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紹介と批評

奈
良
和
重
著

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の

　
　
　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
　
　
　
　
批
判
的
合
理
主
義
か
ら

　
　
　
　
　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ま
で

一

　
二
〇
世
紀
が
「
戦
争
と
革
命
の
世
紀
」
だ
っ
た
こ
と
、
政
治
思
想
が
イ

ズ
ム
と
し
て
政
治
社
会
変
革
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、

共
産
主
義
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
猛
威
を
振
る
い
、
人
び
と
は
い
や
お

う
な
く
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
創
り
出
す
政
治
的
現
実
に
巻
き
込
ま

れ
、
多
く
の
人
び
と
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
責
任
を

す
べ
て
政
治
思
想
に
負
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
政
治
思
想
の
な

か
に
も
、
複
数
の
多
様
な
人
間
を
一
元
化
し
、
真
理
の
名
の
下
に
社
会
を

変
え
て
い
こ
う
と
す
る
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
思
想
が
現

実
に
対
す
る
責
任
の
一
端
を
負
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は
政
治
思

想
の
な
か
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
考
を
抽
出
し
、
逆
に
そ
れ
に
対
抗
す

る
基
盤
を
探
し
求
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
探
求
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
で
あ
る
と
と
も
に
、

著
者
の
思
想
的
営
為
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
大
著
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

一
九
六
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
ポ
パ
ー
に
関
す
る
論
文
か
ら
本
書
の
た
め
に

一
九
九
二
年
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
論
文
に

い
た
る
ま
で
三
〇
年
あ
ま
り
に
わ
た
る
論
稿
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
り
、
つ
ね
に
論
争
的

な
問
題
設
定
で
現
代
の
政
治
思
想
に
光
を
当
て
て
き
た
著
者
の
姿
勢
が
浮

き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
著
者
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に

収
め
ら
れ
た
諸
論
文
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
理
性
の
限
界
内
に
と
ど
ま

り
、
人
間
と
世
界
に
対
し
て
誠
実
に
生
き
る
、
思
想
の
か
た
ち
を
示
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
体
で
、
一
一
あ
論
文
と
四
つ
の
補
論
か
ら
成
り
、

個
々
の
論
文
は
、
第
一
部
批
判
的
合
理
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
、

第
二
部
ア
ン
テ
ィ
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の

思
想
、
第
三
部
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
反
抗
者
た
ち
、
第
四
部

二
ー
チ
ェ
思
想
へ
の
批
判
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
、
第
五
部
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
批
判
的
考
察
、
と
い
う
五
部
構
成
の
な
か
に
並
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
に
見
ら
れ
る
の
は
著
者
の
問
題
関
心
の
歩
み
で

あ
り
、
思
想
的
格
闘
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
も
あ
る
。
な
か
で
も
、
カ
ー
ル
・

ポ
パ
ー
と
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
に
求
め
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
批
判
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
が
本
書
の
基
調
に
流
れ
て
お
り
、
そ
の
時
々
で
テ
ー
マ
は
異
な
っ

て
い
て
も
、
啓
蒙
的
・
批
判
的
理
性
の
エ
ー
ト
ス
を
現
代
に
確
認
し
よ
う

と
い
う
問
題
意
識
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
。
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著
者
の
研
究
の
出
発
点
を
成
す
の
は
、
第
一
部
に
収
め
ら
れ
た
ポ
パ
i

研
究
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
著
者
が
政
治
思
想
の
分
野

で
は
最
も
早
く
、
今
は
す
で
に
古
典
に
な
っ
た
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』
と

『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
た
ち
』
と
い
う
ポ
パ
ー
の
主
著
を
読
み
解
き
、

批
判
的
合
理
主
義
の
思
想
的
核
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

今
日
で
は
歴
史
法
則
主
義
と
も
訳
さ
れ
る
歴
史
主
義
（
獣
警
o
ユ
9
の
ヨ
）

が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
歴
史
の
な
か
に
法
則
が
あ
る
と
主
張

す
る
こ
と
が
、
社
会
の
全
面
的
組
み
替
え
の
要
求
に
つ
な
が
り
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
よ
る
政
治
支
配
を
許
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
に
よ

れ
ば
、
科
学
的
法
則
は
初
期
条
件
に
左
右
さ
れ
、
全
称
命
題
に
よ
っ
て
未

来
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
空
想
的
社
会
工
学
と
漸
進

的
社
会
工
学
が
対
置
さ
れ
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
条
件
の
下
で
の
改
革

を
意
味
す
る
後
者
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
「
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
全
体
論
的
実
験
に
必
要
な
科
学
的
な
知
識
と
い
う
も
の
を

十
分
に
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て
そ
れ
を
実
践
す

る
こ
と
は
、
多
大
の
犠
牲
を
生
じ
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
わ
れ
わ
れ
が
試
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

錯
誤
の
方
法
に
よ
っ
て
誤
り
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
は
な
は
だ
し
く
損

な
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
」
（
二
一
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
思
考
を
排
し
て
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
現
実
に
対
処
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
理
由
で
あ
り
、
批
判
的
態
度
を
現
実
政
治
に
応
用
す
る
仕
方

で
も
あ
る
。

　
コ
ン
フ
ォ
ー
ス
の
ポ
パ
ー
批
判
に
対
し
て
、
著
者
が
ポ
パ
ー
に
代
わ
っ

て
反
批
判
を
書
き
、
「
開
か
れ
た
精
神
」
を
擁
護
す
る
の
は
、
「
個
人
の
責

任
」
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
に
お
い
て
「
個
人
の
責
任
」
は

「
集
団
的
責
任
」
に
対
置
さ
れ
る
言
葉
で
、
こ
の
よ
う
な
対
置
は
「
開
か
れ

た
社
会
」
と
「
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
」
と
の
対
比
に
対
応
し
て
い
る
。
ポ
パ
ー

は
プ
ラ
ト
ン
批
判
を
と
お
し
て
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
像
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
の
だ
が
、
ポ
パ
ー
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
の
妥
当
性
を
問
う
こ
と
が
問

題
な
の
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
解
釈
に
こ
め
ら
れ
た
ポ
パ
ー
の
思
想
的
真

意
を
問
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
そ
の
点
で
、
著
者
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ

ラ
ト
ン
を
区
別
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
抱
い
た
合
理
主
義
を
「
開
か
れ
た
社

会
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
プ

ラ
ト
ン
の
思
想
の
な
か
に
は
統
一
、
全
体
論
、
神
秘
主
義
な
ど
に
向
か
う

傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
部
族
主
義
の
「
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
」
の
表
徴
で
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的
区
別
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
本
書
の
特
徴
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
論
争
的
対
置
を
と
お
し
て
著
者
自
身
の
考
え
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。

　
で
は
、
著
者
が
ポ
パ
ー
の
側
に
つ
い
て
主
張
す
る
、
政
治
に
お
け
る

「
科
学
的
方
法
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、
「
〈
幸
福
の
極
大
化
〉
で
は
な
く

〈
不
幸
の
排
除
〉
に
よ
っ
て
あ
る
理
想
に
接
近
し
て
ゆ
く
政
治
の
漸
進
的

方
法
、
そ
れ
は
、
理
論
を
批
判
的
に
テ
ス
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誤
り

を
排
除
し
て
ゆ
く
科
学
的
方
法
と
ま
さ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
七
〇

頁
）
。
そ
れ
は
、
地
上
に
天
国
を
造
ろ
う
と
し
て
地
獄
を
造
り
出
し
て
き

た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
丁
学
に
対
し
て
、
自
由
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

擁
護
す
る
立
場
で
も
あ
る
。
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
西

欧
社
会
の
政
治
的
現
実
に
対
す
る
た
ん
な
る
現
状
肯
定
で
は
な
く
、
倫
理
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紹介と批評

的
原
理
へ
の
厳
し
い
自
己
確
認
を
含
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ポ

パ
ー
と
カ
ン
ト
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
政
治
的
決
定
の
根
底
に
は
個
人
の

「
道
徳
的
決
定
」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
結
局
、
「
開
か
れ
た
精
神
」
と

は
、
批
判
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
思
考
を
排
し
、
理
性
の
相
互
批
判
の
な
か
に
自
己
を
委
ね
る
と
い
う
態

度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
と
い
う
現
代
の
知
性
に
著
者
が
見
て
取
る
の
も
、

ア
ン
テ
ィ
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。
ア
ロ
ン
も
ま
た
、
歴

史
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
宿
命
論
に
与
す

る
こ
と
を
拒
否
し
、
歴
史
を
作
っ
て
い
く
の
は
個
人
の
決
断
の
積
み
重
ね

だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
ア
ロ

ン
に
お
い
て
、
自
由
と
は
普
遍
的
規
定
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
人
間

の
決
断
、
選
択
、
行
為
に
お
い
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
一

四
九
頁
）
。
「
個
人
の
行
為
は
、
集
合
体
や
集
団
と
の
関
連
に
お
い
て
形
成

さ
れ
る
が
、
集
合
体
や
社
会
集
団
が
認
識
し
行
為
す
る
の
で
は
な
い
」
（
同

頁
）
。
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
や
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
「
全
体
性
」
や
「
構
造
」

の
概
念
が
批
判
さ
れ
る
も
、
そ
の
内
容
が
明
示
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
ら

は
「
空
虚
」
な
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
話
的
思
考
を
排
し
て
、

科
学
的
思
考
に
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
理
性
に
信
を
置
く
態
度
に

あ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
に
も
つ
な
が
る
。

著
者
が
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
フ
ロ
イ
ン
ト
に
関
連
し
て
、
フ
ロ
イ
ン
ト
が
政

治
の
論
理
を
権
力
の
論
理
と
し
て
捉
え
、
権
力
を
い
か
に
調
整
す
る
か
と

い
う
観
点
か
ら
メ
ゾ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
り
、
政
治

的
な
る
も
の
を
友
敵
の
敵
対
関
係
と
み
な
す
フ
ロ
イ
ン
ト
の
政
治
認
識
を

肯
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
の
暴
力
論
に
関
連
し
て
、

も
ち
ろ
ん
サ
ル
ト
ル
の
暴
力
へ
の
傾
斜
に
は
批
判
的
な
の
だ
が
、
「
あ
る

状
況
の
も
と
に
お
い
て
は
、
理
性
的
な
交
渉
や
妥
協
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、

暴
力
へ
の
選
択
し
か
あ
り
得
な
い
」
（
一
七
七
頁
）
と
し
て
い
る
点
に
垣

間
見
ら
れ
る
の
は
、
著
者
自
身
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
認
識
で
あ

る
。　

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
、
全
体
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
反
抗

者
た
ち
に
筆
が
及
ぶ
と
き
、
研
究
対
象
に
対
す
る
著
者
の
共
感
を
最
も
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
に
関
し
て
は
、
彼
の

「
反
抗
的
人
間
」
の
イ
デ
ー
と
サ
ル
ト
ル
の
思
想
が
体
現
し
て
い
る
「
革

命
的
人
間
」
と
が
対
比
さ
れ
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
カ
ミ
ュ
の
「
「
結
婚
』

の
生
き
い
き
と
し
た
リ
リ
カ
ル
な
ス
タ
イ
ル
は
、
サ
ル
ト
ル
の
陰
湿
な
分

泌
物
の
よ
う
な
世
界
と
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
」
（
二
四
一
頁
）
と
い
う

表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ミ
ュ
ヘ
の
共
感
、
サ
ル
ト
ル
ヘ
の
反
感
が

現
れ
て
い
る
。
思
想
的
に
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
寄
生
し
た
サ
ル
ト
ル
と

自
己
に
誠
実
に
生
き
よ
う
と
し
た
カ
ミ
ュ
と
で
は
、
後
者
に
親
近
感
を
覚

え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
ん
に
サ
ル
ト
ル
か
カ
ミ
ュ

か
と
い
う
よ
う
な
二
者
択
一
を
迫
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
も
し
革
命
、
す
な
わ
ち
社
会
を
一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い

て
ト
ー
タ
ル
に
変
え
る
途
を
選
ぶ
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
途
が
と

り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ミ
ュ
の
「
反
抗
」
の
政
治
思
想
を
と
お

し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
示
す
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
こ
え
て
、
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他
者
と
の
対
話
の
文
明
を
築
き
つ
つ
、
現
実
世
界
の
悪
と
性
懲
り
も
な
く

ぶ
つ
か
っ
て
い
く
誠
実
な
人
間
の
生
き
方
が
カ
ミ
ュ
の
な
か
に
は
見
て
取

れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
カ
ミ
ュ
と
ポ
パ
ー
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
の

は
、
全
体
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
向
か
う
思
想
の
性
向
を
拒
否
す
る

点
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
の
生
涯
に
関
す
る
論
文
は
、
本
書
の
な
か
で
も

最
も
美
し
い
一
篇
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
ユ
の
生
き
た
道
と
思
想
の

結
節
点
を
丹
念
に
追
い
、
一
人
の
女
性
の
純
粋
な
魂
が
政
治
的
・
社
会
的

現
実
と
格
闘
し
な
が
ら
、
傷
つ
き
、
倒
れ
て
ゆ
く
姿
を
描
い
た
、
悲
し
い

物
語
で
あ
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
の
道
と
は
、
思
想
を
現
実
に
根
づ

か
せ
よ
う
と
し
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
体
験
と
感
覚
に
誠
実
で
あ
っ
た
、

稀
有
な
精
神
の
歴
史
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
指
導
者
た
ち
や
教
会
権

力
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
ユ
の
批
判
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
思
想
の
現
実
か
ら

の
乖
離
、
民
衆
か
ら
遊
離
し
た
知
識
人
に
対
す
る
徹
底
し
た
離
反
の
意
志

で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
、
ヴ
ェ
ー
ユ
の
道
は
一
方
で
共
感
を
も
っ
て
語
ら

れ
る
が
、
他
方
で
「
美
と
純
粋
性
を
志
向
す
る
ア
ン
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ム
と
は
、
し
ょ
せ
ん
、
政
治
的
世
界
を
超
越
し
た
、
ま
さ
し
く
脱
政
治
化

ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

し
た
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
政
治
的
思
惟
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
」

（
一
一
二
八
頁
）
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
生
き
た
道
の
純
粋
さ
は

あ
く
ま
で
も
肯
定
さ
れ
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
ユ
と
カ
ミ
ュ
と
の
類
似
性
は
、
た

ん
に
全
体
の
な
か
に
個
を
埋
没
さ
せ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
彼
ら
の
思
想
の

上
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、
誠
実
な
生
き
方
と
い
う
点
に
も
あ
る
の
だ
。

こ
う
い
っ
た
生
き
方
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
置
か
れ
た
状
況
の
な
か
で
み

ず
か
ら
判
断
し
て
い
く
こ
と
の
正
当
性
、
そ
う
い
っ
た
権
利
の
主
張
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。
著
者
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
知
識
人
で
共
産
党
を
批
判
し

て
、
国
外
追
放
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
コ
ラ
コ
フ
ス
キ
ー
に
関
す
る
論
文
の

な
か
で
『
責
任
と
歴
史
』
の
導
入
部
の
神
父
と
革
命
家
と
の
対
話
の
な
か

の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で

あ
る
ー
「
人
間
が
み
ず
か
ら
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
自
分
で
判
断
す
る

権
利
」
と
は
「
け
っ
し
て
些
細
な
こ
と
で
は
な
い
」
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
道

徳
的
価
値
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
哲
学
よ
り
信
頼
に
値
す
る
。
こ
れ
こ
そ

が
私
が
最
終
的
に
私
の
見
解
に
と
ど
ま
る
理
由
で
あ
る
」
「
〈
何
が
起
こ
ろ

う
と
も
か
〉
と
い
う
論
敵
の
反
論
に
対
し
て
、
神
父
は
答
え
る
、
　
〈
何
が

起
こ
ろ
う
と
も
だ
〉
と
」
（
三
三
三
頁
）
。

　
第
四
部
で
展
開
さ
れ
る
二
ー
チ
ェ
批
判
は
、
「
二
ー
チ
ェ
の
呪
文
」
か

ら
現
代
思
想
を
解
き
放
つ
た
め
の
批
判
的
作
業
の
よ
う
に
見
え
る
。
著
者

は
、
二
ー
チ
ェ
思
想
の
中
核
に
あ
る
「
力
へ
の
意
志
」
を
「
実
在
的
に
〈
与

え
ら
れ
た
も
の
〉
と
し
て
の
生
の
根
本
衝
動
が
、
人
間
行
為
の
あ
ら
ゆ
る

領
域
に
拡
散
さ
れ
て
い
る
経
験
的
基
礎
を
心
理
学
的
に
考
察
し
て
、
そ
の

ひ
と
つ
を
〈
力
へ
の
意
志
〉
と
名
づ
け
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
最
大
の
功

績
と
い
っ
て
よ
い
」
（
三
七
七
頁
）
と
し
て
評
価
す
る
も
の
の
、
「
力
へ
の

意
志
」
を
生
の
唯
一
の
原
因
と
し
て
す
べ
て
を
そ
れ
に
還
元
す
る
見
方
に

対
し
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
考
の
現
れ
と
し
て
徹
底
的
に
糾
弾
す
る
。

結
局
、
「
力
へ
の
意
志
」
と
は
「
優
越
へ
の
努
力
」
と
し
て
発
現
し
、
「
超
人
」
と

は
「
お
の
れ
の
唯
一
の
正
し
い
解
釈
へ
の
信
仰
が
〈
世
俗
化
と
い
う
よ
り

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
む
し
ろ
現
実
化
さ
れ
た
絶
対
性
を
も
っ
た
《
神
人
》
（
Q
o
9
ヨ
⑦
房
昌
）
〉
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と
化
し
た
人
間
で
あ
る
」
（
三
七
九
頁
）
。
二
ー
チ
ェ
は
近
代
を
批
判
し
て
、

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
の
充
溢
し
て
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
遡
る
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
超
人
」
の
支
配
に
思
い
を
寄
せ
る
哲
学
者
と
は
、
「
最
も
古
代
的
な
神
話

的
思
考
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」
（
三
九
七
頁
）
。
二
i
チ
ェ
の
思
考
が

い
か
に
「
神
秘
的
な
一
体
性
の
知
覚
」
に
導
か
れ
て
い
た
か
、
い
か
に
神

話
的
・
支
配
的
性
格
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
に
、
容
赦
の
な
い
批
判

が
浴
び
せ
ら
れ
る
。
二
ー
チ
ェ
の
超
”
歴
史
主
義
へ
の
批
判
論
文
で
は
、

二
ー
チ
ェ
批
判
は
一
層
激
し
さ
を
増
す
。
二
i
チ
ェ
の
超
一
歴
史
主
義
と

い
う
、
論
文
の
標
題
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
「
超
人
」
を
意
識
し

て
付
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
歴
史
主
義
を
こ
え
る
歴
史
主
義
と
い
う
二
ー
チ
ェ

的
逆
説
を
表
し
て
い
る
。
二
i
チ
ェ
は
、
一
九
世
紀
後
半
を
支
配
し
た
歴

史
主
義
に
反
対
し
て
「
歴
史
的
な
も
の
」
を
忘
却
せ
よ
と
い
っ
て
、
「
生
」

へ
の
歴
史
の
奉
仕
を
主
張
し
た
が
、
「
生
」
に
よ
る
歴
史
の
支
配
は
「
力
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

の
意
志
」
と
踵
を
接
し
て
い
る
。
二
ー
チ
ェ
の
歴
史
哲
学
は
「
反
歴
史
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

義
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
以
上
に
歴
史
主
義
的
で
あ
っ
た
」
（
四

一
五
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
強
者
の
支
配
」
を
正
当
化
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
i
チ
ェ
の
歴
史
哲
学
は
「
強
者
の
た
め
の
歴
史

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

主
義
的
解
釈
学
」
（
四
二
四
頁
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
著
者
は
「
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
社
会
工
学
」
の
パ
ト
ス
の
陰
影
を
見
い
だ
し
、
二
ー
チ
ェ
の
い

う
「
偉
大
な
政
治
」
の
実
験
の
も
た
ら
す
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
そ
の
災
禍
に
思

い
を
寄
せ
て
い
る
。

　
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
、
著
者
は
、
ま
ず
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
を

取
り
上
げ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る
点
に
ベ
ル

の
現
代
社
会
批
判
を
集
約
し
て
い
る
。
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
本
能
的
な
生
の

衝
動
を
肯
定
す
る
、
二
ー
チ
ェ
的
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
現
代
の
大
衆
文
化

を
規
定
し
、
共
同
体
の
絆
の
解
体
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル

が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
峙
さ
せ
る
の
が
、
「
人
び
と
を
結
び
つ
け
る
共

有
さ
れ
た
感
情
と
愛
情
の
絆
」
（
四
八
O
頁
）
と
し
て
の
宗
教
で
あ
り
、
彼

が
文
化
的
な
意
味
で
保
守
主
義
者
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
、
ベ
ル
の
「
公
共
家
族
」
の
考
え
方
は
「
共
同
社
会
的
倫
理
」
へ
の
要

請
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
、
超
越
論
的
価
値
体
系
を
認
め
る
か
否
か

の
違
い
は
大
き
い
も
の
の
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
い
う
「
自
律
的
な
公
共
性
」

と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ
る
。
最
終
章
の
「
モ

ダ
ニ
ズ
ム
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
争
」
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
と
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
思
想
を
論
争
的
に
扱
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
リ
オ
タ
ー
ル
と
い

え
ば
、
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
』
（
一
九
七
九
年
）
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と

い
う
タ
ー
ム
を
定
着
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
し
て

は
、
フ
ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
の
方
が
重
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
リ
オ
タ
ー
ル

に
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
批
判
が
あ
る
の
で
、
こ
の
二
人
の
仮
想
の
論
争
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
の
対
立
点
を
浮

き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
「
大
き
な
物
語
の

終
焉
」
を
宣
言
し
、
真
理
へ
の
意
志
を
拒
絶
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
に

対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
近
代
を
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
捉
え
、

対
話
的
理
性
、
近
代
の
普
遍
主
義
に
固
執
す
る
。
著
者
の
立
場
は
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
側
に
あ
り
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
解
剖
し
て
、

彼
の
い
う
「
抗
争
」
の
も
つ
「
二
ー
チ
ェ
的
ア
ゴ
ー
ン
（
闘
争
）
」
の
性
格
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を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
リ
オ
タ
ー
ル
の
い
う
「
大
き
な
物
語
」
か

ら
「
小
さ
な
物
語
」
へ
の
知
の
組
み
替
え
要
求
は
、
異
質
性
、
「
正
義
」
の

多
様
性
の
承
認
、
要
す
る
に
普
遍
性
の
放
棄
で
あ
り
、
著
者
は
そ
こ
に
二
i

チ
ェ
的
価
値
転
換
、
強
制
な
き
プ
ル
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
、
問
題
そ
の
も
の

の
解
決
の
遮
断
、
「
大
き
な
規
制
者
」
と
し
て
の
解
釈
者
自
身
の
登
場
と

い
う
、
反
民
主
的
・
全
体
主
義
的
要
素
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
批
判
の
矛
先
は
鋭
く
、
容
赦
な
く
対
象
を
は
ね

つ
け
る
。
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
全
体
論
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
思
考
で
あ
る
。
本
書
の
大
部
分
が
批
判
的
な
内
容
だ
と
い
う
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
、
批
判
を
と
お
し
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
も
語
ら

れ
て
い
る
。
著
者
が
ポ
パ
ー
と
カ
ミ
ュ
に
共
感
を
も
ち
、
彼
ら
の
思
想
の

な
か
か
ら
現
代
に
生
き
る
べ
き
思
想
を
く
み
と
っ
て
い
く
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
ヘ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
思
想
家
の
う
ち
に
類
似
性
が
見
い
だ
せ
る

か
ら
と
い
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
が
ひ
と
つ
の
学
派
を
形
成
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
思
想
の
流
れ

を
追
求
す
る
の
で
な
く
、
啓
蒙
的
工
ー
ト
ス
を
現
代
の
政
治
的
思
考
の
な

か
に
探
り
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
の
思
想
の
旅
路
は
、
二
ー
チ
ェ

や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
家
に
も
及
ん
だ
が
、
著
者
の
立
場
は
あ
く
ま
で

啓
蒙
の
エ
ー
ト
ス
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
正
し
い
認
識

（
理
論
）
と
正
し
い
実
践
に
つ
な
が
る
政
治
思
想
の
課
題
を
、
啓
蒙
的
理
性

の
現
代
に
お
け
る
継
承
者
た
ち
の
な
か
に
探
し
求
め
て
き
た
。
彼
ら
の
思

惟
は
多
様
だ
が
、
人
間
の
自
由
と
個
の
解
放
を
目
指
し
、
政
治
を
権
力
1

暴
力
の
問
題
に
還
元
す
る
の
で
な
く
、
政
治
の
な
か
に
正
し
い
こ
と
を
な

そ
う
と
す
る
人
間
の
道
徳
意
志
の
現
れ
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
啓
蒙
的

ヤ
　
　
ヤ

理
性
と
い
う
の
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
が
批
判
し
た
よ
う
に
、

ヤ
　
　
ヤ

神
話
に
転
落
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
本
来
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
理

性
へ
の
批
判
、
自
己
反
省
を
つ
ね
に
内
包
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、

啓
蒙
と
は
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
成
熟
（
ζ
薗
＆
お
ざ
こ
へ
至
ら
ん
と

す
る
漸
進
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
永
年
に
わ

た
る
学
問
的
営
為
の
な
か
で
示
し
て
き
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

　
ま
た
、
著
者
の
、
徹
底
し
た
文
献
収
集
、
精
確
な
読
解
、
そ
し
て
つ
ね

に
新
し
い
思
想
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
批
判
的
に
せ
よ
、
思
想
を
摂
取
し
て

き
た
営
為
は
、
思
想
研
究
の
範
を
示
し
て
い
る
。
理
性
の
限
界
の
な
か
に

と
ど
ま
れ
と
い
う
本
書
の
主
張
は
、
あ
る
い
は
慎
ま
し
や
か
な
も
の
と
映

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
慎
ま
し
い
も
の
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
な
か

に
こ
そ
、
人
間
的
な
真
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

思
考
に
反
対
し
、
「
個
の
原
理
」
に
固
執
す
る
の
は
、
「
啓
蒙
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
が
未
だ
に
達
成
さ
れ
て
い
な
い
ー
永
遠
に
未
完
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
ー
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
思
想
に
は
自
ら
の
優
位
さ
の

　
　
　
　
ヒ
ュ
ブ
リ
ス

意
識
か
ら
傲
慢
さ
に
陥
っ
て
い
く
性
向
が
つ
ね
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を

自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
、
そ
の
よ

う
な
思
想
の
病
を
見
事
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
政
治
思
想
研
究
に
貴

重
な
一
ぺ
ー
ジ
を
記
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
慮
通
信
、
一
九
九
四
年
七
月
、
八
、
八
五
八
円
）
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