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み
に
'な
っ
た
。
暗
殺
.さ
え
も
、
犯
人
が
右
翼
で
、
被
害
者
が
民
主
主
義
者
の
摄 

合
は
、
霸
所
で
寛
大
に
と
り
あ
公
か
；わ
れ
、
あ
る
い
は
た
次
た
び
そ
う
い
う 

.こ
と
が
お
こ
っ
た
が
、
'軍
の
i

や

極

右

の

速

中

が

手

を

か

し

て

.
、
_

所

の
 

手
の
及
ば
ぬ
と
こ
：ろ
べ
逃
亡
さ
せ
ら
れ
た(

.ー
0
五
貢)

。

P
の
表
現
は
、

ひ 

,と
.り1 .

.九
二 

の
ド
イ
ツ
■に
と
’？
て
象
徴
的
で
あ
る
略
か
り
で
な
ぐ
、.
あ 

る
程
度
新
ゥ
イ
'マ
.丨
.ル
体
制
と
も
い
.う
べ
き
わ
が
国
の
■場
合
に
も
あ
.て
.は
ま
る 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
：
-:
'
:

バ
イ
一
千
ル
ン
に
お
け
る
蜂
起
^
い
わ
ゆ
る
ミ
爻
シ
へ
ン
騷
動
の
^
双
は
、
ナ 

チ
ス
の
発
展
に
と
っ
て
大
き
な
飛
躍
の
舞
合
と
な
り
、
更
に
一
層
の
発
®
の
..チ 

>

ン
ス
を
つ
が
ん
だ
ヒ
ブ
ト
ラ
丨
は
，
.
.一
九
一一
九
举
の
大
恐
慌
に
よ
っ
て
、
，ド 

イ
ツ
資
本
主
義
が
壊
滅
的
な
打
擊
を
う
け
：た
と
き
、
圧
倒
的
な
勝
利
を
し
め
る 

:こ
と
と
^:
.っ
た
。
何
百
万
と
い
う
失
i

、
.悲
惨
の
ど
ん
底
に
喘
い
で
い
た
労 

働
者
、
中
小
生
産
者
層
に
た
い
し
て
、
ヴ
工
ル
サ
イ
ユ
#
ぬ
の
^

、̂
ほ
«
支 

払
い
の
拒
を
、
失
業
者
の
救
済
、
金
権
政
治
の
打
破
と
い
う
よ
う
な
デ
マ
ゴ
ギ 

丨
を
ふ
り
ま
き
、

一
九
三
〇
年
の
撰
拳
に
は
、
六
、
四
〇
九
、
六
.〇
〇
禀
を 

.得
、
議
会
に
一
〇
七
0
賺

を

確

保

し

、
第
二
党
に
進
出
し
た(

一
一
二
一 
頁)
。
'
 

..ヮ
イ
マ
I
ル
体
制
末
期
の
ド
イ
ツ
の
状
態
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
#
^1
の
重
民
と 

は
げ
し
い
階
級
対
立
に
悩
み
、
息
づ
ま
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
に
暮
し
て
い
た 

ド
イ
ツ
の
擊
労
者

•小
市
民
階
級
に
と
っ
て
は
、
そ
の
^'
積
し
た
憤
懣
を
、
何

： 

物
が
に
托
し
て
発
散
し
よ
う
と
い
う
気
運
が
み
ら
れ
た
。
：著
者
は
、
こ
の
当
時. 

の
状
態
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
？

「

一
九
三一

年
が
、
職
を
失
っ
た
給
料
生
活
者
と
、
破
産
に
瀕
し
た
中
産
階

七
o 

c

五
八
六〕

級
と
.、
土
地
を
抵
当
に
借
り
入
れ
た
借
金
の
支
私
い
が
で
き
な
い
農
民
と
、

.
■
半
身
不
随
に
な
：っ
た
議
会
'と
、
よ
だ
よ
た
し
た
政
府
と
、
急
速
に
老
衰
し
て 

ぼ
け
て
行
ぐ
八
四
歳
の
.大
^

を̂
か
か
え
て
、，
■

の
道
.を
た
ど
っ
て
い
る 

と
き
、
，
ナ
チ
の
慕
た

.ぢ
の
胸
中
に
は
、
も
は
や
あ
と
長
く
は
華
つ
こ
と
が 

い
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
確
信
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
グ
レ
ゴ
丨
ル
♦
シ
ユ 

ト
ラ
ナ
サ
.丨
が
公
然
と
誇
っ
た
よ
う
に
、
.『

破
局
を
促
進
す
る
も
の
は
す
べ 

て
、
な
ん
で
あ
れ…

…

わ
れ
わ
れ
に
と
マ
て
と
、
ド
イ
ツ
の
革
命
に
と
っ
て 

一
よ
.ろ
し
い
、
大
い
に
よ
ろ
し
い』

の
だ
？
た」

o
r

三
八
丨
二
三
九
頁)

。
 

と
は
い
う
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
は
、
.：共
和
制
の
最
後
の
段
階
と
も
い
う
べ
き
一 

九
三1

年
か
ら
三

3
年
に
.か
け
.て
、
ド
イ
ツ
の
政
権
が
、
き
わ
め
て
自
然
に
、
い 

わ
ば

'

「

棚
ぼ
た」

式
に
、
ヒ

-:
ト
ラ

I
の
手
に
お
ち
た
と
想
像
し
て
は
な
ら
な 

い
。
ヴ
ィ
ル
へ
ル
ム
帝
国
の
栄
光
も
す
で
に
薄
ら
ぎ
、
老
衰
し
て
側
近
.の
意
の 

ま
ま
に
動
く「

カ
イ
ラ
イ」

と
化
し
た
犬
®

ヒ
シ
デ
ン
ブ
ル
ク
の
も
と
で
、 

ブ
リ
ナ
ー
ニ
ン
グ
、
フ
ォ
'シ

♦
パ
ー
ぺ
ン
.そ
し
て
共
和
制
最
後
の
首
相
シ
ユ
ラ 

イ
ハ
.
Iの
の

ち

に
'、
ヒ
' ッ
ト
ラ
ー
が
首
相
に
任
命
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ヒ
ッ
ト 

.ラ
f
と
ナ
チ
ス
党
に
と
っ
て
、
幾
度
か
危
機
が
お
と
ず
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と 

え
ば
、「

一
九
三
，ニ
年
二
月
六
，日
の
総
選
挙
で
は
、

ニ
百
万
票
と
、

ラ
イ
ヒ 

ス
タ
丨
ク
の
講
席
三
四
を
失
い
、
議
員
数
は
、

一
九
六
名
，に
減
っ
た
。

0

0

 

は
七
五
万
票
を
増
加
し
、
社
会
民
主
党
は
同
数
を
失
い
、
そ
の
結
果
、
共
産
党 

の
議
席
は
八
九
か
ら
一
〇
〇
に
ふ
え
、
社
会
党
の
議
席
は一

三
三
か
ら 
一
ニ
ー 

に
お
ち
た
。…

…
国
家
社
会
主
義
労
働
者
党
は
、
い
ま
な
お
、
全
国
最
大
の
政 

党
だ
っ
た
が
、if
百
万
票
：を
失
っ
た
こ
と
は
重
大
な
挫
折
だ
っ
た
。
は
じ
め
て

革
寺 . ^  

尾

誠

松

田

眢

雄

著

'

.

『

宗

教

.

改

長
年
ド
*

r

ッ
近
世
初
頭
に
お
け
る
社
会
経
済
史
研
究
の
：先
駆
者
と
し
て
研
発 

.

し

 

七

一

(

五
八
七)

社
会
民
主
党
の
政
策
や
、
共
産
党
の
労
働
者
階
級
に
あ
た
え
た
影
響
な
ど
に
つ 

い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ
て
い

な

い

0
ヮ
イ
マ
1
ル
体
制
の
崩
壊
が
、
ド

イ
 

ッ
社
会
民
主
党
の
政
策
と
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
つ
い
て
ほ 

と
ん
ど
何
も
ふ
'れ
な
い
の
は
、

ま
っ
た
く片
手
落
ち
と
い
う
ほ
か
は
^'
い
。
今 

ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
^

ド\
-ス

共
産
党
と
社
会
民
主
党
と
の
統
一
戦
線
の
失 

敗
丨
そ
れ
は
主
と
し
て
共
産
党
の
公
式
主
義
と
社
会
民
主
党
の
侧
に
お
け
る
右 

翼
日
和
見
主
義
に
帰
せ
ら
れ
る
がー

の
1経
緯
な
'ど
も
全
然
ふ
れ
て
い
な
い
こ

と 

.

で
あ
る
。
.そ
の
た
め
に
ド
イ
ッ
人
民
の
ナ
チ
ス
化
に
た
い
す
る
抵
抗
が
ま
っ'
 
た 

く

な
か
っ
た

か

.の

よ
う
な
印
象
を
う

け

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
点
を
考
え 

力
と
、
著
者
の
歴
史
観
は
、
悲
德
的
•
宿
命
論
的
な
も
の
と
し
て
映
ら
ざ
る
を 

え
な
い
の
は
、
多
少
問
題
で
あ
み
.う
。 

:

し
か
し
、
や
は
り
面
白
く
読
ま
せ
る
た
め
の
ド
イ
ッ
現
代
史
.の
入
門
書
と
し 

て
は
絶
好
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。(

創
.元
社
、

■一
九
五
六
•三
*1

一
一
、
 

B

6、
三
七
三
頁
、
三
六
0

5

ナ
チ
党
は
下
げ
潮
と
な
り
、
.過
^
^
に
は
る
か
に
及
ば
な
か
マ
た
点
か
ら
さ
ら 

に
後
退
し
た…

…
」
(

ニ
七
三
丨
ニ
七
四
頁)

。
こ
の
よ
う
な
ナ
チ
ス
の
後
、退
が 

突
如
と
し
て
お
こ
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
.
g
: 

A 

.

(

突
擊
隊
：>
に
よ
る
市
民
の 

自
由
丨
言
論
V
集
会
：の
自
幽
に
た
い
す
る
侵
害
が
ベ
ル
リ
ン
を
は
じ
め
各
地
に 

お
こ
り
、
ヒ
ッ
ト
ラ
I
と
そ
の
徒
党
の
本
質
が
、
次
第
に
民
衆
に
知
ら
れ
た
結 

果
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ナ
チ
の
㈣
豸
と
は
罾
に
^
畠

^
の
員
胄
な
進
㈩
、
 

こ
れ
は
，当
時
.の
支
@3
階
級
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
と
な
っ
，た
.。
■こ
.う

し
て

、
.

 

r

社
会
民
主
®
員
、

共
産
党
員
、

ユ
ダ
ャ
人
を
ド
イ
ツ
の
指
導
的
地
位
か
ら
追 

放
し
、
公
生
活
に
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た」

と
こ
ろ
の
ヒ
■/ 

ト
ラ
I 

.パ
ー
ベ
ン
秘
密
会
談
が
雲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し 

て
、
こ
の「

共
和
制
最
後
の
日
1-
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
支
配
階
級
の
政
治
的 

良
心
の
麻
痺
的
^
^
と
権
謀
術
策
の
悪
ら
つ
さ
を
も
っ
と
も
よ
く
物
語
っ
て
い 

る
。
ナ
チ
ス
に
よ
る
国
会
炎
上
が
つ
ぎ
に
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
産
党
を 

は
じ
め
左
翼
政
党
の
徹
底
的
な
弾
圧
の
狼
火
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
化
を
つ 

げ
る
晚
鐘
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

.

著
者
は
、

ニ
ュ
丨
ル
ン
ベ
：ル
タ
®

で
は
じ
め
て
暴
露
さ
れ
た
庞
大
な
ナ
チ 

ス
関
係
資
料
を
丹
念
に
調
査
し
、
新
聞
記
者
と
し
て
の
鋭
敏
な
時
代
感
覚
、
流 

麗
な
筆
致
を
も
っ
て
、
_

を
史
と
め
あ
げ
た
.も
の
で
あ
っ
て
、
多
量
の
機
密 

文
書
を
使
用
し
つ
つ
、
し
か
も
べ
ダ
シ
テ
ィ
ッ
ク
に
流
れ
ず
、
ま
た
啓
蒙
的
で 

あ
る

>
同
時
に
学
宛
的
な
手
法
は
、
読
む
者
を
最
後
ま
で
：ひ
き
つ
，け
て
や
ま
な
.
 

い
。
た
だ
i

を
読
ん
で
一
寸
気
に
な
る
こ
と
は
、
ナ
チ
.ス
0
拾
頭
を
み
ち
び 

い
た
精
神
的
ム
ー
ド
を
M
視
す
る
佘
り
、
こ
の
当
時
の
与
党
で
あ
っ
た
ド

イ

ツ

，

書

，

評

.



活
驗
を
線
げ
ら
れ
て
き
た
：！̂

は
、
.今
西

南

ド

イ

グ

の

ネ

，
ッ

カ

I
ル
河
畔
の
テ

., 

ラ
ー
ビ
ン
ゲ
ジ
に
.留
学
さ
れ
て
い
る
.
0そ
レ
て
こ
：の
書
物
は
と
の
テ

-
丨
ビ
：ン 

ゲ
ン
の
名
と
離
し
難
く
結
び
.つ
い
て
，い
る
銜
の
近
#■
:市
馬
社
会
成
立
史
上
の
歴

.
 

史
的
^
件
た
る
宗
教
改
革
を
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
、

ヨ
I 
ロ
ッ
パ
全
体
に
わ
た 

る
国
際
的
蓮
動
と
し
：て
叙
述
し
て
い
る
？
.

-
ぐ

.

.

：
'
'

そ
し
て
著
者
の
問
題
意
識
は
、
.T

宗
教
改
革
は
す
で
に
過

^
四

^

年
の
昔 

と
な
っ
た
。
.し
か
し
、
；
そ
れ
に
も
掏
ら
ず
、
宗
教
改
革
は
現
在
の
.も
.の

で

あ
，

 

る
.
。
.ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
^

#

^

^
、
ひ
い
て
は
社
会
生
活
、
そ
の
ど
と
に
お
い
て 

も
、
過
ぎ
去
っ
た
四
百
年
前
の
あ
る
精
神
的
革
命
が
今
も

な
.

お
生
き
て
い
る
。
 

ヨー

口
ッ
パ
、
こ
と
に
西
北
ヨ
ー

P
ッ
、パ
の
国
々
で
は
、
何
と
も
部
厚
い
厚
み
.

の
あ
る
宗
教
改
革
の
遺
産
に
衝
き
当
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
O
Jと
い

う
著
者
自 

身
の
は
し
が
き
冒
頭
の
言
葉
に
尽
く
さ
れ
て
い
，る
と
い.

え
よ
う
。
さ

ら
に
こ
の 

よ
う
な
生
ま
の
問
題
意
識
は
、
序
論
に
お
け
る
著
者
の「

宗
教
改
革
論」

な
る 

理
念
型
構
成
の
う
ち「

に
見
事
に
論
理
化
さ
れ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち「

宗
教
改
革(

R
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)

ど
は
、
ま
ず
ロ
ー
マ
.
カ

ト

リ 

ッ
ク
教
会
の
教
義
、
戒
律
、
教
会
組
織
に
対
す
る
、
福
音
主
義
の
原
理
に
も
と 

づ
く
宗
教
的
革
新
蓮
動
で
あ
.っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
をプ
ロ
テ
；ス
タ
ン
テ 

ィ
ズ
ム
の
運
動
と
よ
ん
で
い
る

0

こ
の
運
動
は
、
ロ
ー
マ
教
の
宗
教
機

構
か 

ら
の
_

と
独
立
と
の
過
程
を
た
ど
ら
た
が
、

ロー

マ
教
会
が
中
世
社
会
絶
対 

の

-|
-乂
柱
で
あ
り
、
そ
の
支
配
が
.中
世
.の
社
会
の
.全
面
を
.お
お
う
も
の
で
あ
っ
た
_
 

か
ら
、
必
然
的
に
、
中
f

な
社
会
理
念
及
び
社
会
f

を
否
定
す
る
方
向
に 

展
開
し
て
い

つ
た
の
で
あ
る
0
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
お
り
か
ら
上
#
し

;.
.
七一 .

r

 

(

五
八
.八)

.

て
く
る
産
業
的
-

5-

産
社4

3
1

と
結
び
つ
ぐ
の
で
あ
る
。」

-と
い
う
文
章
に
あ
ら 

•
.われ
て
.い
る
よ
う
：に
：、
著
者
の
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
主
な
方
法
的
立
場
ば 

'い
：う
ま
で
も
な
く
マ
ッ
ク
ス

•
ゥH

丨
ヘ
、ハ
ー
の
宗
教
社
会
学
の
そ
れ
で
あ
る
。 

周
知
の
よ

'5
に
、
著
者
は
日
本
に
お
け
る
極
め
て
ユ
二 

Iク
な
西
洋
史
研
^
の 

一.分
野
を
開
拓
し
た
大
塚
史
学
の
代
表
的
研
绝
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、
大
塚
史 

学
の
方
法
的
立
場
は
元
来
経
済
過
程
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
主
に
マ
ル
ク 

ス
の
史
的
唯
物
論
に
迤
き
つ
つ
も
、
従
来
の
史
的
唯
物
論
の
公
式
的
な
経
済
決 

定
論
的
な
解
釈
の
苋
服
の
，道
と
し
て
、
ゥH 

Iバー

の
社
会
学
的
な
方
法
論
を 

•
マ
ル
ク
ス
を
補
う
も
の
と
し
：て
採
用
す
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
独
_
性
が
見
出 

さ
れ
る
の
•で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
方
法
的
立
場
が
賞
ぬ 

か
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
研
绝
対
象
が
経
済
過
程
そ
の
も
の
で
は
な
く
上
部 

攤
造
に
属
す
る
宗
教
上
の
連
動
の
全
社
会
に
及
ぽ
す
影
響
で
あ
る
た
め
に
、
主 

に
ゥH

丨
、、ハ
I

の
方
法
が
前
面
に
出
て
い
る
の
で
.あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
改
革 

の
社
会
学
的
生
産
性(

〒
ト
レ
ル
チ)

亦
著
者
の
最
も
関
心
を
抱
くテ

.
-

マ 

で
あ
っ
て
、
' 従
来
の
日
本
に
お
け
る
宗
教
史
の
よ
う
に
宗
教
そ
の
も
の
だ
け
を 

考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
：を
極
め
て
微
視
的
な
%'
の
に
し
て
し 

ま
う
、
こ
の
種
の
研
究
に
本
.り
が
ち
な
欠
^
を
見
事
に
克
Bi
し
、
.近
世
市
民
社 

'
会
成
立
期
に
お
け
る
宗
教
改
革
蓮
動
の
果
し
た
歴
史
的
役
割
を
客
観
的
に
叙
述 

す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
'る
。
そ
し
て
著
者
の
方
法
は
主
に
ゥH

丨
バ
ー
の
そ 

れ
に
よ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
.先
に
も
の
ベ
た
通
り
、
.極
め
て
独
自
の
も
の
で 

あ
る
。
宗
教
改
革
の
社
会
学
的
生
連
性
を
宗
教
上
の
蓮
動
が
柽
済
主
体
に
及
ぼ 

.し
た
内
面
的
影
響
と
い
う
視
点
.に
限
つ
て
問
題
と
し
て
い
た
ウ
ェー

バ

I
と
ち

が
っ
て
、
彼
の
こ
の
独
自
性
は
ゥ
ェー

バー

的
視
点
に
立
.ち
つ
.つ
も
、
'さ
ら
に 

進
ん
で
こ
の
よ
う
な
経
済
主
体
た
る
産
業
的M

i

社4

層
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
‘の 

お
か
れ
た
政
治
的
、
経
済
的
条
件
の
も
と
で
、
近
代
市
民
社
会
の
成
立
に
さ
い
.
 

し
て
.い
か
な
る
政
治
的
立
場
を
と
っ
た
か
と
い
.う
問
題
を
一
貫
し
て
追
求
す
る 

と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
o

-

/

さ
て
序
論
に
お
い
て
は
_
一
に
以
上
.の
よ
う
な
方
法
的
立
場
に
甚
い
て
近
世 

市
民
社
会
成
立
期
に
卞
け
る
一
一
大H

i
;

運
動
で
あ
る
文
芸
復
興
と
宗
教
改
革
の 

う
ち
、
何
故
宗
教
改
革
の
方
が
積
極
的
な
歴
史
的
役
割
を
果
し
え
た
の
か
が
問 

題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち「

，文
芸
復
興
は
、
：中
世
的
，
宗
教
的
な
拘
束
か
ら
人 

間
性
を
解
放
し
、
人
間
の
自
由
な
感
情
の
発
露
や
人
間
の
力
へ
の
信
頼
の
う
え 

に
学
芸
の
復
興
を
導
い
た
が
、
.そ
れ
は
.

1

部
の
知
識
人
層
の
間
の
活
動
だ
，け
に
.
 

限
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が

®
家

，.教
会
；
貴
族
.,
富
豪
な
ど
の
既
成
勢 

力
の
物
的
保
護
に
よ
っ
て
お
し
進
め
ら
れ
た
の
で
、
権
力
へ
の
盲
従
に
傾
き
、
 

社
会
改
革
と
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、
封
建
社
会
の
社
会
的
し
く
み
の
な
.か
で
の 

運
動
.で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
た」

の
は
何
故
か
.0
著
者
ば
こ
の
よ
う
な
文
芸
復
興 

の
社
会
学
的
非
生
産
性
の
理
由
を
日
常
の
職
寒
労
働
の
い
と
な
み
か
ら
自
由
に
，
 

な

る
こ
と
に
よ
っ
て
禁
欲
主
義
か
ら
m
神
を
内
面
的
に
解
放
し
よ
う
と
す
る̂

:
 

芸
復
興
運
軌
の
反
禁
欲
的
態
度
矻
求
め
る
の
.
'であ
る
。

.
従

.っ
て
逆
.に
.宗
教
改
革
の
社
会
学
的
生
度
性
は
：「

超
世
俗
的
な
理
念
と
世
俗 

的
生
活
と
を
整
合
的
に
結
び
つ
け
る
.！
プ
ロ
テ
.ス
タ
ン
'テ
ィ
ズ
ム
特
有
；の
.「

世 

俗
内
禁
欲
主
義」

と
く
に
そ
，の
砠
|

1
に
そ
の
根
本
的
理
由
を
求
め
ら
れ 

る
と

IV
う

の
.

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ロ
テ
ス
ー
タ
ン
-T
イ
X

Aの
莶
本
原
理
は
信

仰
に
よ
る
義
認
、
聖
書
主
義
、
万
人
祭
司
主
義
、
.予
定
説
、
良
心
の
自
由
に
あ 

る
の
で
あ
る
が
.、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
原
理
は
国
家
の
規
制
か
ら
独
立
し
た「

純 

雜
の
教
会」

の
牛
で
平
信
徒
の
自
律
的
な
生
活
原
理
と
し
て
い
か
さ
れ
、
か
く 

し
て
そ
ゆ
教
会
ば
信
仰
自
由
獲
得
の
要
塞
と
し
て「

戦
闘
の
教
会」

と
い
わ
れ 

る
の
で
あ
る
。：

そ
し
て
こ
の
上
ぅ
な
莶
本
原
理
の
生
活
化
こ
そ
、：

.
世
俗
の
職
業 

労
働
そ
の
も
の
を
利
の
^

を̂
あ
ら
わ
す
手
段
と
.し
て
.意
義
' つ
け
る
こ
.と
.に
最 

も
特
微
的
に
示
さ
れ
た
プ
.ロ
テ
ス
タ
ン
テ
.ィ
ズ <

 
の
実
践
倫
理
な
の
で
あ
る
。

.
 

中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
信
仰
と
現
世
を
^

し̂
、
僧
侶
と
信
徒
を
馨
し
、
 

封
建
社
会
に
対
疮
ム
た
魔
術
と
.し
て
の
信
仰
と
そ
れ
に
よ
る
僧
侶
及
封
建
領
主 

に
対
す
る
屈
従
的
な
倫
理
を
そ
，の
根
本
的
特
徵
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
プ
ロ 

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
入
め
倫
理
は「

魔
術
か
ら
の
解
放」

に
よ
る
信
仰
の
個
人 

性
、
内
面
性
の
確
立
を
通
し
て
信
仰
と
現
世
の
体
系
的
統
+

1 「

性
を
獲
得
じ
た
の 

で
あ
る
。
•そ
し
て
職
寒
労
働
を
聖
な
る
目
的
ひ
手
段
と
し
て
把
握
す
る
と
こ
ろ 

か
ら
、
非
合
理
的
な
官
能
の
轍
動
を
抑
え
、
専
ら
職
f

働
に
身
体
も
i

も 

集
中
し
、
絶
え
ず
自
己
藩
査
を
加
え
.る
と
い
ぅ
労
働
主
体
の
生
活
態
度
の
合
理 

化
が
行
わ
れ
た
の
で

あ

る

。

そ
れ
は
経
済
史
的
ぬ
は
i

商
ロg

生
M
者
の
生
産 

的
労
働
の
合
理
化
で
あ
り
、
：
こ
'の

職

理

に

よ

っ

て

、
労
働
の
生
産
力
の
向 

上
も
刺
戟
を
与
え
ら
れ
、
.そ
れ
は
次
の
マ
-
ユ
フ
ァ
ク
チ
ユ
ア
の
段
階
へ
の
移 

行
を
促
進
的
に
媒
介
す
る
の
で
■あ
る
.
。
.

.
と
こ
ろ
が
職
寒
労
働
の
合
理
化
は
、'"合
理
的
営
利
追
求
を
正
当
化
す
る
こ
と 

に
よ
っ
.て
'
経
済
発
展
を
促
進
さ
せ
た
の
で
あ
：る
が
、
他
な
ら
ぬ
'こ
の
ご
と
は 

逆
に
経
済
的
発
展
と
共
に
職
寒
労
働
の
宗
敦
的
基
礎
づ
け
に
よ
る

職
業
#'
趣

.
\

:

r

七
2

(

五
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書

評



.

を
、
合
理
的
営
利
の
：冷
厳

.
な
追
求
と
い
う1

务
衡
へ
解
消
し
て
し
ま
う
の
で 

お
る
？.
“J

こ

に

小

商

蜜

鹿

者0 /
:
'
摄

神」

*

、
小
商
品
生
産
者
の
資
本
家
と 

賃
労
働
者
へ
ゆ
分
解
ぬ
対
依
し
、

遮

I&
：

本

家

の

と

賃

労

働

者

の
 

n
i

^
I

J

に
分
鰍
じ
、
：

'

現
世
の
富
の
不̂

-§
?な

分
配
玄
で
も
？
# .

:

の
.

摂
理
と
ざ

'
 

れるに到るのである？これは！

プロテス

.

タ
ン
.テ
ィ
ズ
ム
か
ら
新
プ 

.ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
へ
の
移
行
と
い
う
風
に
い
い
う
る
が
、

さ
ら
に
経
済
的 

な
資
本
主
義
社
会
の
確
立
と
と
も
に
資
本
主
義
の
：.

は
資
本
家
に
固
有

.
 

の

「

資
本
家
の
経
済
心
理

」

に
転
化
し
、.

遂
に

.「

精
神」

は
消
え
去
マ
て
し
ま 

う

の
.
で
あ
る
？

ざ
て
著
者
は
以
上
の
ょ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
.倫
理
の
歴
史
的
意 

義
づ
け
と
共
に
、
序
論
に
お
い
：て
第
一
：一
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
プ
P

テ
ス
タ 

ン
ト
の
中
の
ル
タ
I

派
と
力
ル
ヴ
ァ
シ
派
の
、区
別
で
あ
る
。
そ
し
て
.こ
れ
は
筝 

論
の
み
で
は
な
く
、
こ
の
書
物
全
体
を
貢
く
主
張
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ぢ
.シ
タ 

丨
派
に
お
い
て
は
万
人
祭
司
主
義
や
職
業
召
命
観
の
主
張
が
な
い
わ
け
で
は
.な 

い
が
、
最
大
の
特
徴
は
.

「

信
仰
の
ん
し
ぺ
に
ょ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と

い

う
内
面 

的
.

利

秘

的

感

情

主

義

に

あ

る

の

，で

.

あ
っ
て
、
そ
の
！̂
:

的
理
想
主
^

に
.

ょ
っ
.
 

て
教
徒
の
良
心
に
託
し
、
現
世
の
信
徒
の
生
活
は
放
置
さ
れ
、
い
き
お
い
そ
の 

職
^

|

理
も
経
濟
的
伝
統
主
義
の
粹
を
こ
え
ず
、
ゥ

H

丨

バ
丨

.

の
い
ダ「

倫
理 

的
規
律
に
お
け
る
情
熱
的
生
命
の
感
情」

：や
そ
れ
に
基
く
倫
理
的
生
活
態
度
は 

つ
く
り
だ
さ
れ
ず
に
終
っ
た
の
で
あ
るo

そ
し
て
そ
の
倫
理
に
お
い
て
は
、
力 

ル
ヴ
ァ
ン
派
に
お
い
て
み
ら
れ
る
禁
欲
的
な
自
己
鍛
練
な
い
し
は
組
織
的
な
禁 

欲
主
義
を
、
霖
に
も
と
づ
く
救
済
論
へ
の
危
険
と
し
て
排
除
し
、
そ
の
結
果

•

七

四

(

五
.九
〇)

単
に
腺
業
だ
け
で
.は
な
く
社
会
生
_

体
.に
つ
い
セ
も
与
え
ら
れ
た
境' 1

を
神 

聖
な
秩
序
のI

環
と
し
；て
こ
れ
に
無
条
件
的
に
順
^
し
、

こ
の
秩
序
を
維
等
す 

.る
権
力
に
絶
対
的
に
服
従
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
.
そ
し
て
こ
の
倫
里
が
結 

果
と
し
て
は
封
建
反
動
と
し
て
の

_

グ
ー
ツ
へ

.

ル
シ
ャ
フ
ト
制
と
調
和
す
る
こ
と 

と
な
る
：の
で
あ
る,

'

さ
ら
に
'こ
の
よ
う
な
倫
理
を
基
本
原
理
と
す
る
信
徒
の
教
会
は
、
教
義
の
純 

粋
性
の
み
に

と
ら
わ
れ
、
'
.教
会
規
律
と
教
会
統
治
方
式
と
'い
う
教
会
独

自

の

灌 

咸
に
も
.と
.づ
ぐ
社
会
的
指
導
力
に
欠
け
、
.国
家
に
奉
仕
す
る
教
会
と
な
り
、
力 

ル
ヴ
ァ
y
派
の
：：

「

戦
闘
の
救
#

と
い
い
1

を
な
し
た
。；

：

か
く
し
て
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
ロ
火
を
き
ら
れ
た
近
世
市

-^
1:
'

の̂
^

^

^
 

は
、
ル
タ
-

©

ド
イ
ツ
で
は
坐
礁
せ
んAJ

し
た
？

あ
る
が
、
霧

改
革
の
坐 

礁
を
救
い
ル
タ
-

の
！！̂

:

を
さ
ら
に
近
代
的
な
が
の
に
つ
く
り
か
え
た
も
の
と 

し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
塵
史
的
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
先
に
の
ベ
.た
プ
卩
テ 

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
.職
業
倫
理
は
こ
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
も
の
で
あ
る
？

-

さ
て
こ
の
.よ
う
な
宗
教
改
革
の
原
理
的
解
明
の
上
に
.、
第
一
塞
ボ
教
改
f
 

生
の
諸
原
因
、
第
二
章
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
、
證

章

ス

イ

ス

に

お

け

る

改

.
 

革
、
第
四
章
力
ル
ヴ
厂
ン
派
の
国
際
的
運
動
、：'
'
第
五
章
英
国
国
教
会
の
成
立
、

第
六
章
ピH 
I

リ
タ
ニ
ズ

A

と
イ

ギ

リ

ス
の
社
会
改
革
の
各
章
に
わ
た
っ
て
宗 

教
改
革
の
歴
史
的
解
明
が
行
わ
れ
て
い
る
0
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
第j

章
、
 

第
三
章
、
第
四
章
、
第
六
章
で
あ
る
。
第
一
章

6

い
て
は
、
先
の
方
法
的
立 

場
に
も
と
づ
き
宗
敦
改
i

生
の
.諸
原
因
を
宗
教
的
側
面
と
社
会
経
済
的
側
面 

の
統
一
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ちf

、
ロ —

マ
教
会
の
腐
敗
と
内
部

改
革
の
失
敗
、
ニ
、
政
治
•
経
済
上
の
し
く
み
の
変
質
、
三
、
神
秘
主
義
と
キ 

リ

ス

ト

教

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
四
、
帛
豸
せ
豸
の
殳
砠
罾
趴
の
順
で
こ
の
問
題 

が
解
明
さ
れ
て
い
る

。

，第

二

章

ド

イ

ツ
は

著

者

の

.
専

攻

さ

れ

て
い
る
と
こ
ろ
だ 

け
あ
っ
て
ル
タ
ー
派
が
坐
礁
し
て
行
く
員
史
㈤
あ
然
性
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い 

る
。
第
三
章
で
は
一
、
ッ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
宗
教
改
革
、
ニ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
宗 

教
改
革
の一 
一! *

、
と
く
に
第
一j

節
に
お
い
.て
カ
_ル
ヴ
：ァ
ン
の
.教
義
が
い
か
に
し 

て
、
封
建
社
会
の
胎
内
か
ら
、
そ
れ
を
掘
り
崩
し
な
が
ら
興
隆
し
て
く
る
商
.
 

H

•
農
の
産
業
的
中
産
社4

層
の
実
践
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
形
成
さ
れ
だ 

の
か
と
い
ぅ
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
に
お
い
て
は
カ
ル
ヴ
ァ 

ン
派
の
国
際
的
運
動
を
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
対
杭
改
革
と
の
関
係
で
生
き
生
き
と

描
き
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
コ
-ッ
ト
ラ
ン
ド
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ル
ラ
ン 

ド
、
ネ
ー
.デ
ル
ラ
ン
ド
と
広
範
囲
に
わ
た
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
^
動
の
^
開
を 

§

的
に
と
ら
え
て
い
る
。

第
芄
章
で
は
封
建
社
会
の
辺
境
地
帯
で
あ
り
-、
.資
本
主
義
的
発
展
の
先
進
地 

帯
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
改
革
の
特
殊
性
を
宗
教
史
、
政
治
史
の
側
面
.か
ら 

光
を
あ
て
て
い
る
。
そ
し
て
第
六
章
で
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
教
義
が
イ
ギ
リ
ス■ 

の
土
壌
に
根
を
お
ろ
し
た
特
殊
な
タ
イ
プ
と
し
て
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
'ム
を
著 

者
馨
の
方
法
に
お
いV

分
析
しV

い
る
。
.す
な
わ
ち
力
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
教
義 

は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
長
老
派
、
独
立
派(

会
衆
派)

>
洗
礼
派
の
三
つ
の
形 

態
で
ぅ
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
：は
種
々
の
ち
が
い
は
.あ
り
な
が 

ら
も
、
国
教
会
に
ょ
る
爾
一
的
.な
信
仰
の
強
制
に
.反
対
ず
る
点
で
ー
致
し
へ
そ
れ 

故

非

統

一

(
N
o
n
-
c
o
n
f
o
x
m
i
s
t
)

と
ょ
ば
れ
た
。
*
ら
を
特
徴
づ
け

書
，

評 

■
 

■
 

•

た
の
は
.「

ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
の
厳
正
な
教
理
を
内
深
の
動
因
と
し
て
、
神
に
聖
別
さ 

れ
た
者
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
リ
ス
ト
^
の
生
活
実
行
、
従
っ
て
自
己
省
査
を
と
も 

な
っ
た
生
活
の
組
織
的
規
律
、
そ
の
最
も
有
効
な
手
段
と
し
て
の
日
常
の
労
働 

生
活
内
部
に
お
け
る
禁

:^
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。」
そ
し
て
こ
の
ょ
ぅ 

な
生
活
原
理
に
も
と
づ
ぐ
ピ
.
'
.
4
丨
リ
タ
ン
ゆ
国
家
と
く
に
国
教
会
の
教
会
政
治 

,に
反
对
し
、
投
機
的
商
業
、.高
利
貸
資
本
の
前
期
的
独
占
に
対
抗
し
、遂
に
は
一 

.六
四
ニ
年
に
始
ま
る
英
国
市
民
革
命
の
推
進
主
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
.の 

.社
会
的
基
盤
.は
ま
さ
に
か
か
る
市
民
革
命
の
推
進
主
体
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い 

高
い
生
産
カ
水
準
に
対
疮
し
た
も
の
で
あ
り
、
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
東
南
部
の
近
代 

他
方
貴
族(

ジ
モ
ン
.ト
リ
ー)

、
地

主

(

ス
タ
ワ
イ
ヤ
！y

自
由
農
民(

ョ
1 

マ
シ
；}、
商

人

•手
工
！̂

、

萠
芽
的
な
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
工
場
主
等
で 

ぁ

っ
た
。
そ
し
て
内
戦
の
|0
双
は
1

1

部̂
の
員
^
派
に
胄
_

_が
あ
っ
.た 

が
.、
内
戦9

進
行
と
共
に
急
進
的
な
ピ
ュ

I
リ
タ
ン
の
組
織
ホ
平
派
に
1

し

'
 

.
つ
つ
、
ク
ロ
ム
ゥ

H
.

ル
を
先
頭
と
す
る
独
立
派
が
指
導
権
を
と
る
に
到
る
の
で 

あ
石
。
こ
の
ク
ロ
ム
ゥH

ル
の
勝
利
は
軍
事
独
裁
の
護
民
官
制
度
の
下
に
お
け 

る
^

な̂
政
治
の
実
施
と
な
り
、
.
水
平
派
そ
の
他
の
過
激
派
の
進
出
と
と
も 

に
、

そ
の
独
_
は
強
化
さ
れ
、
遂
に
は
主
政
復
古
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か 

し
か
：の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
精
神
は
革
命
後
に
到
る
も
脈
々
と
し
て
絶
え
る 

:

こ
と
が
な
か
っ
た
の
.で
あ
っ
て
、
著
者
は
こ
と
で
ジ

3
ン

•
バ
ニ
ヤ
シ
を
あ
げ 

て
そ
の
こ
と
を
叙
逃
し
て
い
る
0 

. 

\
.
\ 

- 

\

以
上
簡
単
に
松
田
氏
の
著
者
の
内
容
に
.つ
い
て
紹
介
し
だ
.が
、
こ
の
書
物
の 

積
極
的
な
面
に
つ
い
て
は
紹
介
の
中
で
す
で
に
の
べ
て
；い
る
。
.
す
な
わ
ち
著
者

七
五
‘(

五
九
ー)

睡



は

極

め

：
て

独

自

0.
方

法

で

宗

教

改

革

を

内

莅

的

：
に

.と
り
上
げ
、'
:市
2
|
^
,
の
：
推
 

,

進
主
体
た
'る
単
純
商
品
生
産
者
の
坐
活
意
識
の
近
代
化
に
果
し
た
役
割
を
究
明 

し
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
実
践
倫
理
に
つ
.き
動
.か
さ
れ
た
主
体
が 
'ぃ

か
に
近
代 

市
民
社
会
の
成
立
に
貢
献
し
た
が
：と
い
う
問
題
を
敗
治
変
革
.の
面
.に
.ま
で
つ
.き| 

進

ん

で

と

ら

免

た

：
の

：
で

あ

0-
、、
し
か
も
こ
の
よ
基
分
析
を
巨
視
的
に
ョ
ー
ロ 

ッ
パ
全
体
に
わ
た
っ
て
把
握
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ヶ
、
か
か
る
諸
点
で
は
極
め 

て
独
自
の
創
造
性
に
富
ん
だ
著
作
と
い
え
よ
う
。

'
,

パ
さ
て
か
か
る
こ
の
書
の
稹
極
的
評
価
办
上
に
立
っ
て
、
若
干
今
後
の
こ

の
瘇 

の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
上
で
の
問
題
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
.，そ
れ
ば
.
.
Cの
書
物
：
.

 

.
へ
の
批
判
と
も
な
る
が
、
こ
の
書
物
の
入
門
書
と
し
て
の
性
格
か
ら
く
る
%.
の 

か
も
し
れ
な
い
。
ノ 

•:■
:

さ
て
た
し
か
に
宗
教
改
革
の
社
食
子
的
生
産
性
を
著
者
の
よ
う
に
内
在
的
に 

し
か
も
社
会
と
の
関
連
で
客
観
し
て
分
析
す
る
こ
と
は
決
定
的
に
童
要
な
の
で 

あ
る
が
、
も
う|

歩
進
ん
で
例
え
ば
ル
タ
ー
の

一一
元
的
な
信
仰
と
生
活
の
と
ら 

え
方
と
力
ル
ヴ
ァ
ン
の一

元
的
な
と
ら
え
方
の
ち
が
：い
は
、
い
か
に
し
て
生
ま 

れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
.て
は
職
業
観
、
教
会
観
の
§

ゼ
け
で
は
な
く
、
 

さ
ら
に
進
ん
で
そ
の
神
学
そ
の
も
の
の
分
析
が
，.一
方
で
.は
よ
り
^
員
す
る
必
要 

力
あ
る
。
勿
論
著
者
も
こ
の
面
に
'つ
.い
て 

一.
^
.は
例
え
ば
ル
タ
■丨
の
.感

If
的
神 

秘
主
義
と
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
の
理
牲
的
な
信
仰
と
い
：う
対
比
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ 

る
が
、
こ
0.
面
の
思
想
史
的
分
析
が
一
方
で
是
非
深
め
ら
れ
る
■

が
あ
る0 

同
時
に
か
か

る
.ち
，が
い
が
そ
.れ
ぞ
れ
の
主
体
に
お
い
て
歴
史
的
な
諸
条
昨
の
ち 

が
い
と
ど
.の
よ
う
に
か
か
わ
つ
.て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
も
さ
ら
に
分
析
が
行

.

.

.

,
七
六
。(

五
九
.一一〉

.わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
ぅ
が
。
即
ち
ド

<
ッ
に
お
.い
'て
先
ず
宗
教
改
革
が
1 

初

に

超

っ

た

歴

史

的

な

、必

然

性

ぃ

(

政
治
的
、
経
済
的
、
宗
教
的
.な
諸
要
因
の
一 

.定
の
組
合
せ
の
結
果
と
し
て
の)

そ
し
て
そ
の
歴
史
的
制
約

性
が
客
観
化
さ
れ 

る
.と
共
に
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
諸
要
因
が
特
株
的
に
ル
タ
ー
と
い
ぅ
偉
大
な
宗 

教
家
の
主
体
の
中
で
ど
の
よ
ぅ
に
う
け
と
め
ら
れ
、
そ
の
歴
史
的
事
態
に
対
す 

る
彼
自
身
の
篇

的
な
主
張
と
な
っ
て

結
晶
し
た
の
か
と
い
ぅ
問
い
が
さ
ら
に 

さ
ら
に
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
.ル
タ

ー

だ
け

.で

.は
な

く

、

.
ヵ

ル

ヴ
ァ
ン

に

つ

い

て

も

、
.
，
ま

た
 

そ
の
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
の
教
義
.の
広
が
り
方(

例
え
ば
何
敬
.フ
ラ
ン
ス

と

ィ

ギ

リ

ス 

に
お
け
る
ち
が
い
が
出
て
き
た
0
か)

に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
点
を
感
ず
る 

次
第
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
改
革
の
社
会
学
的
生
産
性
.の
問
題
を
意
識
の
変
革 

丨
>歴
史
の
変
革
と
い
ぅ
面
だ
け
に
と
ど
め
ず(

こ
の
こ
と
自
体
が
こ
の
種
の
汧 

究
に
.と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
真
に
深
め
る
た
め
に
も
、

こ
の
.地
点
で
留
ら
て
は
な
ら
な
い)

1

の̂
変
革—

V

意
識
の
変
革—

V

歴
史
上 

の
変
革
と
い
5
円
環
連
動
の
中
で
或
る
時
点
に
お
け
る
意
識
の
変
率
が
そ
の

 ̂

期

.の
歴
史
の
変
：

M

体

'に
.対
し
て
も
つ
革
新
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
、
 

歴
史
的
必
然
性
が
機
械
的
な
人
間
ぬ
き
の
そ
れ
で
は
な

く

ま
さ
に
歴
史
を
罰 

造
す
る
主
体
の
問
題
：と
し
て
究
明
.さ
れ
る
こ
と
と
な
るの
で
あ
る

0
 

(
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•

持

夂

:.

悦

」

「

あ
る
時
代
が
わ
れ
わ
れ
に
近
.け
れ
ば
近
い
ほ
ど
、わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
理
解
.
 

す
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
る
し
、
現
代
は
わ
れ
わ
れ
が
理
解
す
る
.こ
：と
も
っ
と 

も
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。」

シ
ユ
ム
ぺ
I
タ
I

は
、

か

れ

の「

経
済
分
析
の 

歴
史」

に
お
い
て
、

一.

八
七
0—

一
 
九
：

r

四
年
に
わ
た
る
経
済
学
の
展
開
の
背 

最
を
の
ベ
る
に
さ
き
た
っ
て
>」

の
ょ
う

.

に
.い
っ
.
て

い

る

。
こ
の
.言
葉

_は

経

済

学
 

の
■

に
の
み
い
い
う
る
こ
と
で
は
な
く
、'
経
済
学
そ
の
も
の
め
歴
史
を
あ
つ 

か
う
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
八
七
◦
年
代
に
は
じ
ま
る
経 

M

子
の
.変
革
と
い
わ
れ
る
.こ
と
が
ら
が
、
歴
史
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
い 

た
っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ばH

utchison : 

A

 
w

?

view ofHccmolnic JDOC:tr

s-es, 1870-1929, 1953 ; 

Sch 
日 peter: 

H
l
s

c+-
o
r
y
o
f

H
o
o
n
o
&
c 

Analysis，
1954 

な

ど

、

、近̂i

済
学
の
生
成

'

書

ト

評

..に
関
す
る
ま
.と
ま
-.っ
た
文
献
は
、
ほ
と
ん
ど
戦
後
の
■も
の
で
あ
る
。
し
.か
.も
こ 

れ
ら
の
文
献
：は
、
近
^
!
済
学
の
生
成
、
発
展
の
親
を
の
ベ
た
に
す
ぎ
な

い
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
.う
。
い
わ
.ゆ
る
近
代
理
論
が
ど

の

よ
う
な
事
情 

で
成
立
し
た
か
、，
な
ぜ
そ
れ
は
経
済
学
の
大
な
る
勢
力
の
一
.
つ

と

し

て
発
®

し 

え
た
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
包
括
询
に
と
く
た
め
に
は
な
お
一
層
の
矹
点
の
確 

立
と
と
も
に
、
広
範
囲
な
文
献
の
研
究
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
ハ
ゥH

ィ
の
著
作
は
二
八
七
〇
丨
一
八
八
九
年
に
わ
た 

る
限
界
効
用
学
派
お
よ
び
そ
め
周
辺
の
人
々
に
つ
い
て
豊
富
な
文
献
を
あ
つ

か
 

っ
て
い
る
点
で
大
変
興
味
深
い
.も
の
が
あ
る
。

n 

秦
は
ニ
六
の
章
と
一
つ
の
，露
を
も
っ
て
い
る
0
こ
れ
ら
の
諸
章
は
大
別 

し
て
四
つ
の
部
分
に
わ
け
る
こ
と
'が
，
で

き

る

。

第

；
一

の

部

分

は

第

一

章

よ

り

第
 

五|

早
ま
で
で
あ
り
、
序
説
と
し
て
、
ジH

ボ
ン
ズ
、
メ
ン
ガ
ー
、

ヮ
ル
ラ
ス
の 

限
界
効
用
発
見
.に
い
た
る
ま
で
の
経
過
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
六
章
お
よ
び
七 

章
は
第
ニ
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
ゥ
ェ
ィ
は
ジ
ヱ
ボ
ン
ズ
、
メ
ン
ガ
I
、
.
 

.
ヮ

ル

ラ

ス

の

主

著

を

比
M

討
す
る
。
第
三
の
部
分
で
あ
る
八
章

か

ら

一

一

五

章 

ま
で
で
は
、
.三
人
の
主
著
の
出
版
以
後
の
限
界
効
用
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
の
_
 

ベ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
終
章
と
®

で
は
経
済
思
想
史
に
お
け
る
限
界
効
用
学 

派
の
生
成
.の
と
り
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
の
ベ
て
い
る
。
，以
下
そ
の
内
容
を
簡
単 

に
み
て
ゆ
べ
こ
.̂
.に
し
よ
う
。

.

.

.

-

.

:

..

.
V
:

 

>
,
r
t
u 

\
.

'

.

.

.

.

.

.

,

ジ『

ボ
シ
ズ
の
限
界
効
用
理
論
の
形
成
を
、

ハ
ゥ
ヱ
ィ
は
、
第1

章
で
は
㈠

七

七

'.(

五
九
三)


