ

さ
れ
、
そ
し
て
学
問
に
よ
つ
て
ル
タ
ー
の
教
義
を
こ
え
て
ル
タ
ー
の
精
神
の
な

か
へ
は
い
つ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
。
」
（
一
七
ー
一
八

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
「
ル
タ
ー
の
快
活
さ
や
開
放
性
、
秘
密
結

社
を
忌
み
嫌
う
教
会
中
心
の
考
え
、
そ
し
て
と
り
わ
け
官
職
や
市
民
的
な
天
職

へ
向
け
て
の
教
育
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
「
ル
タ
ー

は
地
上
の
神
の
王
国
の
歴
史
に
一
時
期
を
画
し
た
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
つ
の
新

し
い
世
界
を
1
宗
教
的
、
精
神
的
お
よ
び
政
治
的
に
新
し
い
世
界
を
ー
招

来
し
た
の
だ
と
い
う
一
般
的
な
意
識
が
目
覚
め
」
る
こ
と
と
な
り
、
は
じ
め
て

ド
イ
ツ
精
神
史
の
対
象
と
な
り
え
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
後
の
ル
タ
ー
像
を

め
ぐ
る
論
争
の
端
緒
を
つ
く
り
出
し
た
こ
と
で
も
あ
る
と
ボ
ル
ン
カ
ム
は
説
く

の
で
あ
る
。
（
一
八
－
二
〇
頁
）
こ
の
啓
蒙
的
合
理
の
思
想
に
よ
つ
て
創
造
さ
れ
た

ル
タ
i
像
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
つ
て
ま
た
新
た
な
る
相
貌
を
も
つ
こ
と
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ル
ソ
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
「
民
族
精
神
の
発
見
者
ヘ
ル
ダ
ー
は
、

こ
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
由
の
英
雄
お
よ
び
世
界
史
的
偉
大
さ
を
も
つ
人
格
と



し
て
の
ル
タ
ー
崇
拝
に
、
の
ち
に
十
九
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
、
最
も
大
ぎ
な

主
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
は
ず
の
、
第
三
の
特
徴
を
つ
け
加
え
た
。
そ
れ
は
、
ル

タ
ー
の
精
神
の
な
か
に
、
ド
イ
ツ
民
族
の
国
民
的
宗
教
が
最
も
純
粋
な
か
た
ち

で
言
明
さ
れ
て
お
り
、
ル
タ
ー
は
そ
れ
に
よ
つ
て
ド
イ
ツ
民
族
が
成
年
に
達
す

る
の
を
助
け
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
民
族
に
、
諸
民
族
と
比
べ
た
場
合
に
現
わ
れ
る
、

そ
の
真
の
個
性
を
与
え
た
、
と
い
う
主
題
」
（
二
九
頁
）
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
「
ル
タ
ー
の
讃
美
歌
に
民
謡
の
響
ぎ
を
聞
い
た
。
」
（
二
七
頁
）

と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
流
れ
（
第
三
章
）

と
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
等
の
巨
マ
y
主
義
（
第
四
章
）
に
お

け
る
ル
タ
ー
像
は
、
い
わ
ば
対
極
を
な
す
ル
タ
ー
像
を
創
り
出
し
た
と
い
う
、

す
な
わ
ち
、
「
古
典
的
ー
観
念
論
的
な
ル
タ
ー
お
よ
び
宗
教
改
革
理
解
は
、
ー

1
根
本
的
に
は
や
は
り
、
そ
の
宗
教
的
な
根
本
的
意
味
で
は
な
く
、
精
神
の
歴

史
に
お
け
る
そ
の
地
位
、
最
も
広
義
に
お
け
る
そ
の
文
化
的
業
績
を
問
う
も

の
」
（
四
二
頁
）
で
あ
り
、
ロ
マ
ソ
主
義
の
そ
れ
は
「
宗
教
改
革
は
、
キ
リ
ス
ト
教

的
ヨ
篭
・
ヅ
パ
的
伝
統
と
い
う
つ
な
が
り
を
ず
た
ず
た
に
引
き
裂
い
て
し
ま
つ

た
。
そ
れ
は
時
代
に
委
ね
ら
れ
た
全
教
会
の
更
新
と
い
う
課
題
を
果
さ
な
か
つ

た
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
啓
蒙
主
義
の
不
毛
と
宗
教
否
定
」
（
四
八
頁
）
と
を
招

き
出
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
く
だ
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ボ

ル
ソ
カ
ム
に
よ
れ
ば
「
観
念
論
的
賞
賛
も
ロ
マ
ソ
主
義
的
悲
嘆
も
、
ど
つ
ち
も

ど
つ
ち
で
あ
る
。
双
方
と
も
に
そ
の
対
象
か
ら
の
歴
史
的
距
離
、
す
な
わ
ち
、

対
象
を
そ
の
歴
史
的
全
体
性
と
特
殊
性
と
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
の
遠
近
法
的

な
見
か
た
が
欠
け
て
い
る
。
両
者
と
も
対
象
を
ー
も
し
く
は
む
し
ろ
対
象
の

前
景
を
な
し
て
い
る
一
定
の
特
徴
を
i
自
分
の
正
当
さ
の
確
証
と
し
て
で
あ

　
　
　
紹
介
と
批
評

れ
、
対
照
と
し
て
で
あ
れ
、
自
己
弁
護
の
た
め
に
あ
ま
り
に
も
使
い
す
ぎ
た
の

だ
。
」
（
五
二
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
続
く
ラ
ソ
ケ
史
学
に
お
け
る
ル
タ
ー
像
の

形
成
（
第
五
章
）
を
、
ボ
ル
ソ
ヵ
ム
は
次
の
よ
う
に
評
す
る
。
「
ラ
ソ
ケ
の
描
い
た

ル
タ
ー
は
、
血
と
肉
を
も
つ
た
初
め
て
の
歴
史
的
人
間
で
あ
り
・
も
は
や
善
き

も
し
く
は
邪
悪
な
原
理
の
化
身
で
は
な
か
つ
た
。
ラ
ソ
ケ
が
こ
の
よ
う
な
結
果

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
け
つ
し
て
た
ん
な
る
背
景
の
記
述
や
人
格
の

描
写
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
f
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
私
に
は
ラ
ソ
ケ
の
本

来
の
歴
史
的
業
績
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
ー
人
間
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル

タ
ー
の
あ
と
に
従
つ
て
、
そ
の
実
存
の
根
底
へ
、
そ
の
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な

闘
争
へ
、
試
練
へ
、
そ
し
て
発
見
へ
と
追
体
験
し
て
行
く
こ
と
に
よ
つ
て
で
あ

つ
た
。
」
　
（
六
〇
頁
）
と
述
べ
、
ラ
ソ
ヶ
に
よ
つ
て
、
ロ
マ
ソ
主
義
的
お
よ
び
観

念
論
的
問
題
設
定
の
呪
縛
が
断
ち
き
ら
れ
、
宗
教
改
革
史
の
試
み
は
も
は
や
そ

こ
へ
戻
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
つ
た
と
言
明
し
て
い
る
。

　
　
　
三

　
第
六
章
で
は
、
十
九
世
紀
中
葉
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
運
動
と
ル
タ
ー
像

を
と
り
あ
つ
か
つ
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
は
一
般
の
関
心
が
政
治
・
社
会
改
革

の
方
へ
向
つ
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
「
人
凌
の
意
識
は
、
古
典
主
義
、
観
念
論

さ
ら
に
は
い
ま
を
盛
り
の
歴
史
叙
述
を
通
し
て
、
あ
ら
た
に
、
し
か
し
啓
蒙
期

よ
り
も
深
く
、
ル
タ
ー
の
精
神
的
力
と
改
革
者
的
理
念
に
よ
つ
て
強
く
浸
透
さ

れ
て
い
た
か
ら
、
い
か
な
る
政
治
運
動
も
彼
を
避
け
て
通
り
ぬ
け
る
こ
と
は
で

ぎ
な
か
つ
た
。
」
（
六
六
頁
）
と
述
べ
、
F
・
J
・
シ
ュ
タ
ー
ル
、
H
・
レ
オ
の
政

治
的
保
守
主
義
、
一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
憲
法
国
民
会
議
へ
参
加
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
コ
三
七
）



紹
介
と
批
評

た
K
・
ハ
ー
ゲ
ソ
と
G
・
ゲ
ル
ヴ
ィ
ヌ
ス
の
政
治
的
自
由
主
義
、
お
よ
び
マ
ル

ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
共
産
主
義
に
お
け
る
ル
タ
ー
像
に
言
及
し
て
い
る
。
ボ

ル
ン
カ
ム
は
、
マ
ル
ク
ス
の
「
ド
イ
ッ
の
革
命
的
過
去
は
理
論
的
な
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
宗
教
改
革
で
あ
る
。
」
と
の
発
言
を
引
例
し
、
「
こ
の
発
言
の

根
底
に
は
、
す
べ
て
の
へ
ー
ゲ
ル
派
に
共
通
す
る
一
つ
の
観
方
が
認
め
ら
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
未
来
が
精
神
の
自
己
自
身
へ
の
解
放
と
表
象
さ
れ
る
に
せ
よ
、

革
命
と
し
て
表
象
さ
れ
る
に
せ
よ
、
宗
教
改
革
が
ド
イ
ツ
史
に
お
い
て
理
論
の

間
題
と
し
て
中
心
的
位
置
を
占
め
る
と
い
う
論
題
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
変

更
を
加
え
る
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
問
題
連
関
に
対
し

て
、
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
』
（
一
八
四
四
年
）
の
序
文
に
お
い
て
、
た
ん
な
る

歴
史
的
意
味
以
上
の
も
の
を
与
え
た
。
彼
は
こ
こ
に
、
す
で
に
現
わ
れ
始
め
て

い
た
未
来
の
革
命
的
出
来
事
の
一
つ
の
ひ
な
型
を
認
め
た
。
」
（
九
三
頁
）
と
説
き
、

ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
の
姿
勢
を
単
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

さ
て
、
十
九
世
紀
中
葉
の
政
治
運
動
に
お
け
る
ル
タ
ー
隊
は
、
保
守
派
も
自
由
派

も
さ
ら
に
は
ま
た
共
産
主
義
運
動
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
政
治
イ
デ
オ
・
ギ
ー

の
正
当
化
の
た
め
に
ル
タ
ー
の
英
雄
伝
説
化
を
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
世
紀

末
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
二
ー
チ
ェ
、
P
・
ラ
ガ
ル
ド
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
な
ど
に
よ
る
ル
タ
ー
批
判
の
宣
言
が
な
さ
れ
、
1
そ
の
間
、
E
・

ト
レ
ル
チ
に
代
表
さ
れ
る
よ
り
慎
重
な
ル
タ
ー
解
釈
も
あ
つ
た
が
ー
、
ド
イ

ツ
精
神
史
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
大
戦
を
契
機
と

し
て
、
神
学
、
歴
史
、
哲
学
、
文
学
の
各
学
界
に
お
い
て
新
し
い
学
間
的
論
議

が
再
燃
し
、
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
と
い
う
歴
史
的
業
績
を
再
度
統
一
的
に
把
握

し
よ
う
と
す
る
趨
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
時
期
を
、
ル
タ
ー
像
変
遷
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
二
一
二
八
）

第
三
期
と
規
定
す
る
菊
盛
英
夫
氏
は
、
そ
の
著
「
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
精
神
史
i
－

そ
の
ヤ
ー
ヌ
ス
の
顔
を
め
ぐ
つ
て
ー
1
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
参
考
ま
で
に
引
例
し
て
み
れ
ば
、
「
全
体
を
通
じ
て
指
摘
で
き
る
の

は
、
真
に
重
要
な
ル
タ
ー
像
の
形
成
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
精
神
の

あ
る
内
的
革
新
が
つ
ね
に
先
行
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
ケ
の

普
遍
史
的
ル
タ
ー
観
で
す
ら
、
ド
イ
ッ
理
想
主
義
哲
学
と
啓
蒙
主
義
を
深
化
し

た
シ
ュ
ラ
イ
ヤ
ー
マ
ハ
ー
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
か
の
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
痛
ま
し
い
ま
で
に
陣
き
を
伴
つ
た
ル
タ
ー
攻
撃
に
し
て
も
、
当
時
の
教

会
的
ル
タ
ー
伝
説
中
に
安
住
で
き
な
い
自
己
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
確
証
の
努

力
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
讃
美
者
も
ル
タ
；

弾
劾
者
も
、
等
し
く
自
己
自
身
と
自
ら
の
時
代
に
ひ
き
つ
け
て
ル
タ
ー
を
理
解

し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
、
傾

聴
に
値
す
る
指
摘
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
再
度
ボ
ル
ソ
カ
ム
の
叙
述
に
立
ち
戻
つ

て
み
よ
う
。
彼
は
、
E
・
ト
レ
ル
チ
の
ル
タ
ー
解
釈
（
第
＋
二
章
）
を
次
の
二

点
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
は
、
合
理
主
義

的
な
ル
タ
ー
伝
説
お
よ
び
民
族
主
義
的
な
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
い
う
意
志
が

あ
つ
た
こ
と
が
そ
の
第
一
点
で
あ
り
、
そ
の
際
、
ル
タ
ー
の
宗
教
的
理
念
が
当

時
の
階
級
闘
争
か
ら
生
じ
た
と
す
る
唯
物
論
的
な
歴
史
理
解
に
も
激
し
く
反
対

の
意
を
示
し
た
と
言
う
。
（
二
一
一
七
－
二
二
八
頁
）

　
そ
し
て
そ
の
第
二
点
は
、
「
ト
レ
ル
チ
の
記
述
の
第
二
の
根
本
動
機
は
、
ル
タ

ー
の
倫
理
の
、
特
に
そ
の
政
治
的
倫
理
の
弱
点
へ
向
け
ら
れ
た
批
判
と
は
対
立

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
…
秘
蹟
か
ら
恩
寵
へ
、
教
権
制
度
的
教
会
か
ら

信
仰
共
同
体
へ
、
思
弁
的
教
義
か
ら
心
の
敬
塵
へ
と
完
成
し
た
ル
タ
ー
の
宗
教



的
天
才
へ
の
賛
嘆
で
あ
つ
た
。
」
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
ト
レ
ル
チ
は
、
一
っ
の

新
し
い
タ
イ
プ
の
ル
タ
ー
像
を
作
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヌ
　
　
ス

賞
賛
と
同
時
に
非
難
に
値
す
る
一
つ
の
双
面
神
の
頭
」
（
一
四
〇
頁
）
で
も
あ
つ

た
と
言
う
。
ボ
ル
ン
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
「
第
二
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
戦
後
、
ル

タ
ー
お
よ
び
ル
タ
i
派
教
会
が
近
代
ド
イ
ッ
史
の
誤
つ
た
展
開
に
対
し
て
責
任

が
あ
る
と
さ
れ
た
そ
の
論
拠
の
大
部
分
は
、
ま
さ
に
ト
レ
ル
チ
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
。
」
（
一
四
〇
頁
）
と
断
定
を
く
だ
し
て
い
る
。

四

　
当
初
に
も
断
つ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
紹
介
に
お
い
て
は
ル
タ
ー
像
の
変

遷
を
、
と
く
に
ド
イ
ッ
政
治
思
想
史
を
専
攻
す
る
も
の
の
視
点
に
お
い
て
認
識

し
た
い
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
次
に
二
十
世
紀
の
政
治
思
潮
と
の
関
連

に
お
け
る
ル
タ
ー
像
の
展
開
に
移
つ
て
行
ぎ
た
い
と
思
う
。
最
近
に
お
い
て
「
ル

タ
ー
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
ヘ
ー
ナ
チ
政
治
哲
学
の
歴
史
ー
」
（
毛
旨
壁
韓
客
8
？

ひq

o
置
Φ
肘
矯
罵
o
O
o
〈
輿
眞
　
男
ぎ
旨
ピ
5
げ
窪
　
8
　
国
詳
一
Φ
び
↓
ご
Φ
国
冨
ε
吋
鴫
o
脇

男
舘
9
ω
？
2
器
一
も
＆
江
8
一
℃
庄
一
〇
8
9
ざ
お
お
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
ら

れ
た
書
物
も
公
刊
さ
れ
、
ナ
チ
ズ
ム
の
思
想
的
源
流
と
し
て
の
ル
タ
ー
と
い
う

研
究
も
ア
メ
リ
ヵ
の
学
界
な
ど
で
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
問

題
領
域
に
関
し
て
の
ボ
ル
ン
カ
ム
の
見
解
を
た
だ
し
て
お
い
て
み
た
い
。

　
ま
ず
ボ
ル
ン
カ
ム
は
、
ナ
チ
ズ
ム
の
形
成
期
に
お
い
て
も
、
第
一
次
世
界
大

戦
の
開
始
期
と
同
様
に
、
国
民
的
な
ル
タ
ー
熱
が
再
燃
し
て
き
た
こ
と
を
認
め

る
の
で
は
あ
る
が
、
『
こ
の
パ
ト
ス
は
、
ル
タ
ー
の
本
来
の
思
想
と
彼
の
歴
史
的

な
業
績
と
の
あ
い
だ
の
内
的
な
結
び
つ
ぎ
を
無
視
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ

　
　
　
紹
介
と
批
評

ど
、
い
よ
い
よ
空
虚
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
自
身
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
つ

た
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
か
ら
は
、
精
神
史
上
に
す
ぐ
れ
た
地
位
を
占
め
る
文
献
は

生
ま
れ
な
か
つ
た
。
」
（
一
二
三
頁
）
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
ハ
ソ

ス
・
プ
ロ
イ
ス
の
「
ド
イ
ッ
人
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
」
（
一
九
三
四
年
）
、
メ
ー

ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
の
「
第
三
帝
国
論
」
（
一
九
一
…
年
）
フ
リ

ー
ト
リ
ヒ
・
ヒ
ー
ル
シ
ャ
ー
の
『
帝
国
論
」
（
一
九
一
三
年
）
、
ア
ル
ノ
ー
・
ド
イ

テ
ル
モ
ー
ザ
ー
の
「
ル
タ
ー
・
国
家
と
信
仰
」
（
｝
九
三
七
年
）
等
の
著
述
を
引
例

し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
片
面
的
な
ル
タ
ー
像
を
解
明
は
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
結
論
と
し
て
ボ
ル
ソ
カ
ム
が
述
べ
て
い
る
次
の
言
葉
に
わ
れ
わ
れ

は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
メ
ー
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク

と
ヒ
ー
ル
シ
ャ
ー
の
精
霊
の
『
第
三
の
国
と
い
う
隠
さ
れ
た
』
宗
教
的
底
流
を

伴
な
つ
た
『
帝
国
神
話
』
は
、
そ
れ
ま
で
の
古
い
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
の
総
括
的

タ
ン
ク
以
上
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
終
つ
た
。
国
家
社
会
主
義
の
政
策
に
と
つ
て
は
あ
ま

り
に
も
複
雑
す
ぎ
て
歴
史
神
学
的
で
あ
り
す
ぎ
、
ま
た
神
学
に
と
つ
て
は
あ
ま

り
に
も
非
歴
史
的
で
こ
じ
つ
け
に
す
ぎ
た
の
で
、
こ
の
ル
タ
ー
論
は
後
継
者
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
つ
た
。
」
（
二
一
二
頁
）
と
言
つ
て
い
る
が
、
ル
タ
ー

と
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
り
あ
い
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
の
一
端
が
語
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ル
ン
カ
ム
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ズ
ム
が
、
そ

の
自
ら
の
精
神
的
武
器
と
す
る
に
は
ル
タ
ー
の
思
想
は
あ
ま
り
に
も
高
遠
で
あ

り
、
そ
の
思
想
を
媒
介
と
し
て
、
大
衆
を
組
織
化
す
る
に
は
難
解
す
ぎ
た
の

で
、
単
に
ド
イ
ッ
英
雄
伝
説
と
し
て
の
み
の
利
用
し
か
な
し
え
な
か
つ
た
と
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
著
者
は
、
今
次
大
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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一
二
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

け
る
ル
タ
ー
研
究
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
。
「
第
二
次
大
戦
の

終
結
以
来
初
め
て
ソ
連
で
、
次
い
で
東
ド
イ
ツ
で
活
発
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
つ
た
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
宗
教
改
革
研
究
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
つ
て
、
い

や
そ
れ
以
上
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
つ
て
引
か
れ
た
基
準
線
に
厳
密
に
従
つ
て
動

い
て
い
る
。
二
人
の
著
作
や
十
九
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
で
の
そ
れ
ら
の

利
用
の
仕
方
と
比
較
し
て
み
て
、
こ
こ
に
は
何
も
新
た
な
原
則
は
見
い
だ
さ
れ

な
い
。
そ
の
抽
象
性
も
ま
た
、
完
全
に
こ
の
偉
大
な
先
人
た
ち
の
仕
事
か
ら
由

来
す
る
。
」
（
壬
三
頁
）
と
述
べ
、
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
に
関
す
る
、
戦
後
の

マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
づ
く
研
究
に
新
鮮
味
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
、
宗
教
改
革
を
「
初
期
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
」

と
規
定
し
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
の
論
争
が
、
ソ
連
を
は
じ
め
と
し
て
マ
ル
ク

ス
主
義
陣
営
に
再
燃
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
ボ
ル
ン
カ
ム
は
次
の
よ
う

な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
「
『
初
期
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
』
と
し
て
の
宗
教
改
革

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ソ
は
、
現
実
の
歴
史
の
多
彩
さ
を
灰
色
と
化
す
る
一
般
化
の

類
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
個
別
研
究
が
し
だ
い
に
熱
心
に
経
済
的
社
会
状
態

へ
向
け
ら
れ
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
な
構
成
に
つ
い
て
す
で
に
一
連
の

注
目
す
べ
き
訂
正
が
始
ま
つ
た
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
一
三
三

頁
）
と
解
説
し
、
戦
後
の
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
に
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
に
前
向

き
の
評
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
紹
介
を
閉
じ
る
に
当
つ
て
、
訳
者
谷
口
茂
氏
の

労
を
多
と
し
た
い
。
松
田
智
雄
東
京
大
学
名
誉
教
授
も
そ
の
書
評
に
お
い
て
、

「
訳
者
谷
口
茂
氏
は
、
こ
の
浩
潮
な
著
作
を
透
徹
し
た
理
解
の
う
え
に
翻
訳
さ

れ
た
。
そ
の
よ
う
な
理
解
抜
き
に
、
本
書
の
よ
う
な
稀
に
見
る
充
実
し
た
内
容

を
整
理
し
て
ゆ
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
つ
た
だ
ろ
う
。
」
と
評
せ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓉
（
…
δ
）

が
、
筆
者
も
ま
た
同
感
で
あ
る
。
谷
口
氏
は
、
こ
の
書
に
対
し
て
訳
者
と
し
て

の
評
価
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
象
的
に
は
ル
タ
ー
と

各
時
代
の
思
想
家
と
の
関
係
と
し
て
、
そ
し
て
原
理
的
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精

神
史
一
般
を
成
り
立
た
せ
る
三
大
要
素
、
ユ
ダ
ヤ
f
キ
リ
ス
ト
教
的
神
中
心

思
想
、
ギ
リ
シ
ヤ
的
人
間
主
義
、
そ
し
て
ゲ
ル
マ
ソ
的
精
神
風
土
の
拮
抗
と
し

て
、
本
書
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
精
神
史
研
究
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
う
る
と

確
信
し
て
い
る
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
訳
者
の
評
の
ご
と
く
、
こ
の
書

は
、
類
を
見
ぬ
ド
イ
ツ
精
神
史
研
究
の
金
字
塔
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か

つ
て
の
ヴ
ィ
ソ
デ
ル
パ
ソ
ド
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ト
レ
ル
チ
、
マ
イ
ネ
ヅ
ヶ
等
の

ド
イ
ツ
精
神
史
研
究
に
匹
敵
し
う
る
労
作
で
あ
る
と
筆
者
も
考
え
て
い
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
谷
口
氏
は
・
そ
の
「
あ
と
が
ぎ
」
の
最
後
に
『
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
目
本
と
の
相
違
を
強
調
し
す
ぎ
、
そ
の
勢
い
が
昂
じ
て
相
違
を
絶
対
視
し
、

日
本
精
神
史
研
究
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
研
究
は
不
要
と
考
え
る
よ
う

な
軽
薄
な
風
潮
も
認
め
ら
れ
る
。
問
題
は
先
ず
、
日
本
精
神
史
と
い
う
問
題
意

識
そ
の
も
の
が
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
刺
激
へ
の
反
応
で
あ
つ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
当
然
の
結
末
は
、
術
語
か
ら
思
考
図
式
や
方
法
ま
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
を
換
骨
奪
胎
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
ま
つ
た
く
気

づ
い
て
い
な
い
と
い
う
鈍
感
さ
の
横
行
で
あ
る
。
」
（
六
七
四
頁
）
と
、
わ
が
国

に
お
け
る
思
想
史
学
界
の
風
潮
を
て
ぎ
び
し
く
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
傾

向
に
対
し
て
は
、
筆
者
な
ど
も
つ
ね
づ
ね
心
底
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
た
と
こ
ろ

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
一
文
を
読
み
一
服
の
清
涼
剤
を
味
つ
た
思
い
が
し
た
の

で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
ボ
ル
γ
カ
ム
の
労
作
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
今
後
西



欧
お
よ
び
目
本
の
思
想
史
学
の
学
域
を
専
攻
す
る
人
々
に
と
つ
て
、
看
過
し
等

閑
に
付
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
著
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
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田
　
真
　
鋤

紹
介
と
批
評

一
〇
一
　
（
二
三
二
）


