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1

三

四

(

一
三
〇
四)

て
あ
っ
て
、
麗
の
立
場
で
あ
る
か
ぞ
う
か
は
、
問
う
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
V

」

と
で
あ
る
。
利
潤
の
私
的
帰
属
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
か

も
し
れ
な
い
が
、
共
産
党
政
府
が
全
人
民
の
資
本
の
管
I

Q
名
で
収
得
し
て
い
る
こ
と
真
認
す
る
な
ら
、
資

本

の

所

有

と

管

理

が

市

民

1

許
へ
移
る
と
き
に
、
資
本
所
得
を
不
当
と
す
る
い
わ
れ
は
な
い
。
資
本
所
有
者
の
手
許
へ
移
ら
な
か
っ
た
ら
、

か
え
っ
て
不
当
で
あ
る
。

所
得
の

不
平
等
が
證
す
る
と
お
そ
れ
る
念
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
平
等
そ
の
も
の
は
、
共

産

社

含

も

i

在
し
て
い
る
の
で
あ

る
し
、
不
平
等
の
何
が
好
ま
し
く
な
い
の
か
は
I

さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
し
、
I

な
ら
こ
れ
を
是
正
す
る
こ
と
は
共
産
社
会
ょ
り
も
容
易
こ 

実
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

i

わ
た
く
し
は
、
結
論
と
し
て
ソ
連
に
市
場
I

利
経
済
が
復
活
す
.る
で
あ
ろ
う
と
か
、
私
有
財
産
制
へ
の
.再
検
討
I

る
で
I

う
な

ど

と

予 

言
的
推
容
を
す
る
も
の
で
は
な
ゝ
今
の
政
府
は
夢
に
も
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
そ
う
も
な
い
し
、
中
央
集
権
的
な
経
済
計
画
と
い
う
巨
大 

な
現
実
的
権
力
は
共
産
党
の
権
力
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
経
済
的
権
力
が
今
や
国
民
経
済
の
発
展
に
と

っ

て

一

つ

の

馨

と

感

ぜ

ら

1
つ 

つ
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
党
の
幹
部
は
経
済
計
画
の
作
成
と
実
施
に
関
す
る
技
術
的
方
法
の
改
良
を
考

え

て

い
る
段
階

で

あ
る
。
技
f

 

に
能
率
を
高
め
る
改
良
は
党
と
し
て
真
剣
に
と
り
い
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
物
量
的

な

計
画
と
、
計
画
が
市
場
価
咨 

の
規
制
力
I

先
す
る
と
V

考
え
方
は
、
今
後
と
も
永
く
支
持
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

コ
ス
ィ
ギ
ン
政
府 

のH

馨

理

篇

の

改

革

案

も

リ

丨

べ

ル

マ
ゾ
の

議

も

、
そ
の
経
済
的
能
率
向
上
に
十
分
な
刺
激
剤
と
は
な
ら
k

、.
で
あ
ろ
う
。

小泉
先生
と唯
物史
観

小竹豊治

は
し
が
き

歴
史
的
変
動
期
の
学
生
時
代 

海
外
留
学
の
成
果 

犬
い
な
る
先
生

は

し

が

.'き

「

人

o'
評
価
は
棺
を
蔽
う
て
定
ま
る」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
人
は
生
命
の
あ
る
限
り
、
考
え
、.
記
し
"
.行
動
し
て
変
化
す
る
が
、

死
は 

生
命
の
終
止
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
し
か
し
人
の
生
存
期
間
が
死
に
よ
つ

て
確
定
し
た
と
は
い
つ
て
も
、

そ
の
人
の
全
貌
を
正
し
く
評
面
す 

る
.こ
と
は
、
言
う
に
易
く
し
て
、
容
易
に
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
か
り
に
そ
の
人
の
著
作
が
遺
さ
れ
、
接
触
し
た
人
々
の
記
録
や
談
話
、
交 

友
と
の
書
簡
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
も
、

こ
れ
ら
は
そ
の
人
を
知
る
た
め
の
重
要
な
一
資
料
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
他
に
、
公
刊
さ
れ
な
い
書
簡
や 

小
泉
先
生
と
唯
物
史
観
.

. 

ニ
ニ

五

(

二
I

)



日
簾
ま
た
は
手
記
、
.さ
ら
に
、そ
の
人
の
研
究
f

っ
て
馨
な
手
掛

I

な
る
1

1

1

1
関
す
る
事
項
な
ど
が
あ
る 

，
一
人
の
人
に
つ
い
て
の
研
究
は
：
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
.ま
し
て
そ
の
人
が
大
い
な
る
人
物
で
I

、
逝
去
さ
れ
て
か
ら
の
時
日
が

短
か

い

 

た
め
に
交
際
し
得
た
者
の
衝
撃
の
感
情
が
表
完
全
に
消
失
せ
ず
、
' 入
手
し
て
読
み
う
る
資
料
も
限
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

た

と

え

「

棺
を
蔽 

う
て
定
ま
る」
と
は
V

っ
て
も
、
そ
の
人
に
つ
.い
て
の
'評
価
は
、.
不
十
分
.き
.わ
ま
る
も
の
と
な
I

る
を
得
な
い
。
ょ
り
正
し
い
評
価
の
■ミ

に
 

は
ま
ず
長
い
時
間
を
か
け
て
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
入
手
し
て
吟
味
す
る
努
力
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
私
は
、
幽
明
を
異
に
す
る
恩
師

•
小

量

一
一
先
生
の
著
作
の
一
部
に
関
孪
る
本
稿
を
記

す

に
際

し

て

、

右
に
.述
べ
た
感
懐
を
ひ
と
し
お 

深
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

た

が

っ

て
三
田
学
鑫
誌
を
刊
行
す
る
慶
応
蓮
経
済
学
会
が
、
門
弟
の
.一
人
で
あ

る

か

ら

と

い
っ
て
私
に
執
筆
を 

求
め
た
の
は
、

む
し
ろ
非
情
で
時
期
の
熟
さ
な
い
感
が
き
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
敢
え
て
こ
こ
に
執
筆
す
る
本
稿
は
、
上
述
の

事
情
の
た
め 

に
、
限
ら
れ
た
資
料
と
時
間
の
制
約
と
を
う
け
た
暫
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

小
■

生
に
つ
い
て
の
一
層
の
研

究

は

、

也
の
多
く
の
人
々
と 

と
も
に
、
今
後
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

歴
史
的
変
動
期
の
学
生
時
代

小
泉
先
生
の
.唯
物
史
観
批
判
は
、
先
生
の
拿
に
わ
た
る
社
会
思
想
史
研
究
の
結
論
で
あ
り
、
同
時
に
マ
.

ル
ク

シ

ズ

ム
批
判
の
総
括
を
き
も 

の
で
あ
る
。
し
か
し
て
先
生
が
社
会
屋
史
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
興
味
を
ひ
か
れ
、
ま
た
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
批
判
的
に
な
ら
れ
た
こ
と
に
、

深
く 

影
響
を
お
ょ
ほ
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

明
治
三
十
八
年(

I

九
〇
五
年)

十
七
歳
で
慶
応
義
塾
大
学
予

科

に

進

み

、

同 

四

十

年(

一
九
〇
七
年)

十
九
歳
で
大
学
部
政
治
科
に
進
み
、
同
四
十
三
年(

I

九
一
〇
年)

二
士
一
歳
で
慶
応
義
塾
を
卒
業
し
て
、
直
ち
に
教
員
に 

採
用
さ
れ
、
明
治
四
十
五
年
.
大
正
元
年(

一
九 

一
二
年)

九
月
に
海
外
留
学Q

た

め

に

崖

.さ
4

1
で
の

約
七
年

間

に

お

け

る

、
堀

江

帰

一
、

福
田
■

一
の
両
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
慶
応
隱
教
授
陣
と
当
時
の
日
本
の
政
治
経

済

的

•
社
会
的
情
勢
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、

日
露
戦
争
後Q

数
年
間
、
す
な
わ
ち
明
治
末
期
は
、
日
本
の
大
い
な
る
激
動
期
で
あ
っ
た
。
た
と
免
ば
す
で
に
戦
争
前
よ
り
起
っ
て
い
た
初
期
社 

会
主
義
運
動
と
労
働
争
議
は
、
戦
後
に
は
激
化
し
た
が
、
明
治
四
十
三
年
五
月
の
幸
徳
秋
水
事
件
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
。
ま
た
明
璧
十
八
年
九 

月
五
日
の
日
比
谷
の
日
露
講
和
条
約
反
対
国
民
大
会
の
焼
打
事
件
へ
の
発
展
は
、
九
月
六
日
か
ら
十
一
月
二
十
九
日
ま
で
の
東
京
地
区
の
戒
厳
令 

に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
が
、‘
こ
れ
は
戦
後
処
理
の
容
易
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
南
満
州
と
樺
太
の
領
有
に
よ
る
植
民
政
策
は
、
明
治
四 

十
二
年
七
月
の
韓
国
併
合
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
一
層
推
進
さ
れ
た
が
、
同
年
十
月
二
十
六
日
の
伊
藤
博
文
の
ハ
ル
ピ
ン
駅
頭
で
の
暗
殺
に
よ
っ 

て
、
そ
の
前
途
の
多
難
を
暗
示
し
た
。
. 

.

こ
5
い
う
情
勢
の
う
ち
で
、
サ
ム
ラ
ィ
の
子
と
し
て
の
気
力
と
気
概
を
内
包
し
、
国
士
の
如
き
気
風
の
素
質
を
有
し
、
ま
た
強
い
道
徳
感
•
ロ 

ャ
ル
テ
ィ
の
資
質
を
持
ち
、
す
で
に
少
年
時
代
に
福
沢
先
生
を
下
手
に
振
り
廻
す
こ
と
に
反
撥
を
感
じ
た
抵
抗
精
神
を
蔵
し
、
反
官
僚
主
義
と
反 

形
式
主
義
の
福
沢
先
生
の
影
響
の
強
い
塾
風
の
な
か
で
、

「

大
体
朋
治
時
代
と
共
に
学
生
々
活
を
終
へ
た」

青

年
•
小
泉
信
三
が
、

時
'
の
13
流 

に
関
、七
を
払
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
不
思
議
だ
と
思
わ
れ
I
。
こ
の
こ
と
は
、
先
生
の
青
年
時
代
の
客
観
的
条
件
が
、.
先
生
の
主
体
的
条
件
を
如 

何
に
規
定
し
、
ま
た
そ
の
主
体
的
条
件
が
如
何
に
客
観
的
条
件
に
反
応
し
た
か
、
す
な
わ
ち
存
在
と
意
識
と
は
影
響
し
合
う
が
、
究
極
的
に
存
在 

が
意
識
を
如
何
に
決
定
し
た
が
の
問
題
で
あ
る
。

d
泉
先
生
の
上
記
の
特
質
を
刺
激
し
て
学
問
へ
の
興
味
、
と
く
に
社
会
思
想
史
の
研
究
へ
と
ユ\

ヵ
レ
ッ
ジ
し
た

人
は
、
周

知
の
如
く
福
田

 ̂

三
博
士
で
あ
っ
た
。
先
生
の
一
文
に
よ
れ
ば
、「

青
年
の
私
に
、
あ
る
ひ
は
吾
々
に
、
マ
ル
ク
ス
を
吹
き
込
ん
だ
の
は—

外
で
も
書
い
た
が
^

―

慶
応
義
塾
で
経
済
原
論
を
吾
々
に
教
へ
た
福
田
徳
三
博
士
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
今
か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
の
明
治
四
十
年
の
頃
で

.
博
士
の
マ
ル

ク
ス
に

対
す
る
情
熱
は
久
し
く
か
は
ら
な
か
^
^」

の
で
あ
る
。

ま
た
.堀
江
博
士
.に
つ

.

い
て
は
、

r

自
分
の
興
味
が
だ
ん
だ
ん
経
済
理
論
や

社
会 

思
想
の
方
向
に
向
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
金
融
財
政
の
方
面
で
は
、
自
分
で
は
ほ
と
ん
ど
何
も
勉
強
.せ
ず
、
：
た
だ
堀
江
博
士
の
講
義
を
聴
い
て
覚 

え
た
た
け
で
、，
数
年
後
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
か
け
た
が
、
英
、
独
、
仏
諸
国
の
金
融
市
場
や
財
政
制
度
の
こ
と
は
、

新
聞
雑
誌
の
論
説
を
理
解
す 

小
泉
先
生
.と
唯
物
史
観 

一

三

七

、1

三
〇
七)



一
三
八(

一

三
〇
八)

る

慶

に

は

一.

通
り
知
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
全
べ
博
士
の
講
義
の
お
蔭
で
あ
っ
て
、

こ
の
講
義
が
い
か
に
精
密
で
明
快
で
、
且

つU
P

 to d
a
t
e

で 

あ
っ
た
か
を

17T
す
も
の
で
あ
る」

と
述
べ
ら
れ
た
。

田
中
萃
一
郎
博
士
に
つ
い
て
は
、

「

欧
州
列
国
政
治
史
と
ド
イ
ツ
語
と
で
、

ド
イ
ツ
語
で
は 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

.
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
の『

家
族
の
起
源』

と
ビ
ユ
ッ
ヒ
ャ
ア
の『

国
民
経
済
の
発
生』

と
を
、
教
科
書
と
し
て
読(I

恐」

の
で
あ
り
、
 

「

剛
毅
、

任
俠
、

宏
量
と
い
う
如
き
、
博
士
の
男
性
的
美
徳
に
対
し
て
は
、
私
も

ま

た

ひ

そ

か

に

敬

意

を

懐

い

て

い

た

一

人

で

と

さ

れ

、
 

後
年
、
近
世
社
会
思
想
史
■を
講
義
す
る
に
際
し
て
、「

社
会
思
想
の
政
治
的
発
現
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
し
ら
ず
し
ら
ず
田
中
博
士
の
講
義
に 

学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と

^
し」

と
述
懐
さ
れ
た
。

さ
ら
に
小
泉
先
生
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
大
学
予
科
で
、

気
賀
勘
重
氏
か
ら
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ヴ
ィ

'ッ
チ
に
拠
る
.経
済
原
論
を
学
び
、

ま
た 

同
氏
の
#
訳
に
よ
っ
て
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
そ
れ
自
身

(
E
i
n

 Philippovich,. Allgemeine 

Volkswirtschaf

昏

^

を
読

l，
だ
。

.
こ
れ
は
当
時
の
ト
イ
ッ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
最
も
成
功
し
た
原
論
と
し
て
許
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

.

.
価
値
論
に
お
い
て
は
、
彼
れ

は
、

多
く
ポ
エ
ム
バ
ヴ
ェ
ル
グ
に
拠
っ
て
限
界
効
用
説
を
説
い
た
。

:…

'続
い
て
前
記
の
如
く
、
福
田
博
士
に
よ
っ
て
セ
リ
グ
マ
ン
を
読
ん
だ
。
 

セ
リ
グ
マ
ン
の
価
値
及
び
分
配
理
論
は
、
そ
の
同
僚
に
し
て
、
同
じ
く
限
量
想
に
立
脚
し
て
新
機
軸
を
出
し
、
す
べ
て
の
生
産
要
素
は
、
そ
れ 

が
生
産
収
益
に
寄
与
し
た
だ
け
を
報
酬
と
し
て
受
け
る
と
説
い
た
ジ
ョ
ン

•
ベ
工
ツ

•
ク
ラ

「

ク
に
拠
る
も
の

.で
あ
っ
た
。
更
に
当
時
の
理
財
科 

で
は
マ
！
ゾ
ャ
ル
の
原
論(Alfred Marshall, Principles of Economics, 

_

)

を
教
科
書
に
用
い
、
福
田
博
士
は
こ
の
講
養
二
基
づ
ハ
て『

経 

済
学
講
義』

と
題
す
る
書
を
著
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
早
速
こ
の『

講
義』
と
と
も
に
原
書
を
読(

_

」

の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ

れ

ら

の「

フ
ィ
リ 

ッ
ポ
ヴ
ィ
ッ
零
セ
リ
グ
マ
ン
や
マ

I
ジ
ャ
ル
を
ど
こ
ま
で
解
し
得
た
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で

Y
正
直
に
い
え
ば
、
実
に
怪
し
い
も
の
で
あ
っ 

た
ろ
う
と
思
う
力」

「

何
れ
も
何
等
か
の
形
ち
で
限
界
効
用
学
説
を
奉
ず
る
人
々
で
、
そ
れ
を
知
っ
て
吾
々
は
、
.早
く
か
ら
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対 

し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た」

の
で
あ
り
、「

マ
ル
ク
ス
自
身
.は
兎
も
か
く
、

マ
ル
ク
シ
ス
ト
の
ー
部
の
、

大
袈
裟
な
表
情
と
仰
山
な
言
葉
遺
.ひ
に 

.対
し
て
は
早
く
か
ら
批
判
的
で
あ
っ
た」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

.つ
い
で
先
生
は
、「

な
お
こ
の
外
、
当
時
わ
れ
わ
れ
が
ド
イ
ッ
語
の
教
科
書
と
し
て
読
ま
さ
れ
た
本
も
、

社
会
主
義
を
知
り
、

且
つ
そ
れ
に
対 

す
る
批
判
の
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
れ
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
の『

社
会
主
義
と
社
会
運
動』

(Werner S
o
m
b
a

丨 

rt, Sozialismus 
I 

l
a
l
e

 Bewegung, 

1
8
9
6
)

と
ヵ
ー
ル
•
デ
ィ
ー
ル
の『

社
会
主
義
、
共
産
主
義
及
び
無
政
府
主
義』

(Karl Diehl, sozia— 

lismus, K
o
m
m
l
m
i
s
m
u
s
d
n
d

 Anarchismus, 

1
9
0
s

で
あ
る
。
こ
れ
は
、

当
時
理
財
科
の
ド
イ
ッ
語
教
科
書
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

一
に
は
語
学
に
対
す
る
慾
か
ら
、
.
一
に
は
、
主
題
に
対
す
る
興
味
か
ら
、
よ
く
脱
け
出
し
て
行
っ
て
は
傍
聴
し
た) 」

の
で
あ
る
。

.

と
こ
ろ
で
先
生
は
、
ゾ
ム
バ
ル
.ト
と
デ
ィ
ー
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「

当
時
の
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
、

後
の
ゾ
ム
バ
ル
ト
と 

大
違
い
で
、

マ
ル
ク
ス
に
多
く
の
同
情
を
持
ち『

¥

一一一口

』

の
熱
心
な
讃
美
者
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
も
多
く
の
興
味
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス 

に
つ
い
て
学
ん
だ
。
し
か
し
、究
極
に
お
い
て
は
彼
れ
も
や
は
り
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
認
識
の
領
域
と
意
欲
の
領 

域
と
を
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
、『

科
学
的
社
会
主
義』

な
る
も
の
は
、
一
個
の
自
己
撞
着
で
あ
り
、
黄
金
製
の
蹄
鉄
と
い
う
に
も
等
し
い
も 

の
で
あ
る
と
い
っ
た
の
は
、

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対
し
て
誰
れ
も
が
先
ず
抱
く
疑
問
に
答
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。…

…

デ
ィ
ー
ル
の
方
は
、…

…

読 

ん
で
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
よ
う
に
は
面
白
く
な
い
。
し
か
し
、…

…

彼
れ
は
よ
く
長
き
を
厭
わ
ず
原
文
を
引
用
し
て
く
れ
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
重
要 

な
社
会
主
義
文
献
の
内
容
を
、
原
文
に
よ
っ
て
一
通
り
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
て
彼
れ
も
ま
た
社
会
主
義
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
 

勿
論
彼
れ
の
シ
ュ
タ
ム
ラ
ァ
の『

経
済
と
法』

.
に
基
づ
く
唯
物
史
観
批
判
は
、
当
時
学
生
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
ま
だ
難
解
で
、
齒
が
立
た
な
か
っ 

た
が
、
ご
く
現
実
的
な
立
場
か
ら
、
社
会
主
義
共
同
経
済
の
実
現
困
難
を
指
摘
し
た
諸
箇
条
は
、
な
る
ほ
ど
そ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
城
此」 

の
で
あ
る
。

■

要
す
る
に
理
解
の
程
度
は
、
未
だ
浅
か
っ
た
が
、
先
生
は
慶
応
義
塾
教
授
達
の
講
義
に
よ
っ
て
、
欧
州
の
最
新
の
経
済
学
や
社
会
思
想
史
研
究 

の
動
向
を
示
す
教
材
に
よ
っ
て
、
新
し
い
学
問
の
洗
礼
を
う
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
、

セ
リ
グ
マ
ン
、

マ
ー
シ 

ャ
ル
に
よ
っ
て
限
界
思
想
を
、
マ
ル
ク

シ
ズ
ム
に
批
判
的
な
ゾ
ム
バ
ル
ト
や
デ
ィ
I

ル
に
よ

っ

て
社
会
思
想
の
大
要
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
批
判
的 

小
泉
先
生
と
唯
物
史
観 

一
三
九(一
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論
点
の
若
干
I

f

れ
た
わ
け
2

る
。
当
時
S

I

I

、
福
沢
先
生
と
そ
の
豪
子
に
よ
る
洋
学
一
般
I

入

•
紹

介

•
議

の

段

階 

力
ら
’
夕
国
人
議
に
よ
る
経
済
学
の
各
部
門
の
議
の
時
期
を
経
て
、
慶
応
義
塾
出
身
者
に
よ
る
専
門
学
者
の
養
成
と
そ
れ
に
よ
る
議
の
新 

し
I
時
抑
に
入
っ
て
い
た
。
先
生
が
聴
講
さ
れ
た
教
授
達
の
す
べ
て
は
、
福
田
博
士
の
ほ
か
は
、
海
外
留
学
を
終
えV

霸
さ
れ
た
塾
出
身
の
新 

進
気
鋭
の
人
々
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
慶
応
義
塾
は
、
官
学
に
捨
抗
す
る
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
の
先
端
を
切
る一

大
学
塾
を
な
し
て
い
た
。

こ
の 

■
よ
う
に
づ
泉
先
生
は
日
本
に
お
け
る
経
済
学
の
草
創
期
に
学
生
生
活
を
過
.ご
さ
れ
た
の
で
あ
る
0

_
方
明
治
三
十
三
年
に
ド
ィ
ッ
の
同
名
の
学
含
ち
な
ん
で
設
立
さ
れ
た
日
本
社
会
政
策
学
会
は
、
先
生
の
在
学
中
の
明
治
四
十
年
以
来
、
 

年
次
大
会
を
催
し
て
い
た
。
先
生
に
よ
れ
ば「

こ
の
学
含
員
の
社
会
主
義
に
対
す
る
研
究
は
、
概

し

て

義

f

の
で
、
社

会

主

義

批
判
論
と 

し
て
今
日
も
な
お
読
む
べ
き
も
の
は
極
め
て
稀
れ
.で
あ
る
。
丨

ひ

と

り

社
会
主
義
批
判
者
の
程
度
が
.低
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

同
時
に
社
会 

主
義
者
自
身
の
紹
介
や
主
張
も
不
正
確
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

当
時
、
幸
徳
、
挑
、
木
下
、
西
川
の
名
は
、
既
に
大
学
生
の
間
に
知
ら
れ
、
そ
の 

著
訳
も
読
ま
れ
て
い
た
が
、
.…

：

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
紹
介
及
び
_

に
な
る
と
、

慶

の

低

い
こ
と
が

多
か(

@

」

状

況
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
と
き
、
小
泉
先
生
I

応

義

塾

峯

業
さ
れ
、
明

治

四

土

一

一

年

五

月

二

十

晉

、
今
日
も
な
お
真
相
I

点

が

き

と

い

わ

れ

て 

い
る
幸
徳
秋
水
ら
の
無
政
府
主
義
者
に
よ
る
大
逆
事
件
が
発
生
し
、
幸
徳
ら
十
二
名
は
翌
年
一
月
二
十
四
日
に
死
刑
執
行
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
は 

全
国
民
に
大
衝
撃
を
与
え
た
。
小
泉
先
生
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
.記
述
さ
れ
て
い
る
。

「

幸
徳
伝
次
郎
一
派
に
よ

っ
て
企
て
ら
れ
た
と
い
う
大
逆
事
件
は
、

強
い
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
ま
し
た
。

幸
徳
は
無
政
府
主
義
を
奉
ず
る
も

の

だ

と
伝
え
ら
れ
た
。

無
政
府
塞
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

ま
S

無
主
f

は
い
か
な
る
もQ

が
。

無
政
府
義

者

が

そ

れ

8

1

と
い
う

『

実
行
宣
伝』

(propagande p
a
r
l
e

 fait )、

フ
ラ
ン
ス
に
起
っ
た
急
進
的
組
合
運
動
者(

サ
ン
ジ
ヵ
リ
ス
ト)

が
唱
え
る
と
い
う
直
接
行
動
と
は
、

か
な
る
も
の
か
。
人
び
と
は
そ
れ
を
麗
に
し
、
博
学
I

輝

は

『

一
一
一
田
文
学

』

S

せ

た『

食
堂』

と
.い
う
小
説
形
式
の
一
文
で
、
そ
§

 

説
と
評
価
を
試
み
た
り
し
ま
し
た
。

人
び
と
は
し
き
り
に
.『

危
険
思
想』

.と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
。
危
険
思
想
が
青
年
に
と
っ
て
魅
力
の
な
い
箸
が
な
い
。
当
時
、
私
た
ち
の
同
僚 

や
同
年
蕺
の
友
人
に
社
会
主
義
者
と
称
す
べ
き
も
の
は
見
当
ら
な
か
づ
た
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
主
義
に
対
し
て
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
、
 

皆
な
一
様
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
好
い
で
し
ょ
う
。
幸
徳
伝
次
郎
、
堺
利
彦
の
共
訳
に
よ
る『

共
産
党
宣
言』

な
ど
も
、
私
た
ち
は
す
で
に
読
ん
で 

い
ま
し
た
。

堺
た
ち
は『

宣
言』

を
英
訳
文
か
ら
訳
し
た
の
で
あ
り
、
今
考
え
る
と
理
解
に
不
十
分
の
嫌
が
あ
.り
、
訳
語
の
不
適
当(

殊
に
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー

を
訳
し
て
紳
士
闕
と
し
た
こ
と)

な
個
所
も
あ
っ
.た
の
で
あ
る
が
、

訳
者
は
二
人
と
も
有
名
な
文
章
家
で
あ
る
し
、

そ
の
力
強
く
弓
き
緊
ま
っ
た
文

章
体
は
十
分
青
年
た
ち
を
弓
き
つ
け
る
も
の
を
持
っ
て
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
後
年
或
る
機
会
に
堺
が
率
直
に
私
に
告
白
し
た
通
り
、
幸
徳
、
堺
両
人
も
、
久
し
く
マ
.ル
ク
ス
を
知
っ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、

「

宣
言」

の
如
き
も
翻
訳
す
る
と
き
に
初
め
て
読
ん
だ
位
の
次
第
で
あ
っ
た
と
，い
う
こ
と
で
'す
。J

方
マ
ル
ク
ス
に
対
す
る
批
判
が
、

こ
れ
ま
た
.

幼
稚
な
も
の
で
、
当
時
大
学
教
授
側
で
マ
ル
ク
ス
を
よ
く
読
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
た
の
は
福
甶
徳
三
：博
士
が
第
一
で
、
博

士

は『

資
本
論』

全
三

巻
を
読
み
、
自
ら
そ
の
索
引
を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ(

そ
の
頃
、
ま
だ「

資
本
論」

..の
索
引
は
出
来
て
い
な
か
っ
た)

、
.し
ば
し
ば
マ
ル
^

ス
の
深
遠
と

難
解
に
つ
い
て
は
語
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
系
統
的
な
も
の
は
何
も
発
表
し
て
な
か
っ
た
。

当
時
す
.で
に
ヵ
ン
ト
派
哲
学
者
ス
タ
ム
レ
ル
の
マ
ル
ク
ス
批
判
は
、
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
さ
れ
て
い
た
が
、
.
よ
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
と
思

う
。
ベー

ム
の
価
値
論
批
判
、
ベ
ル
ン
シ
タ
イ
ン
の
修
正
、

ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
資
本
論
展
開
は
、
何
れ
も
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
行
わ
れ

(

注
14)

て
い
た
が
、
日
本
の
学
界
は
あ
ま
り
問
題
に
せ
ず
、
概
し
て
呑
気
な
も
の
.で
あ
っ
たJ

。

■先
生
が
二
十
ニ
歳
の
青
年
期
に
、
幸
徳
事
件
に
よ
っ
て
^
何
に
深
い
衝
撃
を
う
け
ら
れ
た
か
は
、

七
十
四
歳
の
五
十
一
一
年
後
に
書
か
れ
た
右
の 

迫
力
あ
る
筆
致
の
一
文
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。「

危
険
思
想
が
青
年
に
と
っ
て
魅
力
の
な
い
箸
が
.な
い」

■と
い
う
の
は
、
，先
生
自
身
を
含
む 

当
時
の
気
概
に
富
ん
だ
青
年
の
動
向
を
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
先
生
は
、
幸
徳
事
件
の
四
十
三
年
に
塾
を
卒
業
後
、
助
手
に
採
用
さ 

小
泉
先
生
と
唯
物
史
観 

..
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れ
た
が
、
講
義
の
義
務
も
な
い
.の
で
、
水
上
滝
太
郎
等
と
一
緒
に
文
科
の
教
豪
出
入
し
て
、
永
井
荷
風
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
や
小
山
内
薰
の
イ
プ 

セ
ン
謹
を
傍
聴
し
た
り
、

芝
居
を
見
た
り
さ
れ
た
。

そ

し

て

「

小
山
内
薰
の
主
宰
す
る
自
由
劇
場
が
濠
端
の
有
楽
座
で
ゴ
ル
キ
イ
の『

夜
の 

宿』
(

ど
ん
底)

を

上

演

し

擧…

••
こ

の『

夜

の

宿

』

の
，
舞

台

稽

古

も

、

.小
山
内
に
許
さ
れ
て
、
見

て

響

V
た
の
を
憶
え
て(I

が」

と

f
 

れ

，「

ま
た
、
世
俗
反
抗
の
気
概
に
富
ん
だ
荷
風
の
作
品
が
私
た
ち
の
讚
嘆
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
の
事
実
^

J

と
述
べ
ら
h
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
は
、
正
義
感
の
強
い
青
年
達
の
社
会
問
題
へ
の
閨
心
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
関
心
を
一
層
刺
激
し
た
も
の
で
あ
t

ま
し
て
大 

逆
事
件
と
L

う
大
事
件
力
起
っ
た
が
、
社
会
墨
の
何
た
る
や
が
未
だ
一
般
に
理
解
さ
れ
ず

、

た

だ『

危
険
思
想』

と
い
う
無
知
な
流
零
で
、
 

当
時
の
社
含
矛
盾
を
靈
し
よ
う
と
す
る
世
俗
的
傾
向
に
、
讓

I

震
に
富
ん
だ
青
年
が
、
反
撥
し
、：
も
ら
と
根
本
的
に
社
会
思
想
を
探

ダよと
するの
卜当然
の心境
と

L
わ
ね
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
.っ
て
時
代
の
潮
流
に
深
く
心
を
寄
せ
る
者
は
、
共

畫

義

、
無
政
府
主 

義

1
*

、

、
力

ズ

ム

の

n
ナ
る
か
を
ま
ず
系
統
的
に
知
ら
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。
崖

、
欧
州
の
文
献
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
理
解
し
、
ま
た 

如
何
な
る
批
判
的
見
解
が
あ
る
か
も
学
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
歴
史
の
足
音
を
聴
き
う
る
感
受
性
の
あ
る
誰
か
に
よ
っ
て
、

な

さ

れ

ね
 

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

I

代

Q

i
で
あ
り
、
歴
史
的
要
請
で
あ
っ
た
。
こ
の
.歴
史

的

裳

I

担
っ
た
者
こ
そ
が
、
青
年
学
徒
•
小
泉
信 

三
で
あ
っ
た
す
で
に
在
学
中
に
外
国
語
の
読
解
力
を
磨
き
、
福
田
博
士
等
の
教
授
變
よ
っ
て
社
倉
想
や
マ
ル
ク
ス
資
本
論
研
究
の
ぶ
を 

ひ
ら
き
、
最
新
の
限
界
効
用
学
説
を
知
り
、
ゾ
ム
パ
ル
ト
や
デ
イ—

ル
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
霸
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
解
す
る
若
き
小
泉
先
生 

は
、
日
本
の
低
い
研
究
I

裏

り

S

る
た
め
に
も
、
研
究
資
料
の
宝
庫
の
観
が
あ
る
欧
州
に
留
？

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
弁
証
法 

が
に
し
う
な
ら
は
主
体
的
条
件
と

客
観
的
条
件
と
の
高
い
段
階
で
の
統
一
で
あ
っ
た
。

(

パ
U

FP
?

ニ 
f

g

J±
一一年
十
へ
一
月
号
所
載
の「

師

•
友

•
学
問」

( 「

今
の
日
本」
慶
友
社
、
昭
和
二
十
五
年
刊
お
よ
び「

現
代
随
想
全
集
6」

東
京 

昭
1
ニ
十
ノ
年
p

b
収)

「

わ
が
日
常」

、
新
潮
社
、
昭
和
三
十
八
年
刊
中
の「

時
々
所
感」

の
ー
篇
た
る「

中
3
へ
ロ
ャ
ル
テ
イ)

」
(

現
尤
人
上

p

「

U

一

「

I

!

 

I

I

、
謹

十

一

蒙

「

I

」

^

な
お
先
生
の
生
涯
を
知
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
し
て
は
,'
自
ら
の
執
筆
に
な
る
左
記
の
伝
記
的
著
作
が
あ
げ
ら
れ
る
。
'

⑴

「

わ
が
大
学
生
活」

、
中
央
公
論
、
春
季
特
大
号
所
載
、
昭
和
十
三
年
刊( 「

大
学
生
活」

岩
波
書
店
、
昭
和
十
四
年
刊
所
収
。「

私
の
大
学
生
生
活」

と
改
題
し
て「

小
泉
信
三
選
集」

第
二
巻
、
文
芸
春
秋
新
社
、
昭
和
三
十
ニ
年
刊
お
ょ
び「

現
代
人
生
論
全
集
3
J
の

「
小
泉
信
三
集
、

雪
華
社
、
昭
和 

四
十
一
年
刊
に
所
収)

⑵

「

私
と
社
会
注
義J

、
「

文
芸
春
秋」

、
昭
和
二
十
五
年
一
月—

三
月
号
所
載( 「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

、
文
芸
春
秋
社
、
昭
和
二
十
五
年
刊
。「

現
代
随 

想
全
集
6
J
の

「

小
泉
信
三
集」

、
東
京
創
元
社
、
昭
和
二
十
八
年
刊
。「

昭
和
文
学
全
集
27」

の

「

小
泉
信
三
集」

、
角
川
書
店
、
昭
和
二
十
八
年
刊
。「

小 

東
信
三
選
集」

第
一
巻
、
文
芸
春
秋
新
社
、
昭
和
三
十
ニ
年
刊
。「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

文
庫
本
、
角
川
書
店
、
昭
和
三
十
ニ
年
刊
に
そ
れ
ぞ
れ
所
収)

⑶

「

わ
が
住
居」

、「

新
文
明」

、
昭
和
三
十
一
年
四
月
丨
三
十
ニ
年
二
月
号
所
載{ 「

思
う
こ
と
憶
い
出
す
こ
と」

、
新
潮
社
、
昭
和
三
十
一
年
刊
お
ょ
び 

「

わ
が
日
常」

、
新
潮
社
、
昭
和
三
十
.八
年
刊
に
所
収)

⑷

「

私
の
履
歴
書」

、
日
本
経
済
新
聞
、昭
和
三
十
七
年
一
.月一

日
丨
三
十
一
日
所
載( 「

私
の
履
歴
書」

、
日
本
経
済
新
聞
社
、昭
和
四
十
一
年
刊
に
所
収)

(

注
2)

「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

、
角
川
文
庫
版
、
昭
和
三
十
ニ
年
刊
中
の「

私
と
社
会
主
義J 、

七
四—

七
五
頁
。「

福
田
博
士
は
、
母
校
の
一
橋
で
校
長
と 

衝
突
し
て
逐
わ
れ
た
の
を
、
明
治
三
十
八
年
に
塾
が
招
聘
し
て
始
め
講
師
に
、
次
い
で
教
授
に
し
た
の
で
あ
る
：
：
：
私
が
予
科
か
ら
本
科
へ
進
む
と
き
理
財 

科
‘(

経
済
学
部
前
身)

を
棄
て
て
故
ら
に
政
治
科
を
択
ん
だ
の
は
、…

…

政
治
科
な
ら
ば
福
田
さ
ん
の
講
義
が
確
実
に
聞
け
る
か
ら
と
い
う
、
や
は
り
上
級 

に
い
た
心
酔
者
の
す
す
め
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る(

理
財
科
で
は
福
田
さ
ん
の
講
義
す
る
級
と
、
し
な
い
級
が
あ
っ
た)

。

そ
の
政
治
科
の
一
年
で
、
博
士 

は
当
時
あ
ら
た
に
出
た
コ
ロ
ム
ビ

ヤ
大
学
の
セ

リ
グ
マ
ン(seligman. Principles of Economics, 1

9
0
5
)

^.
使
っ
て
、
た
し
か
純
正
経
済
と
い
う
科
目 

名
の
下
に
経
済
原
論
を
講
じ
て
い
た
。…
…

私
に
学
問
に
対
す
る
興
味
を
喚
起
し
、
学
校
教
師
に
な
り
た
い
と
い
う
志
を
起
さ
し
め
た
も
の
は
、
第
一
は
福
■■
 

田
博
士
で
あ
っ
た
。」

「

私
の
大
学
生
生
活」

、
現
代
人
生
論
全
集
3
、
小
泉
信
三
集
、
昭
和
四
十
一
年
、
.雪
華
社
刊
、

一
八—

ニ
ー 

頁
。

(

注
3)

「

私
の
大
学
生
生
活」

、
前
掲
書
、
ニ 

一
 ー

ニ

ニ

頁

。

(

，
注
4)

前
掲
書
、
ニ
四
頁
。

(

注
5

、
6

)

前
掲
書
、
ニ
六
頁
。

.
 

• 

.

(

注
7)

前
掲
書
、
三
〇
|
三
一
頁
。

(

注
8)

前
掲
書
、
三
一
頁
。

(

注
9)

「

師

•
友

.
学
問」

、「

今
の
日
本」

所
収
、
二
八
三
頁
。

(

注
10)

先
生
は
、
こ
の
文
章
の
表
現
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
と
マ
ル
ク
シ
ス
ト
の
一
部
と
を
区
別
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
ニ
年
に
先
生
の
編
纂
解
題
に
な 

る
福
沢
論
吉「

民
情
一
新」

を
発
行
し
た
常
松
書
店
主
の
私
の
友
人
た
る
常
松
己
一
君
.に
対
し
て
、
同
書
の
刊
行
ま
も
な
い
頃
、「

私
は
反
マ
ル
ク
ス
で
は

小
泉
先
生
と
唯
物
史
観 

• 

.
1

四

三

(
一

三一

三)



- 

1

四

四

(
一

三
一
四)

な
く
、
反

マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
あ
る」

と
先
生
は
語
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
年
末
に
.

発
表
さ
れ
た
前
掲
の「

師
.

友
•

学
問」

に
お
い
て
、
っ

ぎ

の

よ

う

に

述

べ

ら
 

れ
た
。「

一
体
、
ど
こ
で
も
オ
ゥ
ソ
ド
ッ
ク
ス
派
と
い
ふ
も
の
が
、
そ
の
本
尊
の
一
，言
一
句
に
、
適
度
以
上
に
重
み
を
つ
け
て
、
そ
の
人
に
過
ち
が
な
い
も
の 

と
し
て
取
扱
つ
た
り
し
て
、
局
外
か
ら
見
る
と
本
然
を
誤
ま
つ
て
居
る
こ
と
が
屢
々
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
現
に
吾
々
が
マ
ル
ク
シ
ス
ト
が
マ
ル
ク
ス
に
対
す 

る
態
度
を
見
.

る
と
よ
く
判
る
。

マ
■ル
ク
ス
が
或
る
時
、
少
し
苦
笑
の
気
分
で
、
自
分
は
マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
は
な
い
と
い
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
や 

う
に
福
沢
先
生
の
お
弟
子
が
、
下
手
に
先
生
を
振
り
廻
す
の
を
見
た
‘
ら
、

先
生
は
自
分
は
福
沢
主
義
者
で
は
な
い
、
と
言
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
。
と 

.

い
ふ
こ
と
を
考
へ
、
学
生
に
先
生
の
偉
大
を
説
く
と
共
に
、
先
生
に
対
し
て
、
批
判
的
精
神
を
発
揮
し
て
、
先
生
を
悪
く
い
.つ
て
も
ち
つ
と
も
差
支
へ
な
い

と
レ

ふ
こ
と
を
よ
く
話
し
た
も
の
で
す
。
.

.

.

.矢
張
人
の
こ
と
を
英
雄
化
し
、
美
化
し
て
、
言
葉
を
飾
る
よ
り
、

有
り
の
ま>

1

に
書
く
と
い
ふ
こ
と
が
、
真

実
そ
の
人
を
伝
へ
る
所
以
で
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
人
に
対
し
て
好
意
を
感
じ
さ
せ
る
所
以
で
も
あ
る
.

.

.

.

」
「

今
の
日
本
1_

ニ
七
六
丨
ヒ
、
二
八

三
頁
。

(

注
11

、
12)

「

私
の
大
学
生
生
活」
、
前
掲
書
、
三
ニ
頁
。
 

,

(

注
13)

「

私
の
大
学
生
生
活」

、
前
掲
書
、
ニ
九—

三
〇
頁
。
 

•

•

(

注
14)

「

私
の
履
歴
書」

、
日
本
経
済
新
聞
社
、
.

昭
和
卧
十一

年
刊
、.
四
九
丨
五
—:

頁
。
 

.

「

会
員(

日
本
社
会
政
策
学
会
会
員
-
-
-
筆
者̂

)

の
中
最
も
学
者
的
で
、
且
っ
進
歩
的
だ
と
見
ら
れ
た
一
人
は
福

田
博
士
で
あ
っ
た
。
当

時

|$
士
ユ
マ
ル

ク
ス
.

の
資
本
論
三
巻
を
読
破
し
た
•

こ
く
少
数
の
学
者
の
一
：人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
し
か
.

し
博
士
は
、
' 

頻
り
に
マ

ル
ク
ス
の

深
遠
な
る
こ
と
や
難 

解
な
る
こ
と
を
説
い
て
、
学
者
の
興
味
を
刺
激
す
る
こ
と
は
し
た
が
、

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
対
す
る
実
質
的
な
批
評
と
い
う
も
の
は
、
当
時
に
お
い
て
は
ま
ビ 

一
っ
も
発
表
し
て
な
か
っ
た
。
福
田
博
士
に
し
て
既
に
こ
の
通
り
だ
か
ら
、
他
の
一
般
の
状
況
は
察
す
'

べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
の
欧
羅
巴
、
こ
と
に 

ド
ィ
ッ
の
学
界
に
比
し
、
ま
た
近
年
の
日
本
の
学
界
に
比
し
て
、
甚
だ
し
く
水
準
の
低
い
も
の
で
.

あ
っ
た
。」

「

私
の
大
学
生
生
活」

、
前
掲
書
、
ニ
九
頁
。

(

注
15
>

「

私
の
履
歴
書」

、
四
ニ
頁
。

. 

.

(

注
16)

同
書
、
四
三
頁
。
 

'

海
，外
留
学
の
成
果

づ

泉

先

生

の

留

学

は

大

正

元

年(

一
九
一
ニ)

九
月
神
戸
を
立
ち
、

大

正

五

年(
一
九
一
六)

三
月
帰
国
す
る
ま
で
で
あ
っ
た
。

二
十
四
歳
か 

ら
ニ
叶
八
歳
の
期
間
で
あ
る
。

一
九
一
ニ
年
十
一
月
ロ
ン
ド
ン
.に
着
き
、
翌
年
十
月
ま
で
ロ
ン
ド
ン
経
済
学
校(London School of Economics)

に
学
び
、
.同
校
で
キ
ヤ
ナ
ン
、
ボ
ウ
レH

、

フ
ォ
ッ
ク
ス
ウ
ヱ
ル
教
授
等
の
講
義
を
聴
講
さ
れ
た
。
当
時
は
ア
ス
キ
ス
の
自
由
党
内
閣
が
ア
イ
ル

ラ
ン
ト
党
や
労
働
党
'を
与
党
と
し
て
社
会
政
策
を
遂
行
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
労
働
階
級
の
不
満
が
起
り
、
ア
メ
リ
カ
の
過
激
な
I 
‘
 

W-.
 
W

運
動
や
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
的
サ
ン
ジ
カ
リ

ズ
ム
が
輸
入
さ
れ
て
労
働
不
安
が
高
.ま
っ
て
い
た
。
，先
生
は
；フ
.エ
ビ
ヤ
ン
社
会
主
義
者
の「

マ 

ル
ク
シ
.ス
ム
に
対
す
る
批
評
的
態
度
と
、
ほ
と
ん
ど
理
論
を
持
た
ぬ
と
と
い
.：っ
て
も
好
い
ほ
：ど
の
現
実
的
な
主
張
に
興
味
を
感
じ
、
彼
等
の
智
囊 

で
あ
り
、
辞
書
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
ゥH

ッ
ブ
に
注
意
を
向
け」

、
そ
の
著
書
の
多
く
を
読
ま
れ
た
。
先
生
自
身
は
、
.

「

恐
ら
く
ど
こ
に
も
ゥ 

エ
ッ
ブ
の
影
響
を
受
け
て
は
い
な
い」

が
、：
彼

に

お

い

て「

飽
く
ま
で
も
現
実
の
事
実
を
重
ん
じ
、

こ
れ
を
精
査
し
、

い
か
な
る
他
、
の
ィ
ズ 

ム
，に

も

術

も

動

.か

さ

る

る

こ

と

，
な

く

、

.強
固
な
意
志
を
も
.っ
，て
着
実
な
自
分
の
歩
み
を
進
め
る
社
会
科
学
者
を
見
出
し
た
の
は
'

一
 

の
大
き 

い
収
«*
で
あ
3
た」

と
さ
れ
て
い
る
。：

先
生
は
ま
た
、
新
聞
の
報
ず
る
猶
々
の
出
来
事
に
.色
々
の
刺
激
を
受
け
、
こ
と
に
英
国
自
由
主
義
の
変
化
を
示
す
諸
種
の
事
件
が
強
い
刺
激
に 

.な
り
フ
様
々
め
思
想
の
影
響
に
も
ょ
る
が
、「

ィ
ギ
リ
：ス
に
い
る
間
に
、.
近
世
社
倉
想
の
変
遷
を
尋
ね
、：

こ
れ
に
対
す
る
批
判
の
態
度
を
定
め 

た

い

，と

思

い

立
.っ
て
へ
.
少

し

ず

つ
ノ
丨
ト
を
作
り
始
め
た」

の
で
あ
る
。
こ
•う
い
う
批
判
的
な
社
会
思
想
史
の
研
究
に
と
.っ
て
欠
く
ベ
か
ら
ざ
る 

も

の

は

こ

れ

.に
関
す
る
文
献
資
料
の
入
手
.で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
生
は
、
..つ
ぎ
の
ょ
う
な
事
実
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「

ロ
ン
ト
ン
の
ネ
ル
ソ
ン

の
記
念
柱
の
立
つ
ト
ラ

フ
ア
ル
ガ
ア

•
ス
タ

.エ
ヤ
丨
。

そ

ス
ク

H

ヤ
丨
か
ら
北
の
方
へ
オ
ク
ス

フ
オ
丨
ド
街
に
通
ず 

る
街
路
が
チ
エ
ア
リ
ン
グ

.
ク
ロ
ス

ロー

.ド
と
い
う
古
本
屋
町
で
あ
る
が
、
そ
の
.中
ほ
ど
の
東
側
に
ヘ
ン
.
ダ
ー
ス
ン

と
い
う
、

あ

ま

り

ス
ト
ッ
ク 

の
な
I
書
店
が
あ
っ
た
。
私
は
人
に
き
い
て
こ
の
店
を
さ
が
し
允
の
か
、
或
は
偶
然
自
ら
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
か
、

も
う
憶
え
て
い
な
い
が
、
 

こ
れ
が
急
進
思
想
書
の
専
門
店
.で
あ
.っ
た
の
で
.す
。
 

.

入
っ
て
見
る
と
，棚
は
皆
な
そ
の
種
の
書
籍
、
殊
に
小
冊
子
類
で
一
杯
で
し
'た
。『

共
産
党
宣
言』

は
無
論
あ
る
。
プ
ル
ド
ン
、
バ
ク
丨
エ
ン
、
 

ク

ロ

ポ

ト

キ

ン
タ

ッ
カ

ー
と

い
う
無
政
府
主
義
者
の
も
の

.

は
あ
る
。

吏

に

婦

人

参

政

権

主

、
張

の

も
め
が

あ
る
.。
自
由
恋
愛
主
義
の
も
の
が
あ 

る

吳
す
る
に
政
府
と
私
有
財
産
制
度
と
一

夫 
一

#■
婚
、
そ
の
他
す
ベ

て
現
行
秩
序
に
反
抗
す
る
.一
切
の
主
張
の
文
書
は
皆
な
集

ま

っ

て
い
る 

小
I

f

唯
物
史
観 

。
 

一

四

五

i

i
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四

六

(

ニ
ー
ニ
六)

と
..-;■-

う
.次
第
で
あ
っ
'た
。

そ
う
し
て
、
そ
れ
等
の
文
書
は
、
.明
治
末
、
大
正
初
め
の
日
本
で
は
、
禁
断
の
書
，で
あ
る
か
、
或
は
遠
慮
し
な
が
ら
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ 

う
な
出
版
物
で
あ
っ
た
。
，禁
断
は
欲
望
を
煽
る
。
私
.は
何
.か
秘
密
の
鉱
脈
で
も
発
見
し
た
：よ
う
な
気
持
.ち
で
、
.そ
の
店
へ
通
っ
た
。
'1
沢
せ
ず
に 

一
棚
そ
っ
く
り
買
う
よ
う
な
こ
と
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
平
た
く
並
べ
た
小
冊
子
類
が
主
で
あ
る
か
ら
、
値
段
は
知
1
 

た
も
の
.で
あ
る
。

.

' 

:

••
.
£
.
れ
に
よ
っ
て
私
は
急
に
急
進
文
書
に
対
す
る
知
識
を
増
し
た
。
他

11
1
、
そ
れ
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
、
驚
か
な
く
な
っ
た
よ
う
に
も

^
わ

1

(

注 
3

) 

/

る」

。
 

‘
 

，

,

こ
の
こ
と
は
、
先
生
の
社
会
思
.想
史
研
究
の
熱
意
が
如
何
に
強
か
っ
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
日
本
で
は
禁
断
の
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
を 

自
由
に
入
手
し
、
自
由
に
読
め
る
研
究
の
自
由
を
、
先
生
は
ロ
ン
ド
ン
の
旅
舎
に
お
い
て
、
静
か
に
エ
ン
ジ
ョ
イ
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
 

:

約
ー
.年
間
の
_ロ
.ン
ド
ン
で
の
滞
在
の
後
、

大
正
.ニ

年

2
九
一
三)

の
十
一
月
か
ら
翌
年
八
月
の
第
一
.次
欧
州
大
戦
勃
発
ま
で
の
期
間
、

先
生 

は
べ
ル
リ
.ン
大
学
の
シ
ュ
モ
ラ
ー
、

ヮ
グ
ナ
ー
の
両
大
家
の
講
義
を
聴
き
、

ヘ
ル
ク
ナ
ー
、
ボ
ル
ト
キ
ゥ
ィ
ッ
ッ
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
I
を
聴
講 

し

.高
等
商
業
学
校
の
ソ
ム
パ
ル
ト
の
講
義
を
も
聴
か
れ
た
。
当
時
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
と
ゾ
ム
バ
ル
ト
は
五
十

歳
を
迎
え
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
 

ォ
ッ
ぺ
.ン
ハ
イ
マ
ー
の
講
義
内
容
は
、

彼

の

大

著「

純
粋
及
び
政
治
経
済
学
理
il」

H
f

s*̂

ミ

目

E 

politischen 

Oekonomie, 

1
9
1
3

 

と
大
体
同
じ
で
あ
っ
た
由
で
あ
る
。
ゾ
ム
バ
ル
ド
は
後
年
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
批
判
者
で
は
な
く
、
未
だ
マ
ル
ク
ス
に
同
情
を
持
っ
て
い
た
よ
う 

.で
あ
る
。
'

.

.

大
正
三
年(

一
九
一
四)

_八
月
の
第
一
次
大
戦
の
勃
発
前
夜
に
お
け
る
当
時
の
第
.一
党
た
る
ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
の
対
戦
態
度
は
、

先
生
の
注 

目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
先
生
は
同
党
の
開
戦
反
対
の
演
説
会
に
行
か
れ
た
。
同
党
が
遂
に
開
戦
賛
成
に
決
し
、
ド
イ
ッ
社
会
民
主
党
の
崩
壊 

の
端
を
開
い
た
歴
史
的
礙
件
を
体
験
さ
れ
た
。
先
生
は
後
年
、

「

社
会
党
の
態
度
を
決
せ
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
、

政
府
の
強
田
か
、
民

心
の
離
反
を
恐
れ
た
た
办
' 

M

い
ば
更
に
マ
ル
ク
入
主
義
者
の
.胸
奥
.に
も
Y
真
に
階
級
的
利
害
.を
忘
れ
て
、
袓
国
の
產
に
起
つ
こ
と
を
促
す 

も
の
が
燃
え
起
っ
た
の
で
あ
る
力
恐
ら
く
屢
は
複
雑
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
に
社
会
科
学
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
且
つ
困
難
な
麗
が
あ 

る
.答
で
あ
る
。
当
時
、
私
は
こ
の
問
題
を
、
も
っ
と
深
く
考
え
.て
、
，
或
る
結
論
を
得
て
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
実
は
そ
こ
ま
で
考
え
ず

、

…
…

 

表
面
的
経
過
に
興
味
を
感
じ
て
、
再
び
イ
ギ
リ
ス
に
落
ち
着
げ
た) 」

.
と
述
懷
さ
れ
て
い
る
。

二
度
目
の
イ
ギ
•リ
ス
滞
在
は
、
一
九
一
四
年
の
秋
か
ら
擊
の
夏
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
.大
半
.を
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
で
送
り
、ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で 

は
、ビ
グ
ゥ
と
ケ
イ
ン
ズ
の
講
義
を
聴
講
さ
れ
た
。

一
九
一
五
年
十
月
以
降
大
陸
に
渡
り
、
翌
年
の
大
正
五
年(

一
九
二
ハ)

一
一
一
月
に
帰
国
さ
れ
た
。

先
生
の
留
年
期
隹
は
第
一
次
大
戦
直
矿
と
開
戦
期
間
中
の
約
三
ヵ
年
半
だ
っ
た
が
、
先
生
は
欧
州
を
中
心
と
す
る
世

界
の
激
動

期
の
'渦
中
に 

あ
っ
.た
•わ
け
で
あ
る
。
戦
争
の
た
め
に
平
静
な
勉
学
は
妨
げ
ら
れ
た
；で
あ
.ろ
う
が
、
日
露
戦
争
後
の
激
動
期
の
学
生
時
代
と
共
に
、
稀
有
の
体
験 

を
.さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
"「

私
と
社
会
主
義
/.
に

，お

い

て

、

留

学

時

代

を

回

顧

し

，
て

.左
の
よ
う
に
記
述
，さ
れ
て
い
-る
.。

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
.「

十
九
世
紀
以
来
の
自
由
主
義
の
変
化
、

自
由
主
義
と
社
会
主
義
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
深
く
考
へ
.さ
せ
ら
れ
た
の
は 

当
然
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
も
ち
ろ
ん
私
は
留
学
以
前
か
ら
社
会
主
義
の
麗
に
は
注
意
を
惹
か
れ
、…

…

福
由
博
士
に
よ
る
啓
発
は
別
と
し
て
も 

ゾ
.ム
バ
ル
ト
や
デ
ィ
丨

ル
の
箸
書
、
進
ん
.で
.は
ご
く
少
し
ば
か
り
の
原
典
に
よ
っ
.：て
あ
る
程
度
の
知
識
と
意
見
と
を
持
っ
て
ゐ
た
.が
、
イ
ギ
リ
ス 

の
社
会
的
現
実
が
私
の
上
f

ら
に
力
強
い
刺
激
と
な
っ
た
こ
と
は
争
は
れ
な
い
.。
.

手

あ

た

り

次

第

に

社

含

義

文

書

を

歡

る

と

と

も 

に
、
..系
統
的
に
近
世
社
会
主
義
思
想
お
よ
び
実
践
運
動
の
由
来
経
過
を
明
：に
し
、
こ
れ

に

対

す

.
る

批

評

的

態

度

を

定

め

た

い

と

の

欲

求

が

漸

く

強
 

く
な
っ
て
I

。
そ
こ
で
別
段
そ
れ
に
つ
い
：て
学
校
で
講
義
な
ど
す
る
と
.い
ふ
あ
て
も
.な
し
に
、
少
し
づ
ら
'近
世
社
会
襄
に
関
す
る
ノ
オ
ト
を

作
り
始
め
、
ド
イ
ッ
、に
転
学
し
て
の
ち
も
そ
れ
を
つ
へ
、つ
け
だ
。
の
，ち
に
帰
朝
し
て
慶
応
義
塾
で
社
会
問
題
を
担
当
し
た
と
き
、
.差
あ
た
り
役
に
立
.
 

っ
た
の
は
こ
の
時
以
来
心
が
.け
て
ゐ
た
ノ
オ
ト
.で
あ(

^

)」

。

.右
の
よ
う
に
、
小
泉
先
生
.の
留
学
は
、
.先
生
.の
社
会
思
想
史
研
究
と
.マ
ル
.ク
.シ
ズ
.み
.研
究
に
.と
っ
：̂

小
|

生

と

唯

物

史

観

■
 

_ 

一
四
七
.(

1
三
.ー
七
.

)
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五

.
年

四

月

か

ち

の

慶

応

義

塾

，
で
，
の
：

.「

社
会
問
題」

.の
•講
座
担
任
、
.:

ま
た
後9

.
'
「

社
会
思
想
史」

.
講

座

担

任

.
の

第

.一

次

的

準

備

が

完

了

し

た

の

で

あ
 

る

，

そ

の

後

は

こ
.れ

を

深

化.す

る

こ

と

，が
.残

さ
.た
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。

...
唯
物
弁
証
法
に
よ
れ
ば
"
必
然
性
は
偶
然
性
を
.媒
介
.と
.し
て
貫
ぬ
.ぐ
と
.い
わ
れ
る
."
必
然
性
を
認
.め
る
こ
：と
は
偶
然
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
は 

.な

.い
。
し
た
が

っ
て

時

代

以

来

か

ら

の

、先
生
の
思
想
史
的
発
展
を
顧
み
れ
ば
、
日
露
戦
争
後
：の
日
本
資
本
主
義
が
要
請
す
る
系
統
的
.な
社
会 

.思
想
史
研
究
の
必
然
性
が
、
福
田
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
慶
応
義
塾
諸
教
授
め
，講
義
と
：新
鮮
な
教
材
、
卒
業
の
年
に
起

っ
た
幸
徳
事
件
、

ィ

ギ
リ 

ス
ー
に
’お
.げ
■る
社
会
政
策
i

の
見
：聞
、
.
第

一

、
次

太

戦
.の
開
戦
を
め
ぐ
る
ド
ィ
ッ
社
会
民
主
党
の
.見
解
対
立
と
い
う
偶
然
性
を
媒
介
に
し
て
、
小
泉 

.先
生
を
担
.い
手
と
し
て
貧
ぬ
.い
て
.い
.る
と
考
え
ね
.ば
な
■ら
な
い
。：.
し

か

こ
の
歴
史
的
必
然
性
.の
担
い
手
た
.る
先
生
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
社
会 

..思
想
.史
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
と
同
時
に
、.
マ
/ル
ク
ツ
ズ
ム
批
判
の
先
駆
者
で
.あ
る
と
.い
う
矛
盾
を
内
包
さ
れ
て」

い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
泉
先
生
は
、
社
会
思
想
史
研
究
と
：.マ
ル
：ク
シ
.ズ
A
批
判
：の
'道
：を
朱
ノ
ま
れ
る
に
至
っ
た
'の
は
、
自
己
の
主
体
的
条
件
を
客
観
的
条
件
に 

適
芯
さ
'せ
て
行
わ
れ
た
の
：で
.あ
る
>,
そ
の
客
観
的
条
件
を
自
ら
任
意
に
作
り
、
気
ま
ま
に
選
択
し
て
行
わ
れ
.た
の
で
は
な
い
。
前
記
の
慶
応
義
塾 

の
講
座
と
教
授
、
幸
徳
事
#
、
留
学
、.
大
量
の
社
ム
意
想
関
係
資
料
の
書
店
で
の
入
手
な
ど
の
客
観
的
条
件
は
、
先
生
の
意
思
如
何
に
拘
わ
ら
ず 

与
え
ら
れ
た
与
件
的
な
も
の
.で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
.め
ぐ
力
あ
っ
た
と
.い
.う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
偶
然
性
を
媒
介
と
す
る
必
然
性
の
現
わ
れ
で
あ 

つ
.た
：ろ
う
。.

■

 

.

.

.

.

.

. 

.

•L
た
が
っ
て
先
生
が
唯
物
史
観
の
'一
^
を
認
め
て
、「

マ
ル
ク
ス
が『
人
間
は
そ
れ
自
身
の
歴
史
を
造
る
が
、

し
か
し
人
間
は
そ
れ
を
自
由
な 

る
材
料
が
ら
造
.ら
ず
、
自
ら
a
択

し

た

.
事

情

の

も
と
、に
造
ら
な
い
で
、
直
接
目
前
：に
与
へ
ら
れ
た
伝
来
の
事
情
の
も
と
に
こ
れ
を
造
る』

と
い
っ 

た
.の
は
、
.動
か
^
.難
い
真
理
で
あ
る
。
.ま
.た
人
間
の
.視
野
は
そ
.の
徵
境
に
よ
っ
て
限
ら
れ
る
し
、
ま
た
明
か
.，に
，不
可
能
な
る
こ
と
は
企
て
な
い
の 

が
常
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、

マ
ル
ク

ス

が

言

っ

た『

人
類
は
常
に
そ
.の
解
決
し
得
る
問
題
の
み
を
提
起
す
る』

と
い
ふ
言
葉
に
は
多
分
の 

■#
咮

が

含

ま

れ

て

ゐ

る
，！

と
.さ
九
る
見
佛
は
、
先
生
自
身
の
思
想
的
発
展
に
そ
の
ま
ま
ぉ
て
：枕
ま
る
の
で
ぁ
る
。
.

右
の
引
用
文
に
.み
る
如
く
、
先
生
は
唯
物
史
観
の
一
半
を
承
認
さ
れ
て
い
る
0
唯
物
史
観
の
一
部
を
認
め
て
、
他
の
部
分
を
杏
定
す
る
、と
い
う 

こ
と
は
、.

一
つ
の
体
系
と
し
て
の
唯
物
史
観
ま
た
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
も
し
く
は
唯
物
弁
証
法
あ
る
い
は
科
学
的
社
会
主
義
理
論
の
破
砕
を
意
味 

す
る
と
の
厳
密
な
批
判
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
，だ
が
独
自
，の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
批
判
者
と

.L
て
の
小
泉
先
生
の
特
色
が
こ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る
と
考 

免
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
先
生
の
見
解
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
証
明
で
き
る
。•

 
/

「

著
作
者
評
論
者
と
し
て
の
私
の
立
場
に
つ
い
.て
い
う
と
、
私
は
何
時
か
.

.

マ
ル
ク
ス
批
判
者
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
ら
し
い
。

そ
う
し
て
、

そ 

れ
に
異
存
あ
り
ま
せ
ん
。.
私
は
た
し
か
に
_

㈣

者
で
あ
っ
た
。
私
は
多
く
の
同
時
代
人
と
共
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
い
う
も
の
に
対
し
て
多
く
の
関 

心
を
い
だ
き
、

或
る
点
そ
の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、

結
局
彼
れ
を
、

誤
謬
な
き(infallible )

た
だ
一
人
の
人
と
見
る
こ
と
は
出
来
な 

ぃ
。
彼
れ
は
私
に
と
っ
て
は
異
色
あ
る
多
く
の
思
想
家
の
中
の
.一
人
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
マ
ル
ク
シ
ス
ト
と
私
の
違
う
点
で
あ
っ
た
と
思
い
ま 

す
。
経
済
理
論
に
於
て
も
、
国
家
論
に
於
て
も
、
歴
史
哲
学
に
於
て
も
'

マ
.ル
ク
ス
の
主
張
は
全
く
の
謬
り
で
は
な
い
0
否
な
、
非
常
に
多
く
価 

値
あ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
幾
度
も
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
私
は
彼
れ
の
革
命
家
と
し
て
の
局
視
或
は
焦
燥
に
よ
る
多
く
の
誇

(

注
7)

張
と
偏
説
に
同
意
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
.あ
る
。」

.

(

注
1)

「

私
の
学
生
生
活J 、

「

現
代
人
生
論
全
集
3」

のr

小
泉
信
三
集」

所
収
、
三
七
I
四
四
頁
。

(

注
2)

，「

私
の
学
生
.生
活」

、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。
 

,

(

注
3)

「

私
の
履
歴
書」

、
日
本
経
済
新
聞
社
刊
、
五
ニ
ー
五
三
頁
。

(

注
4)

「

私
.の
学
生
生
活」

、
前
掲
書
、
五
五
頁
。

： 

•

(

注
5)

「

私
と
社
会
主
義」

、「

私
と
.マ
ル
ク
シ
ズ
ム」

に
所
収
、
角
川
文
庫
版
、
七
九
丨
八
〇
頁
。
.先
生
：は
ま
た
、
ヵ
ゥ
ッ
キ
ィ
校
訂
の「

資
本
論」

民
衆
版 

を
滞
欧
中
に
入
手
さ
れ
、
ヵ
ゥ
ッ
キ
ィ
の
緒
論
、
註
解
お
よ
び
リ
ャ
ザ
ノ
フ
の
手
に
成
る
索
引
を
つ
け
た
同
書
の
内
容
を
、
日
本
で
初
め
て
三
田
学
会
雑
誅 

に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
先
生
は
、「

資
本
論」

研
究
の
熱
心
な
開
拓
者
で
あ
っ
た
。
前
掲
書
、
入
〇
丨
八
ー
頁
°

(

注
6

 

)
「

マ
.ル
クX

死
後
五
十
年」

、：
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
、
昭
和
.

1

.

ー
十
六
年
刊
、

ご
一
七
頁
、
一
六
四
丨
ー
.六
五
頁
。「

増
訂
•
マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年
.

」

、

.

 

好
学
社V

昭
和
.

.

二
十I

年
刊
、
.一
二
〇
頁
。

一
五
.七—

'

.

1

五
八
頁
。

小
泉
先
生
と
唯
物
史
観 

一
四
九(

一
三
一
九

)



一
五
〇(

ニ
ニ
ニ
〇

)

(

注
？)

.「

私
の
履
歴
書

」

、
：
前
掲
書

八

ニ
頁
。

.

こ
の
見
解
は
、昭
和
三
十
七
年
一
月
の
ブ
力
月
間
、日
本
経
済
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
先
生
の
擧

の

著

乍
中 

に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文

章

は

、
.
先

生

が

反

マ
ル
’ク
ス
：
で

は

な

く

、

「

反
マ
ル
ク
•シ
ス
ト
で
.あ
る」

と
い0

て
お
ら
れ
る
ょ
ぅ
に思
わ
れ
る
。
V

 

こ
こ
に
表
明
さ
れ
た
.「

経
済
麗
に
於
て
も
、
国
家
論
に
於
て
も
、
歴
史
哲
学
に
於
て
も
、
.
マ
'ル
ク
ス
..の
主
張
は
全
く
の
響
り

で
太

な

、，
-
。
否

」

ぶ
、

I

於
に 

1
L <
価
値
I

も
の
を
含
ん
で
い
る
ー

.，
と
さ
れ
た
点
は
、
先
生
が「

マ
ル
.fv

K

 

A研
究
の
、
私
と
し
て
は
最
も
熟
し
た
成
果
tを
収
め
た
も
の

H
 

書
ブ
三
頁)

と
さ
れ
た「

マ
ル
ク
ス
死
後
五
十
年」

と
い
ぅ
代
表
的
著
書
中
に
唯
物
史
観
の
■
一
半
の
承
認
を
除
い
て
は
、

詳
述
さ
れ
て
ぃ
な
い
。
右
の
見
解 

は
、
先
生
の
マ
ルf

v
K

ム
批
判
の
従
来
の
所
説
S

和
I

味
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
.れ
と
も

既
発
表
の
所
見
の
置
な
の
か
、
研
究
の
余
地
が
あ
る
。

大

V
な
る
先
生

大
正
五
年(

一
九一

六)

四
月
か
ら
教
授
と
し
て
、
小

泉

先

生

は「

社
会
問
題」

Q
|
|

義
を
は
じ
め
ら
れ
た
。

こ
の
年
の
一
月
十
二
日
に
大
喂 

首
相
暗
殺
未
遂
事
件
力
起
り
ま
た
吉
野
作
造
の\

「

憲
政
の
本
義
を
説
い
て
其
有
終
の
美
を
.済
す
の
途
を
論
ず」

が
中
央
公
論
一
月
号
に
発
表
さ 

れ
民
本
主
義
の
風
潮
が
漸
く
盛
ん
な
ら
ん
と
し
て
い
た
。

ド
ィ
ツ
で
は
一
月
.一
日
に
社
会
屋
党
の
左
派
が
戦
争
反
対
を
唱
え
て
分
裂
し
、

，リ
 

丨
フ
.ク

ネ

ヒ

ト

T

サ
ル
.ク
セ
ン
プ
ル
グ
を
中
心
と
す
る
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団

が

震

さ

れ

た

。
欧
州
大
戦
は
未
だ
つ
づ
き
、
翌
年
の
大
正
六
年 

四
月
六
日
、
ア
メ
リ
ヵ
は
ド
ィ
ツ
の
.無
制
限
潜
水
艦
戦
宣
言
を
機
会
に
対
独
宣
戦
し
.て
参
戦
し
た
。
こ
の
年
の
三
月
十
五
日

ロ

シ

ヤ

の

ロ
マ
ノ
フ 

主
朝
が
倒
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
内
外
の
諸
情
勢
の
な
か
で
、
帰
朝
さ
れ
た
ば
か
り
の
先
生
の
議

は

、
学
生
を
ひ
き
つ
け
女
で
あ
ろ
う
。

先
生
が
講
義
を
担
当
さ
れ
た
ク
ラ
ス
中
に
、
現
在
の
日
本
共
産
党Q
野
坂
参
三
氏
が
本
科
三
年
生
と
し
て
学
ん
で
い
た
。
野
坂
氏
は
小
泉
先
ヒ 

に
つ
い
て
左
記
の
よ
う
に
追
悼
の
言
葉
を
記
さ
れ
て
い
る
。

「

ョ
丨
ロ
ツ
。ハ
か
ら
帰
ら
れ
た
ば
か
り
の
少
壮
の
小
泉
教
授
は
、

わ

た

し

の

ク

ラ

ス

の

議

も

證
さ
れ
た
。.
そ
し
て
、

お
た
が

い

に

篇

す 

る
よ
う
に
な
っ
た
あ
る
折
小
泉
さ
ん
が
わ
た
し
に
、

.

「

こ
ん
ど
、

マ

ル

ク

ス

‘

.エ

ン

ゲ

ル

ス

の

『

共
産
党
宣
言』

の
英
訳
本
を
持
.っ
て
帰
っ 

た
。
読
む
か」

と
い
っ
て
、
そ
の
本
を
貸
し
て
く
れ
た
。

こ
れ
は
、
日
本
で
は
手
に
入
れ
る
の
が
ひ
'じ
よ
う
に
困
難
な
書
で
あ
つ
た
。

わ
た
し
は
、
徹
夜
し
て
全
部
を
書
き
写
し
、
字
引
を
ひ
き
な
が
ら
夢
中
で
読
ん
だ
。
当
時
は
、

ロ
シ
ヤ
革
命
を
直
前
に
し
て
、
世
界
的
に
革
命 

の
気
運
が
勃
興
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
書
が
わ
た
し
に
あ
た
え
た
影
響
は
、
実
に
大
き
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
が
マ
ル 

キ
シ
ズ
ム
に
は
い
る
決
意
を
か
た
め
た
、
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
手
引
き
を
し
て
く
れ
た
の
が
、
そ
の
後
、
反
共
.の
チ
ヤ
ン
ピ
オ
ン
と
な
っ
た
小
泉
さ
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
皮
匈
^
め

(

法
1)

ぐ
り
あ
わ
せ
で
あ
る
。」

こ
れ
に
は
説
明
を
要
し
な
い
ぐ
ら
い
に
当
時
.の
小
泉
教
授
と
野
坂
参
三
氏
と
の
関
係
が
明
白
で
あ
る
*

大
：正
七
年(

一

九

！
八)

十
一
月
に
第
一
次
大
戦
が
終
わ
っ
た
が
、
こ
の
年
の
八
月
に
米
価
の
暴
騰
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
富
山
県
で
起
っ
た
米 

騒
動
は
全
国
に
波
及
し
た
。
民
本
主
義
ま
た
は
民
主
主
義
の
風
潮
が
高
ま
る
な
か
に
ノ
戦
後
大
ブ
ー
ム
の
崩
壊
が
大
正
九
年(

一
九
二
〇)

三
月
に 

起
っ
た
。
労
働
運
動
や
社
会
主
義
者
の
活
動
も
年
毎
に
活
発
化
し
て
い
づ
た
。
し
か
し
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
は
、
大
杉
栄
等
の
暗
殺
を
は 

じ
め
と
す
る
社
会
主
義
運
動
弾
圧
の
機
会
を
提
供
し
た
。

小
泉
先
生
は
こ
の
社
会
情
勢
の
な
か
で
、：
論
壇
に
登
場
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「

私
は
西
洋
留
学
中
、
社
会
思
想
と
経
済
理
論
の
問
題
に
興
味
を
持
っ
て
、

多
少
の
ノ
ー
ト
を
用
意
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
戦
争
も
革
命
も 

起
ら
ぬ
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
図
ら
ず
も
ロ
シ
ヤ
革
命
が
起
り
、
ま
た
第
一
次
大
戦
が
終
っ
て
、
玆
に
戦
後
の
世
界
に
い
か
な
る 

社
会
を
建
設
す
ベ
き
か
の
問
題
が
起
っ
て
来
た
訳
で
す
。……

人
々
が
争
っ
て
社
会
改
造
に
つ
い
て
、
今
ま
で
思
想
象
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
様 

々
の
提
案
に
つ
い
て
知
識
を
求
め
た
の
は
当
然
で
あ
り
ま
し
た
。

.

『

解
放』

5

改
造』

そ
の
他
こ
れ
.に
類
す
る
名
称
の
雑
誌
が
相
次
い
で
企
画
創
刊
さ
れ
た
当
時
の
こ
と
は
今
も
私
の
記
憶
に
新
し
い

。

社

会

主
 

義
、
共
産
主
義
、
無
政
府
主
義
、
虚
無
主
義
、
サ
シ
ジ
ヵ
リ
ズ
ム
等
に
つ
い
て
、
な
に
が
し
か
の
知
識
'を
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
し
き
り
に
寄
稿 

を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
私
も
期
せ
ず
し
て
そ
の
一
人
に
さ
れ
て
、
留
学
中
に
作
っ
た
ノ
ー
ト
が
役
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
5
*:
2

0

」

小
泉
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と
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物
史
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.

.

 

一
五
一(

ニ
ー
一
二
一)



‘ 

•
' 

r

 
五
ニ 

(f 
三
一 

1

5

こ
.の
よ
う
な
ジ
ャ—

ナ
リ
ズ
ム
で
の

活
動
の
ほ
I

先
生
は
系
統
的
な
社
倉
想
史
研
究
の
一
環
と
し
て
ロ
丨
ド
べ
ル
タ
ス
か
ら
リ
ヵ

I

ド 

へ
と
：
地
味
な
研
究
を
大
正
九
■

か
ら
開
始
さ
れ
、
昭
和
四
年
.-(

一
九
二
九)

に

一
リ
ヵ
ァ
ド
ォ
研
究

」

全

一
巻

を

公
刊
さ
れ
た
。

現
に
日
本
社
会
党
の
参
議
員
で
あ
る
木
村
禧
八
郎
氏
は
、
震
災
前
後
の
.先
生
の
議
か
鬈
響
を
う
け
た
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
木
村
氏
文
、
 

T
M

る
ブ
月
.「
新
文
麥
社」

：
力

ら

翁

さ

れ

た「

小
着
三
先
生
追
悼
録」

に
お
い
て
、
■つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

:

f

ナ
正
八
句
钮
財
和
に
入
学
し
大
正
.十
筆
経
済
学
部
を
卒
業
い
.た
し
ま
し
た
が
、小
泉
先
生
に
は
本
科
に

進
学
し
て
か

ら

『

社
会
問
題』 

の
講
座
.で1

ノ

ク

ス

ヱ

.ン
ゲ
ル
ス
レ
ー
土
ン
な
ど
の
社
会
主
義
思
想
の
講
義
を
う
け
ま
し
た
。:…

.

：
先

生
.は

も

ち

ろ

ん

左

翼

思

想

に

批

^
:
的 

な
立
場
で
講
義
さ
れ
ま
し
た
が
、
批
判
さ
れ
る
ま
え
に
T
ル
ク
乂 

.

ェ
ン
ゲ
ル
ス
、

レ
丨
ニ
ン
な
り
の
蠢
を
学
問
的
に
冷
静
に
正
確
に
教
え
て 

I

さ

し

ま

し

た

先

生

の

講

義

ガ

產

的

で

あ

り

，
科
学
的
、
学
問
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
，
先
生
の
講
義
の
影
響
を
う
け
て
、
私
の
よ
う 

に
社
会
科
学
に
関
心
を
も
つ
.よ
う
に
な
り
、
I

の
立
場
と
は
反
対
の
左
翼

政

党

に

質

し

て
社

会

主

^

た
も
の
と
、
そ
の
反
対
に
資
本
囊
擁
護
の
旗
を
■ま
も
る
も
の
と
が
生
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
当
然
の
成
行
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
社

会

義
 

を
批
判
さ
れ
る
小
I

生
.

I

義
を
通
じ
て
、
f

社
会
主
義
I

熱
I

?

教

秦

を
生

む

な

I

、
弁
証
法
的
靈
を
想
わ
甘
ま
す
。

…

 

…

昭
利
叶
■

に
私
は
岩
波
新
書
で
イ
ン
フ
レ—

シ
ョ
ン
と
題
す
る
本
を
出
し
ま
し
た
が…

…

出
版
し
て
か
ら
、
小
林
氏(

證
書
店
の
小
林
鬆) 

は
私
に
I

先
生
に
お
伺
い
い
た
し
た
と
,」

ろ
木
村
に
イ
ン
H 

3

ン
I

か
せ
て
よ
が
ろ
う
と
い
う
お
墨
付
が
あ
っ
た
の
で
お
願
い
し
た 

の
で
す
I

さ
れ
ま
し
た
。
岩
波
新
書
イ
ン
フ
レ
丨
シ
ョ
ン
は
、
で
す
か
ら
、
小
I

生が生みの親で
あったわけ發

」

と。

、

 

i

先
生
は
戦
前
に
一
流
の
ジ
ャ~

ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
た
木
村
氏
が
自
分
と
所
見
を
異
に
し
て
い
る
旨
を
十
分
に
承
知
さ
れ 

て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
氏
の
著
書
の
刊
行
を
I

す
る
よ
う
小
林
氏
に
助
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
生
の
度
義
大
の
例
証 

の一

つ
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
に
は
、
木
村
氏
は
す
ぐ
れ
た
財
政
金
融
通
の
社
会
党
議
員
と
し
て
活
動
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

さ
ら
に
大
正
十
五
年
に
経
済
学
部
を
卒
業
し
た
故
野
S
栄
太
郎
氏
に
つ
い
て
、.
同
窓
の
友
人
田
中
善
次
郎
氏
は
、

「

先
生
の
研
究
含
は
属
さ

な
か
っ
た
が…

…

先
生
を
敬
慕
し
、
先
生
も
亦
よ
く
面
倒
を
見
ら
れ
た…

…

思
想
的
に
は
全
く
相
反
し
て
了
0
た
野
呂
栄
太
郎
君
が
病
気
で
鵠
沼 

に
療
養
し
て
い
た
時
も
先
生
は
非
常
に
心
配
さ
れ
、『

何
か
適
当
な
仕
^
が
あ
っ
た
ら
■世
話
し
て
く
れ
る
様』
と
の
先
生
の
意
を
伝
へ
に
野
呂
君

(

注 
4)

.を
見
舞
っ
た
琪
が
あ
る」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
泉
先
生
は
、
野
呂
栄
太
郎
氏
の
材
幹
を
愛
さ
れ
た
。
野
呂
氏
が
大
正
十
四
年
頃
、
 

先

生

の「

講
義
の
途
中
で
、『

先
生』

と
呼
び
、

手
を
挙
げ
て
質
問
の
許
し
を
求
め
た
。
.許
す
と
、
：
立
ち
上
っ
て
、
私
の
批
判
に
服
し
が
た
き
理 

曲
を
の
べ
た…

…

社
会
思
想
史
の
外
、
さ
ら
に
私
は
か
れ
の
.級
の
ド
ィ
ッ
語
経
済
書
講
読
を
担
当
し
て
ド
ィ
ッ
語
を
教
へ
た
。
こ
の
両
科
目
の
い 

づ
れ
に
お
い
て
も
、
野
呙
の
成
績
は
抜
群
で
、
私
は
か
れ
の
答
案
に
全
級
の
最
高
点
を
与
え
た
こ
と
を
覚

え

て

と
先
生
は
書
い
て
お
ら
れ 

る
。

.

ま
た
岩
波
書
店
の
小
林
勇
氏
は
、

昭
和
四
年
に
野
呂
氏
の
本
を
出
し
た
い
と
思
い
、

先
生
に
野
呂
氏
ベ
の
紹
介
を
お
願
い
す
る
と
、「

あ
れ
は

よ
く
で
き
る
、
立
派
な
人
間
だ
と
い
っ
て
、
す
ぐ
紹
介
す
る
こ
と
を
承
諾
さ
れ
た

-
野
呂
は
そ
の
と
き
三
十
歳
で
あ
っ
た
。
寝
て
い
る
野
呂
は

先
生
の
手
紙
を
緊
張
し
た
顔
で
読
ん
だ
。
ニ
時
間
ほ
ど
話
し
た
の
ち
、
.
出
版
を
承
諾
し
た
。

『

日
本
資
本
主
義
発
達
史』

が
そ
れ
で
あ
る
。

私
は 

小
泉
先
生
の
お
蔭
で
、
こ
の
名
著
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ

…
…

こ
.

の
以
前
か
ら
非
合
法
の
活
動
を
し
て
い
た
野
呂
は
、
ニ
年
後
に
地
下

に
も
ぐ
っ
た
。
或
る
日
野
呙
は

.
私
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
で
き
た
。
か
く
れ
家
を
探
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
人
で
話
し
て
い
る
う

ち
.に
、
小
泉
先
生
の
名
が
出
た
。
野
呂
は
望
み
は
な
い
と
思
う
が
、
久
し
く
お
目
に
か
か
ら
ぬ
し
、
こ
の
機
会
を
逸
し
て
は
、
ふ
た
た
び
会
え
る 

と
思
わ
ぬ
か
ら
、
と
も
か
く
い
っ
て
み
よ
う
と
い
っ
た
。
た
し
か
そ
の
翌
日
く
ら
い
.に
、
野
呂
は
ふ
た
た
び
や
っ
て
き
た
。
か

く

れ

家

の
こ
と 

.は
、
も
ち
ろ
ん
断
ら
れ
た
、
あ
あ
い
う
立
場
の
人
に
相
談
す
る
の
は
、-
も
と
も
と
無
1
な
.の

だ

と

い-§
^

。

」

後
者
の
件
に
つ
い
て
小
泉
先
生
は
、「

野
呂
は
ど
う
し
て
知
っ
た
の
か
、
.
こ
の
茶
室
に
目
を
つ
け
て
、：
し
ば
ら
く
そ
こ
に
置
い
て
は
く
れ
ま
い 

か
、
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
き
い
て
私
は
風
情
し
た
が
、
そ
れ
は
私
に
出
来
な
い >

」

と
な
の
で
、
そ
の
通
り
言
い
、
野
呂
は
す
ぐ
了
承
し
た
。
そ 

れ
が
偶
々
或
る
第
二
木
曜
日
の
夕
方
で
あ
っ
た
。…

…

私

权

『

.こ
う
し
て
.い
る
中
に
も
、
君
も
知
っ
て
る
木
曜
会
の
人
々
が
、
此
処
に
集
ま
っ
て 

小

康

先

生

.と

唯

物

史

観

 

一
五
、三

(

.
一
三
ニ
三

)



1

五

四

(

ニ
ニ
ニ
四

)

、

来
る
。
こ
ん
な
人
目
の
多
い
と
こ
ろ
に
隠
れ
る
こ
と
は
.、
そ
れ
だ
け
で
も
不
可
能
だ』

と
つ
け
加
え
て
い
っ
た
の
を
意
え

て
い
る
。
.な
お
嗜
ハ
出 

し
た
が
、
そ
の
.時
私
は
玄
関
ま
で
送
っ
て
出
て
、
気
が
つ
ぎ『

君
、
.
金
は
持
っ
て
ま
す
か』

■と
き
い
た
。
野
呂
は
ニ
ッ
コ
リ
し
てr

十
t
夫
で
す
。
 

御
心
配
な
く』

と
い
っ
た
。
そ
の
時
若
し
野
呂
が
困
っ
て
い
る
と
い
っ
た
ら
、
私
は
な
に
が
し
か
の
援
助
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
私 

は
後
に
喧
し
く
な
っ
た
共
産
議
者
の
シ
ン
。ハ
と

い
う
.も
の
に
な
っ
た
訳
で
钱」

と
記
さ
れ
た
。
こ
の

.一
文
中
の「そ

の
#
*
,

と
い
う&

制
し 

た
先
生
の
表
現
は
、
野
呂
氏
に
対
す
る
哀
感
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
を

ひ
び
か
せ
て
い
る
。

先
生
が
こ
の
野
呂
氏
と
の
こ
と
を
回
想
し
て
書
い
て
お
ら
れ
る
つ
ぎ
の
文
章
は
、
先
生
の
心
情
の
一
端
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
圧
巻
で
あ
る
。
 

「

考
へ
て
見
れ
'は
、
野
呂
と
教
室
で
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
問
答
を
し
た
日
は
、
既
に
四
半
世
紀
の
昔
と
な
っ
た
。

か
れ
が
生
き
て
ゐ
れ
ば
、

吾
々
の 

間
の
思
想
上
の
距
離
は
い
よ
い
よ
相
距
た
る
も
の
と
な
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
あ
る
ひ
は
私
交
も
つ
づ
け
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
な
っ
て
ゐ

た

か

も
知
れ 

ぬ

し

か

し

か

れ

の

生

前

、
私
は
ひ
そ
か
に
こ
の
後
輩
の
才
幹
の
非
凡
を
重
ん
じ
、
そ
の
一
身
を
気
遺
っ
た
以
外
、
か
れ
と
些
か
の
不
快
の
記 

憶
も
な
い
交
際
に
終
始
し
た
こ
と
を
幸
ひ
と
思
ふ
。

マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
な
が
ら
私
は
幾
人
か
マ
ル
ク
シ
ス
ト
の
友
達
を
持
っ
て
ゐ
る
が
、
野
呂 

は
そ
の
中
の
最
も
顕
著
な
，一
人
で
あ
地
匕
。」 

.

以
上
の
よ
う
に
弓
用
を
い
と
わ
ず
、
先
生
の
影
響
を
う
け
た
代
表
的
人
物
と
し
て
、
し
か
も
先
生
の
見
解
と
反
対
の
側
に
立
つ
、
野
坂
、卞

ri
、
 

野
民
氏
と
先
生
と
の
関
係
を
述
べ
た
の
は
、
先
生
の
多
面
的
な
全
貌
を
知
る
べ
き
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
は
、
反
マ
ル
ク
シ 

ス
ト
と

し
て
自
認
も
さ
れ
て
い
る
が
、「

福
田
博
士
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
を
教
へ
ら
れ
、

博
士
と
.と
も
に
マ
ル
ク
ス
に
牽
引
を
感
じ
な
が
ら
、

私 

の
方
が
師
よ
り
も
マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
冷
静
も
し
く
は
無
遠
慮
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
か
も
知
れ
g

p

)」

反
マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
先 

生

は

「

マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
決
し
て
冷
淡
で
は
な
い
。

過
去
も
現
在
も
そ
れ
に
充
分
重
き
を
置
き
、

ま
た
多
く
の
点
に
お
い
て
か
れ
に
学
ぶ
と 

こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
を
自
分
で
認
め
て
ゐ
る
も
め
で
あ
る
。

た
だ
私
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
と
違
ふ
と
こ
ろ
は
、

マ
ル
ク
ス
を
近
世
の
大
な
る
思
想
家 

の1
T

の

|

人
と
し
て
見
る
こ
と
、
•ま
た
マ
ル
ク
ス
を
イ
ン
フ
ォ
リ
ブ
ル
.

.

(

誤
り
な
き
も
の)
と
信
じ
な
い
こ
と
、
也
の
思
想
家
に
対
す
る
と
司
じ
く

マ
ル
ク
ス
に
対
し
て
も
必
要
の
場
合
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る」

と
い
う
.「

冷
静
な
.マ
ル
ク
.ス
の
フ
ァ
ン」

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
こ
と
に
か
よ
う
な
小
泉
先
生
は
、

マ
ル
ク
ス
に
心
を
ひ
か
れ
、
ま
た
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
を
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
先
生
は
い
う
ま
で
も 

な
く
、
何
も
か
も
一
切
を
あ
げ
て
傾
倒
す
る
マ
ル
ク
ス
心
酔
者
で
も
な
く
、
ま
た
勿
論
、
反
射
的
生
物
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
に
反
対
す
る
愚
か
k

 

反
マ
ル
ク
'ゾ
ス
ト
で
も
な
か
っ
た
。
先
生
は
、
自
ら
マ
ル
ク
ス
学
説
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
そ
の
反
批
判
者(

野
坂
、
'木
村
、
'野
呂
氏
の
如
き)

を
生 

み
、
し
か
も
そ
の
反
批
判
者
を
包
容
さ
れ
た
大
い
な
る
矛
盾
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
先
生
は
、

マ
.ル
ク
ス
に
対
す
る
求
心
力
と
遠
心
力
と
を
内 

包
す
る
矛
盾
の
統
一
者
で
あ
っ
た
。
実
に
、
小
泉
先
生
の
人
間
的
魅
力
と
大
い
さ
は
、
そ
の
反
批
判
者
に
よ
っ
て
も
敬
慕
さ
れ
る
一
事
に
あ
る
。
 

そ
の
所
以
は
、
先
生
の
心
奥
か
ら
溢
れ
出
る
暖
か
い
ヒ
ュ
ー
マ
-

1

テ
ィ
に
あ
る
。
：

お
よ
そ
、真
個
に
学
問
、研
究
を
自
己
の
生
命
と
す
る
者
は
、自
ら
の
所
説
を
継
承
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
追
随
す
る
後
輩
の
出
ず
石
こ
と
を
好
ま
な 

い
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
人
は
、自
ら
の
研
究
領
域
や
そ
の
深
度
ま
た
は
高
度
を
乗
り
越
え
て
、
た
と
い
反
対
の
所
説
を
推
し
進
め
る
者
で
あ
っ 

て
も
、強
じ
ん
な
所
信
を
も
ち
、
権
威
を
恐
れ
ず
、学
問
的
前
進
の
た
め
に
苦
悩
す
る
者
を
愛
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
が
師
.
小
泉
信
三
先
生
は
か
か 

る
人
で
あ
っ
た
。
先
生
が
心
か
ら
愛
す
る
慶
応
義
塾
の
後
輩
の
教
師
•
塾
生
ら
に
深
く
望
ま
れ
た
も
の
は
、
こ
こ
に
あ

っ
た
も
の
と
確
信
す
る
。
.

令

(

注
1)

文
芸
春
秋
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
号
、
ニ
五
七
I

八
頁
。

(

注
2)

「

私
の
履
歴
書」

、
日
本
経
済
新
聞
社
刊
、
七
九—

八
〇
頁
。

(

注
3)

「

小
泉
山
岳
の
裾
野」

、
木
村
禧
八
郎
稿
、「

小
泉
信
三
先
生
追
悼
録J

所
収
、
新
文
明
社
、
昭
和
四
十
一
年
刊
、
三
五
一
ー
三
五
三
頁
。

(

注
4)

「

小
枭
先
生
の
教
訓」

、
田
中
善
次
郎
稿
、
前
掲
書
所
収
、
ニ
九
五
頁
。
野
呂
栄
太
郎
氏
は
向
井
鹿
松
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
属
し
た
。
卒
業
論
文
は 

.「

日
本
資
本
主
義
発
達
史」

で
あ
っ
た
。

向
井
先
生
の
談
に
よ
れ
ば
、
野
呂
氏
の
経
済
学
部
助
手
採
用
案
は
同
教
授
に
よ
っ
て
教
授
会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
 

決
定
し
な
か
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(

注
5)

.

「

私
と
社
会
主
義J 、

角
川
文

庫「

私
と
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
.

」

•所
収
、
九
一ー

九
ニ
頁
。

(

注
6)

「

こ
の
堂
々
.た
る
人
生」

'

 

小
林
勇
稿
、
文
芸
春
秋
、
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
号
、

ニ
ニ
三
丨
ニ
ニ
四
頁
。「

野
呂
は
常
々
慶
応
で
教
え
を
受
け
た
小 

泉
先
生
の
こ
と
を
敬
愛
の
念
を
こ
め
て
話
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た」

。
同
誌
、
ニ
ニ
三
頁
。

.

小
泉
先
生
と
唯
物
史
観 

一
五
五(

一
三
一
一
五)



一
五
六

C
三
ニ
六)

(

注
？)

：「

わ
が
日
常」

中

の

「

わ
が
：住
居」

の
項
、
同
書
四
七
ー
賢
。
新
潮
社
、
昭
和
三
十
八
年
刊
。

(

注
8)

「

私
と
社
会
主
義
/
前
掲
書
、
：.九
三
頁
。

(
注
9)

.

「

私
と
社
会
主
義」

前
掲
書
、.
七
.五
I
七
六
頁
。
.小
泉

.^
生
.に
よ
れ
ば
，
福
田
博
士
はT

終
始
マ
ル
ク
ス
の
フ
ァ
ン

'

.
で
あ
ら
た
。

(
注
10)

「

私
と
社
会
主
義J

、

前
掲
書
'
七
三
頁
、
‘
五
頁
。

■

.'
 

:

 

■

 

.

.

.

.

.

(

後
託)
;(
-
-故
野
呂
栄
太
-Kf
氏
は
、
.大
正
九
年
に
経
済
学
部
に
入
学
し
て
い
る
。
同
氏
の
卒
業
前
年
の
大
正
十
四
年
三
月
に
政
府
は
、
普
通
選
挙
法
と
包
き 

合
わ
せ
て
治
安
維
持
法
を
通
過
せ
し
め
、
#
い
反
動
時
代
の
幕
を
開
け
て
い
る
,

こ
.れ
は
、
震
災
後
ま
す
ま
す
高
ま
る
民
主
主
義
の
風
潮
、
労
働
階
級
の
結 

社
と
政
党
の
姐
織
化
お
よ
び
普
選
法
通
過
後
の
政
治
.
思
想
運
動
を
弾
庄
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
反
動
立
法
は
同
時
に
、
以
前
か
ら
の
右
翼
兮 

子
の
結
社
化
と
活
動
と
を
刺
激
し
た
。
治
安
維
持
法
の
最
初
の
適
用
は
、
大
正
十
五
年
ー
月
十
五
日
の
京
都
大
学
学
連
泰
件
で
あ
っ
た
。
塾
員
の
大
塚
嘉
次 

氏
の
談
に
よ
れ
は
野
呂
氏
は
こ
の
事
件
後
に
卒
業
論
文
を
提
出
し
た
。
こ
の
事
件
は
東
京
の
諸
大
学
生
に
も
波
及
し
た
が
、
野
呂
氏
は
三
辺
金
蔵
先
生
上 

小
泉
信
三
先
生
と
の
断
固
た
る
配
慮
に
よ
っ
て
.'
無
事
に
四
月
に
行
わ
れ
允
卒
業
式
を
終
え
た
。
だ
が
.卒
業
式
終
了
後
叹
そ
：の
日
に
、
右
の
学
連
事
件
で
検 

挙
さ
れ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。.
思
う
に
小
泉
先
生
は
、
合
理
的
考
察
を
旨
と
す
る
経
済
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
合
理
的
考
え
方
の
®
違
を
乗
り
越
え
る 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
の
風
格
を
も
つ
思
想
家
で
あ
っ
た
？

.

㈡

小
泉
先
生
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
批
判
を
評
し
て
大
内
兵
衛
先
生
は「…

…

こ
の
批
判
は• ：

.
•

…

上
等
の
品
格
あ
る
批
判
だ
と
思
う」

(

文
芸
春
秋
、
昭
和
四 

十一

年
七
月
号
、
ニ
五
八
頁)

と
さ
れ
へ
ま
た
向
坂
逸
郎
氏
は
ー…

…

小
泉
さ
ん
の
マ
ル
ク
ス
.の
理
論
に
対
す
る
批
評
の
多
く
は
、批
判
と
し
て
最
高
の
も
の 

で
あ
る…

…

小
泉
さ
ん
の
マ
ル
ク
ス
批
判
は
、私
の
前
に
あ
る
学
問
の
道
を
け
わ
し
く
し
た
。
私
は
、小
泉
さ
ん
の
マ
ル
ク
ス
批
判
の
装
備
が
よ
か
っ」

こ
だ
け 

に

.私
は
私
.な
り
に
、
装
備
を
よ
く
す
る
こ
と
を
つ
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
私
は
今
日
で
も
若
い
人
々
に
、
小
泉
さ
ん
の
マ
ル
ク
ス
批
判
を
読
ん
で
、
こ
て 

に
完
全
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
、
と
す
す
め
：る…

…
」

■
(

文
芸
春
秋
、
昭
和
四
十
一
年
ニ
月
号
、
一,ー
八
七
丨
八
頁)

.と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 

上
等
ま
た
は
最
高
の
批
判
と
か
、
装
備
の
よ
い
批
判
と
か
い
わ
れ
る
所
以
は
、
小
泉
先
生
が
マ
ル
ク
ス
の
諸
著
作
を
熱
心
に
研
究
し
、

マ
ル
ク
ス
価
値
論
批 

半
の
た
め
に
は
さ
ら
に
ロ
ー
ト
へ
ル
タ
ス
や
リ
ヵ
ー
ド
そ
の
他
を
研
究
し
、唯
物
史
観
批
判
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
ク
ー
ノ
ー•

フ
ィ

ッ
シ
ャ
ー
の
著
書
を 

手
引
き
と
し
て
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
研
究
し
、
ま
た

新
力
ン
ト
派
に
属
す
る
人
々
の
多
く
の
著
作
'を
読
破
し
て
.、
：自
己
の
.見
.解
を
形
成
さ
れ
た
事

実

に

よ
る
も 

の
.で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
'は
先
生
の
唯
物
史
観
批
判
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
結
局
に
お
い
て
、
先
生
の
批
判
め
提
起
す
る
主
要
な
論
点
は
、
⑴
形
式
論
理 

学
と
弁
証
法
論
理
学
の
適
用
性
の
問
題
、
⑵
弁
証
法
的
歴
史
的
必
然
論
に
お
け
る
因
果
性
と
目
的
性
の
一
致
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
生
は
、

.1
)
に 

つ
い
て
は
、
弁
証
法
論
理
学
を
重
視
し
な
い
で
形
式
論
理
学
的
思
考
法
則
に
立
脚
し
、
⑵
に
つ
い
.て
ば
、
機
械
的
必
然
論
の
見
地
か
ら
論
評
し
、
弁
証
法
的 

な
因
果
性
と
目
的
性
の
一
致
に
反
対
し
て
、
ヵ
ン
ト
の
実
践
理
性
的
な
も
の
.の
肯
定
に
接
近
さ
れ
て
い
る
。
 

.

1888年 （明治21年)
1 8 8 9 年 

(明治22年)
1890年 (明治23年)

東
京
市
芝
区
三
田
に
生
ま
れ
る
。
父 

信
吉
は
旧
紀
州
徳
川
藩
士
、
江
戸 

に
出
て
福
沢
諭
吉
の
塾
に
学
び
、
 

開
成
学
^-(

後
の
束
京
帝
国
大
学)

教

授
、
横
浜
正
金
銀
行
副
頭
取
、
大 

蔵
省
奏
任
御
用
掛
を
歴
任
、
明
治 

ニ
0
年
慶
応
義
塾
長
と
な
る
。

枢
密
院
を
置
く
、
議
長
伊
藤
博
文
〇
黒
田
内
閣
成
立 

〇
森
鷗
外
ド
ィ
ツ
留
学
ょ
り
帰
朝
。

(

仏)

ブ
ー
ラ
ン
ジH

事
件
.

中
江
兆
段「

国
会
論」

、
植
木
枝
盛 

'

「

国
会
組
織
闻
民
大
会
議」
、
吉
本
襄 

「

高
島
炭
坑
坑
夫
虐
遇
の
実
況
/
福
沢
論
吉「

日
本
男
子
論」

「

突
業
論」

大
日
本
帝
国
憲
法
等
公
布
o
森
有
礼
暗
殺
〇
東
海
道
本 

線
開
通
〇
地
租
代
米
納
廃
止
。

(

英)

P
ン
ド
ン
港
ド
ッ
ク
労
働
者

ス
ト
、
大
勝
利

。
.

〇

パ
リ
で
第
二
イ
ン
タ
ー
結
成

*

大
井
患
太
郎

r

自
山
略
論

/

伊
藤
博
文

「

帝
国
憲
法
義
解

/

父
信
吉
慶
応
義
塾
長
を
辞
し
間
も
な 

く
日
本
銀
行
に
入
る
。
牛
込
筑
土 

八
幡
に
移
転

第
一
回
衆
讓
院
総
選
挙
〇
帝
国
議
会
開
院
〇
立
憲
自
由 

党

•
国
民
自
由
党
結
成
〇
教
育
勃
語
発
布
。

o

世
界
恐
慌
-

(

独)

社
会
主
義
労
®
党
総
選
挙
に
躍
進
••

〇

ベ
ル
リ
ン
で
国
際
労
勘
会
議
開
催
。

.

(

仏)

北
フ
ラ
ン
ス
に
ゼ
ネ
ス
ト
。

.

(

露)

ナ
ロ
一
ド
ニ
キ
運
動
拡
が
る
•

(

英)

マ

ー

シ

ャ

ル「

経
済
原
論
/

小
泉
信
三
博
士
年
譜
お
ょ
び
著
作
目
録

年

| 

.

年 

譜

| 

三
田
学
会
雑
誌
掲
載
論
文
•
著
作
目
録 

社
会
■
経
済
年
表

父
が
0
本
銀
行
か
ら
派
遺
さ
れ
て
横 

-

浜
正
金
銀
行
支
配
人
と
な

り

、

横

t
泉
信
三
博
士
年
譜
お
よ
び
荖
作
目
録

大
津
事
件
〇
第
，
一
次
松
方
内
閣
成
立
。

(

独)

社
会
民
主
党
大
会『

エ
ル
フ
ル
ト
辆
領』

を
浓
択
*

1

五

七(

ニ

ニ

ニ

七

)


