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一
　
は
じ
め
に

　「
ア
メ
リ
カ
の
記
憶
の
失
敗
は
革
命
後
の
思
考
の
致
命
的
な
失
敗
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（O

R:  2

（
1
）

12

）

―

『
革
命
に
つ
い
て
』（
一
九
六
三
）
の
後
半
部
に
お
い
て
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
ア
メ
リ
カ
革
命
の
成
果
を
伝
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た

「
思
考
」
の
不
備
を
指
摘
し
、
革
命
精
神
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
失
敗
が
致
命
的
な

も
の
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
記
憶
と
回
想
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
の
議
論
は
単
に
哲
学
的
な
議
論
の
要
請
と
し
て
あ
る
の
で

は
な
く
、「
思
考
」
＝
詩
＝
「
制
作
（w

ork

）」
の
問
題
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ン
ト
は
詩
人
に

そ
の
記
憶
を
託
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
詩
は
も
っ
と
も
「
思
考
」
に
近
い
「
制
作
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た

（H
C:  1

（
2
）

70

）。
実
際
に
、
こ
の
革
命
後
の
記
憶
喪
失
の
問
題
は
、「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」（
一
九
六
八
）
に
お
い
て
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ト
と
し
て
活
躍
し
た
詩
人
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
言
葉
に
託
さ
れ
る
形
で
、「
思
考
」
の
時
間
性
の
議
論
へ
と
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ（
3
）る。

彼
ら
は
そ
れ
が
拾
わ
れ
、
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
遺
言
抜
き
で
「
宝
」
を
見
つ
け
る
「
真
珠
採
り
」
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
（O
R:  272, BPF:  3 -4

）。

　
し
か
し
、
ア
レ
ン
ト
が
革
命
論
を
『
精
神
の
生
活
』
に
お
い
て
継
続
す
る
と
き
、
こ
の
革
命
の
失
敗
と
い
う
問
題
は
、「
思
考
」
で
は

な
く
「
意
志
」
と
「
判
断
」
の
間
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
レ
ン
ト
は
革
命
の
も
た
ら
す
伝
統
の
断
絶
に
つ
い
て

「
意
志
」
の
巻
で
語
り
、
そ
の
よ
う
な
断
絶
を
伴
う
自
由
の
価
値
を
人
び
と
が
受
け
入
れ
る
こ
と
の
可
能
性
を
「
判
断
」
に
求
め
る
形
で

論
じ
終
え
て
い
た
（LM

2:  2

（
4
）

17

）。
他
方
で
、『
革
命
に
つ
い
て
』
か
ら
「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
、
伝
統

が
崩
壊
し
た
あ
と
に
価
値
あ
る
も
の
を
見
分
け
る
「
真
珠
採
り
」
と
そ
の
時
間
性
の
議
論
は
、
そ
の
出
自
か
ら
も
「
革
命
」
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
た
も
の
だ
が
、『
精
神
の
生
活
』
に
お
い
て
は
「
思
考
」
単
独
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
変
化
は
、「
判
断
」
が
「
思
考
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
は
た
し
て
「
判
断
」
は
「
思
考
」
が
目
指
し
て
い
た
も
の
を
担
え
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
と
「
判
断
」
を
区
別

す
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
革
命
論
に
お
い
て
、「
判
断
」
で
は
な
い
「
思
考
」
の
独
自
性
と
は
何
か
と
い
う
ひ

と
つ
の
問
い
に
収
束
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
も
そ
も
、
ア
レ
ン
ト
の
思
考
論
と
、
ロ
シ
ア
革
命
や

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
あ
る
い
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
や
ア
メ
リ
カ
革
命
に
対
す
る
称
賛
と
し
て
構
築
さ
れ
た
ア
レ
ン
ト

の
革
命
論
が
、
ど
う
し
て
関
係
が
あ
る
の
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
判
断
」
の
議
論
は
い
つ
か
ら
登
場
し
、
ど
う
し

て
「
思
考
」
の
議
論
と
交
替
、
あ
る
い
は
、
混
ざ
り
合
う
の
か
、
よ
り
革
命
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
や
ア
メ
リ
カ
革
命

に
観
察
さ
れ
た
政
治
的
な
も
の
の
持
続
の
た
め
に
「
思
考
」
の
議
論
よ
り
も
「
判
断
」
の
議
論
が
躍
進
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
つ
な
の

か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　「
思
考
」
と
い
う
営
み
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
ア
レ
ン
ト
の
提
唱
す
る
政
治
的
な
生
活
を
構
成
す
る
人
間
の
能

力
は
「
行
為
」
と
「
判
断
」
だ
と
一
般
に
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
、
ア
レ
ン
ト
が
政
治
と
い
う
事
象
を

と
ら
え
る
う
え
で
も
っ
と
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
「
複
数
性
」
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
と
ら
え
ら
れ
た
ア
レ
ン
ト
の
政
治
と
は
、「
複
数
性
」
と
い
う
条
件
を
じ
か
に
持
つ
も
の
で
は
な
い

「
制
作
」、「
労
働
」
や
「
思
考
」、「
意
志
」
と
い
う
ほ
か
の
人
間
の
能
力
の
価
値
観
か
ら
は
逃
れ
て
あ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
か
の
能
力
は
時
代
ご
と
に
覇
権
を
握
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
行
為
」
や
「
判
断
」
と
い
う
政
治

的
に
重
要
な
価
値
を
持
つ
能
力
の
存
在
を
人
び
と
の
目
か
ら
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。「
思
考
」
も
観
想
的
な
生
を
最
高
の
も
の
と
考
え

る
時
代
に
あ
っ
て
は
覇
権
を
握
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
行
為
」
を
含
む
す
べ
て
の
可
死
的
な
も
の
を
侮
蔑
す
る
結
果
を
生
ん
で
い
た

（H
C:  20 -1

）。

　
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
お
い
て
も
、「
行
為
」
や
「
判
断
」
が
重
要
な
能
力
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。「
思
考
」
の
政
治
性
を
否
定
す
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る
論
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
思
考
」
が
複
数
性
を
条
件
に
持
た
ず
孤
独
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
よ
り
政
治
的
と
さ

れ
る
「
判
断
」
の
存
在
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、
ア
レ
ン
ト
の
あ
る
一
つ
の
メ
モ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
れ
は
ア
レ
ン
ト
が
一
九
五
四
年
三
月
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
学
で
お
こ
な
っ
た
講
義
「
政
治
と
哲
学

―
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
後
の
行
為
と
思
考
の
問
題
」
を
準
備
す
る
メ
モ
で
あ（
5
）る。
一
九
五
三
年
一
〇
月
の
『
思
索
日
記
』
を
見
る
と
、
ア
レ
ン
ト
は

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
活
動
を
挙
げ
て
、
複
数
性
と
単
独
性
の
対
立
、
そ
し
て
生
誕
と
可
死
性
の
対
立
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
分
類
を
お
こ
な
い
、

表
を
作
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
複
数
性
か
つ
生
誕
か
、
単
独
性
か
つ
可
死
性
の
ど
ち
ら
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
や
性
質
が
分
類
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
本
稿
に
と
っ
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
は
、『
人
間
の
条
件
』
な
ど
で
分
析
さ
れ
て
い
た
複
数
の
能

力
の
中
で
「
労
働
」
だ
け
が
「
単
独
性
か
つ
可
死
性
」
の
側
に
分
類
さ
れ
、「
行
為
」
の
み
な
ら
ず
「
制
作
」
も
「
思
考
」
も
「
複
数
性

か
つ
生
誕
」
の
側
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
行
為
」
は
共
存
す
る
他
者
と
の
言
語
的
な
交
流
で
あ
る
点
で
孤
立
と
も
孤
独
と

も
無
関
係
で
あ
る
か
ら
複
数
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
と
き
「
思
考
」
の
「
孤
独
（solitude

）」
は

「
人
類
と
と
も
に
あ
る
自
己
」
と
さ
れ
、「
制
作
」
の
「
孤
絶
（isolation

）」
は
「
人
間
の
所
産
と
共
に
あ
る
自
己
」
と
解
釈
さ
れ
て
い（
6
）る。

そ
し
て
こ
う
し
た
解
釈
は
『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
「
孤
立
（loneliness

）」
に
対
置
さ
れ
る
孤
独
と
孤
絶
の
分
類

と
も
一
致
し
て
い（
7
）る。

こ
れ
に
対
し
、「
労
働
」
の
同
類
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
身
の
生
命
を
含
む
物
質
の
代
謝
と
「
他
者
を
承
認
し

な
い
単
独
性
」（
神
の
孤
独
）
で
あ
り
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ま
た
は
共
通
感
覚
の
喪
失
」
で
あ
る
。「
労
働
」
に
対
す
る
批
判
的
な
態
度
は
『
人

間
の
条
件
』
に
も
容
易
に
見
つ
け
ら
れ
、
一
貫
し
て
い
る
の
だ
が
、「
制
作
」
や
「
思
考
」
に
対
す
る
態
度
は
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い

て
い
か
に
批
判
的
に
見
え
て
も
、
基
本
的
に
そ
れ
ら
は
複
数
性
の
側
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
孤
独
や
孤
絶
は
複
数

性
と
い
う
人
間
の
条
件
と
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
な
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
ア
レ
ン
ト
に

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
を
政
治
的
な
も
の
と
考
え
る
た
め
に
必
要
な
基
盤
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
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ア
レ
ン
ト
が
区
別
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
の
布
陣
が
、「
労
働
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
置
き
直
さ
れ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
「
制
作
」
や
「
思
考
」
の
政
治
性
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
も
、「
思
考
」
は
一
概
に
非
政
治
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な（
8
）い。「
思
考
」
は
、

偏
見
か
ら
人
間
を
解
放
し
「
判
断
」
を
可
能
に
す
る
、「
判
断
」
の
露
払
い
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
思

考
」
が
構
想
力
に
よ
っ
て
他
者
を
再
現
前
さ
せ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
判
断
」
は
共
通
世
界
に
お
け
る
妥
当
性
を
得
る
と
考
え
ら
れ
て

き
た
た
め
で
あ（
9
）る。
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、「
思
考
」
は
本
来
的
に
孤
独
な
も
の
で
あ
り
共
通
世
界
に
関
与
し
な
い
点
で
政
治

的
で
な
い
ど
こ
ろ
か
反
政
治
的
な
も
の
だ
が
、「
判
断
」
と
い
う
能
力
を
解
放
し
、
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
必
要
と
い
う
見
方
を
示
す
も

の
で
も
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
や
は
り
「
思
考
」
と
「
判
断
」
の
関
係
で
あ
る
。
い
か
に
も
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て

政
治
的
な
能
力
と
し
て
取
り
ざ
た
さ
れ
る
の
は
「
判
断
」
の
能
力
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
『
革
命
に
つ
い

て
』
か
ら
「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
へ
と
革
命
論
が
展
開
す
る
際
に
「
思
考
」
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
や
「
思
考
」
と

い
う
能
力
が
複
数
性
と
い
う
条
件
と
決
し
て
無
関
係
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
）
10
（
た
。
そ
れ
で
も
「
判
断
」
と
「
思
考
」
が
先
述
の
関
係
に
帰

着
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
思
考
」
は
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
ど
の
時
点
で
、
そ
し
て
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
営
み

―
本
稿

に
と
っ
て
は
わ
け
て
も
革
命
の
持
続
と
い
う
課
題

―
か
ら
退
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
思
考
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
「
判
断
」
の
議
論
に
回
収
さ
れ
う

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
革
命
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
「
思
考
」
の
不
備
に
つ

い
て
よ
り
詳
細
に
観
察
し
、
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
第
二
章
で
は
、
ま
ず
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
を
主
題
と
し
た
論
稿
を
見
る
こ

と
で
、『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
来
見
ら
れ
る
よ
う
な
無
世
界
性
の
問
題
を
「
思
考
」
の
議
論
が
ど
の
よ
う
に
回
避
す
る
か
を
見
、
ま
た
、

こ
の
目
的
の
た
め
に
「
行
為
」
が
重
要
な
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
お
い
て
は
全
体
主
義
的
条
件
と
は
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異
な
っ
て
彼
ら
が
十
分
に
「
行
為
」
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
思
考
」
の
不
備
が
革
命
精
神
の
忘
却
に
つ
な
が
っ
た
事

例
に
つ
い
て
見
る
こ
と
で
、
ア
レ
ン
ト
が
「
思
考
」
の
独
自
の
立
場
に
つ
い
て
議
論
を
発
展
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら

の
「
思
考
」
論
が
ど
の
よ
う
な
議
論
上
の
つ
な
が
り
を
持
つ
か
と
い
う
点
に
も
注
目
す
る
。
第
三
章
で
は
、
な
ぜ
「
判
断
」
と
「
思
考
」

が
不
明
瞭
な
区
別
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
答
え
を
求
め
る
た
め
に
、
道
徳
的
な
議
論
を
持
ち
込
む
も
の
と
し
て
ア
レ
ン

ト
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
「
判
断
」
と
区
別
さ
れ
た
「
思
考
」
の
営
み
に
つ
い
て
そ
の
政
治
的
意
義

が
「
判
断
」
に
先
ん
じ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、「
判
断
」
は
そ
の
道
徳
的
な
議
論
と
し
て
の
躍
進
の
過
程
を
「
思
考
」
と
共
有
す
る

た
め
に
、「
思
考
」
の
時
間
性
を
前
提
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

二
　
革
命
と
「
思
考
」

　
思
考
論
を
一
貫
し
た
議
論
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
そ
の
妨
げ
と
な
る
の
は
、
ア
レ
ン
ト
が
随
所
で
「
思
考
」
を
明
確
に
定
義

さ
れ
な
い
素
朴
な
使
い
方
で
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
思
考
」
が
哲
学
を
含
む
営
み
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
哲
学
批

判
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
ル
ー
ツ
か
ら
し
て
も
う
た
が
い
な
く
「
思
考
」
は
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
な
営
み
だ
が
、

そ
の
根
底
を
流
れ
す
ぎ
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
の
水
路
は
見
え
に
く
い
。
本
稿
で
は
「
思
考
」
の
議
論
の
全
貌
を
提
示
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
と
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
通

し
て
、「
思
考
」
を
「
判
断
」
の
議
論
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
べ
く
、「
思
考
」
の
独
自
性
た
り
う
る
も
の
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
な
ぜ
革
命
論
に
注
目
す
る
か
と
い
え
ば
、
第
一
に
、
先
述
の
よ
う
な
「
思
考
」
の
議
論
特
有
の
漠
然
と
し
た
有
様
に
つ
い
て
、
革
命
論

が
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
や
ア
メ
リ
カ
革
命
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
件
を
題
材
に
し
た
議
論
で
あ
る
た
め
に
、
ア
レ
ン
ト
が
ど
の
事
例
に
対
し



「判断」ではないものとしての「思考」

209

て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
区
切
り
を
つ
け
や
す
い
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
革
命
に
つ
い

て
』
で
は
革
命
論
で
あ
り
な
が
ら
ア
レ
ン
ト
が
明
確
に
「
思
考
」
の
意
義
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
思
考
」
の
独

自
性
を
見
る
う
え
で
革
命
論
は
重
要
で
あ
る
し
、
革
命
論
解
釈
に
と
っ
て
も
こ
の
「
思
考
」
が
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
重
要
で
あ
る
か
ら
だ
。

㈠
　
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
と
「
思
考
」

　
第
一
の
革
命
論
と
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
は
革
命
よ
り
も
動
乱
の
語
を
も
っ
て
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
一
九
五
六
年
に
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
、
政
府
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
た
市
民
の
蜂
起
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
生
の

デ
モ
か
ら
始
ま
り
、
労
働
者
も
巻
き
込
ん
で
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
圧
力
に
抵
抗
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
動
乱
を
革
命
と
し

て
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
蜂
起
は
多
く
の
犠
牲
者
と
亡
命
者
を
伴
う
形
で
鎮
圧
さ
れ
た
が
、
結
果
と
し
て
勝
っ
た
か
負
け
た
か
と
い
う
こ

と
は
問
題
で
は
な
く
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
人
び
と
は
、
打
ち
負
か
さ
れ
恐
怖
さ
せ
ら
れ
て
も
人
び
と
が
な
お
公
的
な
領
域
で
「
行
為
」

す
る
強
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
世
に
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
稀
有
な
功
績
で
あ
る
、
）
11
（

と
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
評
価
に
は
、
ア
レ
ン
ト
の
革
命
論
の
特
徴
と
い
え
る
も
の
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
と
し
て
革
命
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
り
、
解
放
と
自
由
の
間
に
あ
る
相
違
を
強
調
す
る
態
度

で
あ
っ
た
り
、
歴
史
（
歴
史
哲
学
）
の
自
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
形
で
革
命
に
歴
史
的
な
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
努
力
で

あ
っ
た
り
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
評
価
軸
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
で
起
き
た
こ
と
は
ほ
か
の
い
か
な
る
場
所
で
も
起
き
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
革
命
の
十
二
日
間
は
旧
ソ
連
軍
が
ナ
チ
支

配
か
ら
こ
の
国
﹇
ハ
ン
ガ
リ
ー
﹈
を
「
解
放
」
し
て
か
ら
の
十
二
年
間
よ
り
も
多
く
の
歴
史
を
含
ん
で
い
）
12
（

る
。
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こ
れ
ら
の
伝
説
が
な
に
か
を
教
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
教
え
は
、
自
由
は
解
放
の
自
動
的
な
帰
結
で
も
な
け
れ
ば
、
新
し
い
は
じ
ま
り
は
終
わ
り

（
目
的
）
の
自
動
的
な
結
果
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
革
命
と
は
ま
さ
に
、
終
わ
り
と
は
じ
ま
り
の
あ
い
だ
、
す
な
わ
ち
、
も
は
や
存

在
し
な
い
も
の
（no longer

）
と
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
（not yet

）
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
伝
説
的
な
裂
け
目
で
あ
っ
た

―
少
な
く
と
も
ア
メ
リ

カ
革
命
の
人
び
と
に
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
（O

R:  197

）

　
こ
の
類
似
は
、
革
命
の
定
義
と
し
て
ア
レ
ン
ト
の
所
見
に
変
化
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
を
も
と
に
し

て
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
当
時
の
革
命
を
伴
う
社
会
主
義
体
制
に
よ
る
全
体
主
義
的
支
配
を
批
判
す
る
べ
く
し
て
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に

つ
い
て
の
議
論
も
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
ア
メ
リ
カ
革
命
論
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
の
延
長
に
あ
る
こ
と
は
「
革
命
と
自

由
」（
一
九
六
一
）
や
「
自
由
の
た
め
の
自
由
」（
一
九
六
六
‐
七
）
に
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
草
稿
で
は
ハ
ン
ガ

リ
ー
革
命
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
顚
末
を
た
ど
っ
た
も
の
と
し
て
キ
ュ
ー
バ
革
命
に
も
ふ
れ
ら
れ
、『
革
命
に
つ
い
て
』
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ア
メ
リ
カ
革
命
と
い
う
対
比
の
構
図
で
語
ら
れ
る
革
命
論
が
、
当
時
の
社
会
主
義
諸
国
で
起
こ
る
革
命

の
刻
々
と
変
わ
る
状
況
を
文
脈
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
ま
た
、「
自
由
の
た
め
の
自
由
」
に
お
い
て
ア
レ
ン
ト
は
、

社
会
主
義
革
命
は
西
洋
の
伝
統
か
ら
の
脱
却
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
革
命
そ
の
も
の
が
西
洋
の
伝
統
の
流
れ
上
に
あ
る
こ
と
を
論
証

し
よ
う
と
し
て
い
）
13
（
る
。『
革
命
に
つ
い
て
』
で
も
、
こ
の
革
命
に
ま
つ
わ
る
西
洋
の
伝
統
を
論
じ
る
た
め
に
、
ア
レ
ン
ト
は
フ
ラ
ン
ス
革

命
と
ア
メ
リ
カ
革
命
の
比
較
を
選
ん
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
レ
ン
ト
の
革
命
論
の
出
発
点
と
し
て
重
要
な
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
こ
で
の
「
思
考
」
の
議
論
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
先
に
結
論
を
述
べ
る
と
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
で
「
思
考
」
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
は
「
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
／
理
解
す

る
」
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
思
考
」
と
「
行
為
」
に
よ
っ
て
全
体
主
義
的
支
配
に
よ
る
共
通
世
界
の
喪
失
が
阻
止
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
。
こ
う
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
重
要
に
な
る
の
は
、『
全
体
主
義
の

起
源
』
に
お
い
て
ア
レ
ン
ト
が
お
こ
な
っ
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
で
あ
る
。

　
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
理
解
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
全
体
主
義
に
特
有
の
要
素
で
は
な
い
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
固
有
の
本
質
に
光
を
あ
て
た
の
は
全
体
主
義
支
配
で

あ
っ
た
し
、
ま
た
、
全
体
主
義
に
特
有
の
要
素
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
考
の
特
徴
と
一
致
し
て
い
）
14
（

る
。
そ
れ
は
以
下
の
三
つ
の
特
徴
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
実
際
に
は
転
変
す
る
歴
史
に
依
拠
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
を
全
体
的
に
、
ま
た
自
然
の
も
の
と

し
て
、
説
明
可
能
で
あ
る
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
。
第
二
に
、
五
感
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
経
験
的
な
事
実
を
価
値
な
き
も
の
と

み
な
し
、
そ
う
し
た
現
実
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
し
、
代
わ
り
に
、
そ
う
し
た
五
感
に
与
え
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
裏
側
に
そ

れ
を
支
配
し
て
い
る
別
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
だ
と
信
じ
さ
せ
る
こ
と
（
俗
に
い
う
「
陰
謀
論
」
で
あ
る
だ
ろ
う
）。
第
三
に
、
一
つ
の
前

提
か
ら
演
繹
的
方
法
論
を
使
っ
て
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
完
全
な
一
貫
性
を
導
き
出
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
。
こ
う
し
て
一
度
前

提
が
決
ま
っ
て
し
ま
え
ば
現
実
的
な
経
験
か
ら
な
ん
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
己
運
動
を
展
開
す
る
思
考
様
式
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
批
判
が
、
一
九
五
八
年
の
「
全
体
主
義
的
帝
国
主
義

―
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
つ
い
て
の
考
察
」

に
お
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
思
考
論
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
レ
ン
ト
が
そ
こ
で
、
資
本
主
義
と
社
会

主
義
と
い
う
図
式
を
超
え
て
、
作
り
出
さ
れ
た
虚
構
に
も
と
づ
く
支
配
と
わ
れ
わ
れ
が
経
験
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
リ
ア

リ
テ
ィ
を
持
つ
事
実
の
対
立
こ
そ
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
だ
。

全
体
主
義
の
脅
威
を
資
本
主
義
社
会
と
社
会
主
義
社
会
の
間
の
比
較
的
害
の
な
い
紛
争
の
尺
度
か
ら
測
ろ
う
と
す
る
の
は
あ
り
ふ
れ
た
間
違
い
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
事
実
性
に
基
づ
い
た
世
界
と
全
体
主
義
的
虚
構
と
の
間
の
危
険
な
矛
盾
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
。（
…
…
）
そ
の
生
存

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
類
の
自
由
さ
え
、
自
由
な
市
場
経
済
に
依
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
由
も
、
生
存
も
、
世
界
の
も
う
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片
方
の
部
分
﹇
社
会
主
義
陣
営
﹈
に
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
る
よ
う
、
ま
た
、
世
界
の
事
実
性
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
説
得
す

る
こ
と
に
我
々
が
成
功
す
る
か
失
敗
す
る
か
次
第
な
の
で
あ
）
15
（
る
。

　
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
事
実
性
に
基
づ
い
た
世
界
と
全
体
主
義
的
虚
構
と
の
間
の
危
険
な
矛
盾
を
見

逃
す
」
こ
と
は
『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
来
の
問
題
で
あ
る
が
、
彼
女
の
い
う
真
実
（truth

）
と
は
、
公
理
的
な
正
誤
で
は
な
く
て
、
基

本
的
な
事
実
（fact
）
の
レ
ベ
ル
で
そ
れ
が
経
験
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
リ
ア
リ

テ
ィ
を
持
つ
は
ず
の
事
実
を
公
理
か
ら
の
論
理
的
演
繹
に
よ
っ
て
消
し
去
る
も
の
こ
そ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
場

合
に
新
た
な
「
よ
り
正
し
い
」
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
反
駁
す
る
よ
う
な
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
に
お
い
て
ア

レ
ン
ト
に
称
賛
さ
れ
る
の
は
、
革
命
の
人
び
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
抑
圧
が
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
自
由
が
要
求

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
方
な
の
だ
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
を
し
て
ア
レ
ン
ト
に
問
わ
せ
る
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
基
本
的
な
事
実
の
レ
ベ
ル
で

の
真
実
と
噓
と
を
見
分
け
る
能
力
が
人
び
と
か
ら
失
わ
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
）
16
（
た
。

　
し
か
し
、
驚
き
に
満
ち
た
称
賛
の
一
方
、
ア
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る
。
自
由
と
真
実
の
間
に
あ
る
関
係
に
つ
い
て
、
こ

う
し
た
東
欧
の
状
況
を
見
て
、
人
間
の
本
性
は
変
化
せ
ず
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
無
力
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
植
え
付
け
ら
れ

た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
克
服
す
る
こ
と
を
教
え
ず
と
も
、
自
由
と
真
実
に
対
す
る
希
求
は
人
間
の
頭
や
心
か
ら
自
然
に
湧
き
上
が
っ
て
く
る

も
の
だ
な
ど
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
）
17
（

だ
。

　
実
の
と
こ
ろ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
よ
う
な
暴
動
は
全
体
主
義
的
支
配
が
か
な
り
短
い
期
間
の
経
験
で
終
わ
っ
た
国
に
お
い
て
起
こ
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
を
考
慮
し
て
ア
レ
ン
ト
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
考
に
陥
ら
な
い
思
考
様
式
を
人
び
と
が
持
つ
た
め
に
は
、

「
行
為
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
。
他
者
の
経
験
が
持
つ
事
実
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
持
つ
イ
ン
パ
ク
ト
は
そ
れ
に
つ

い
て
話
さ
れ
る
こ
と
で
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
確
か
な
も
の
と
し
て
残
る
た
め
に
は
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
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こ
と
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
彼
女
は
示
）
18
（
す
。
実
際
に
、『
全
体
主
義
の
起
源
』
で
も
ア
レ
ン
ト
は
、
無
世
界
的
な
状
況
が
生
ま
れ

た
こ
と
で
、
そ
こ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
）
19
（

た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
い
て
は
さ
ら
に
具

体
的
な
例
を
も
っ
て
「
行
為
」
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
）
20
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
考
察
か
ら
ア
レ
ン
ト
は
、「
思
考
」
を
可
能
に
す
る
に
は
「
行
為
」
が
要
請
さ
れ
る
と
結
論
す
る
。

こ
の
た
め
に
、『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ト
は
「
行
為
」
の
重
要
性
を
限
り
な
く
高
め
て
お
き
な
が
ら
最
後
に
「
思
考
」
に

つ
い
て
語
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
思
考
は
、
人
び
と
が
政
治
的
自
由
と
い
う
条
件
の
下
で
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
ま
だ
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
疑
い
な
く
現
存
し
て

い
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
思
想
家
の
象
牙
の
塔
の
自
立
性
に
つ
い
て
世
間
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、
思
考
ほ
ど
も
ろ

い
人
間
の
能
力
は
ほ
か
に
な
い
。
実
際
、
暴
政
の
条
件
の
も
と
で
は
思
考
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
行
為
す
る
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
容
易
な
ほ
ど
で
あ
る

（H
C:  324

）

　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
か
つ
そ
れ
を
可
能
に
し
て
し

ま
う
無
世
界
性
の
批
判
で
あ
り
、
事
実
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
維
持
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
革
命
論
と
し
て
こ
た
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
連
な
る
革
命
論
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
来

の
関
心
、
ナ
チ
ス
的
な
全
体
主
義
と
ソ
ビ
エ
ト
的
な
全
体
主
義
に
対
す
る
批
判
的
検
討
、
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
、

『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
「
行
為
」
の
自
由
の
強
調

―
何
よ
り
も
そ
れ
が
全
体
主
義
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
の
だ
か
ら

―
を
理
解

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、「
思
考
」
よ
り
は
む
し
ろ
「
行
為
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
思
考
」
が
あ

ま
り
に
失
わ
れ
や
す
く
無
力
で
あ
り
、
そ
の
維
持
に
「
行
為
」
を
必
要
と
す
る
た
め
だ
。



法学政治学論究　第119号（2018.12）

214

　
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
見
ら
れ
る
「
思
考
」
と
「
行
為
」
の
相
互
依
存
的
な
関
係
は
、「
思
考
」
や
「
行
為
」
の
議
論
が
「
自
動
化
」

批
判
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
よ
り
正
確
に
理
解
さ
れ
る
。

　
一
九
六
〇
年
版
の
『
人
間
の
条
件
』
の
序
論
の
中
で
ア
レ
ン
ト
は
一
九
五
八
年
の
そ
れ
よ
り
も
明
確
に
「
思
考
」
の
意
義
を
示
す
。
こ

の
文
章
の
中
で
ア
レ
ン
ト
は
、
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
と
い
う
事
件
を
起
点
に
し
て
、
科
学
が
勝
利
し
た
現
代
社
会
に
対
し
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
提
起
を
お
こ
な
う
。
そ
の
問
題
提
起
は
、
生
命
さ
え
人
工
的
に
「
制
作
」
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
危
機
意
識
で
あ
っ

た
り
、
機
械
化
に
よ
っ
て
「
労
働
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
よ
り
高
次
の
有
意
味
な
活
動
を
知
ら
な
い
こ
と
の
批
判
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
原

因
と
し
て
政
治
家
や
知
識
人
で
さ
え
自
身
の
活
動
を
「
労
働
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
り
、
本
論
で
の
議
論
を
想
起
さ
せ

る
形
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
大
半
は
科
学
技
術
の
発
展
の
影
響
を
論
じ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
「
思
考
」
に
つ
い
て
も
、
本
論
の

議
論
に
は
主
題
と
し
て
は
含
ま
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
い
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

　
曰
く
、
現
代
社
会
の
問
題
と
し
て
、
科
学
的
な
真
理
が
「
数
学
的
に
は
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
技
術
的
に
も
例
証
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
の
に
、
も
は
や
言
語
あ
る
い
は
思
考
に
よ
っ
て
あ
り
あ
り
と
描
き
出
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」
と
い
う
事
態
が
あ
る

（VA:  5

）。『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
の
問
題
意
識
は
「
わ
れ
わ
れ
の
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
考
に
よ
っ
て
追
遂
行
す

る
こ
と
が
不
可
能
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（VA:  5

）。
た
と
え
ば
、
ア
レ
ン
ト
は
科
学
技
術
の
用
い
る
言
語
が
数
学

的
な
記
号
言
語
で
し
か
な
く
、
そ
れ
が
日
常
的
な
言
語
に
よ
っ
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
、「
言
葉
な
き
世
界
」
を
も
た

ら
す
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
ア
レ
ン
ト
は
「
人
間
が
お
こ
な
い
、
認
識
し
、
経
験
し
、
知
る
事
柄
が
、
有
意

味
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
り
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
だ
と
述
べ
る
（VA:  7

）。
こ
の
要
求
は
『
人
間
の
条
件
』
の
読
者
な

ら
だ
れ
で
も
「
行
為
」
の
要
求
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
行
為
」
は
複
数
の
人
間
の
中
で
「
語
り
合
う
」
活
動
力
で
あ
っ
た

し
、
そ
の
意
義
は
「
行
為
」
や
そ
れ
が
織
り
な
す
世
界
に
対
し
て
意
味
づ
け
、
記
憶
の
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら

（H
C:  9

）。
し
か
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
か
ら
分
か
る
の
は
、
こ
の
要
求
が
同
時
に
「
思
考
」
の
要
求
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
「
行
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為
」
が
同
時
に
「
思
考
」
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
こ
と
だ
。
ア
レ
ン
ト
は
後
続
の
箇
所
に
お
い
て
「
意
味
を
持
ち
う
る
の
は
、
我
々

が
そ
の
話
題
に
つ
い
て
た
が
い
に
語
り
合
う
こ
と
の
で
き
る
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
と
語
り
合
う
こ
と
も
き
っ
と
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な

事
柄
の
み
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
「
自
分
自
身
と
語
り
合
う
」
こ
と
の
つ
け
た
し
は
「
思
考
」
の
活
動
を
意
識
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
だ
ろ
）
21
（
う
。

　
実
際
に
、「
思
考
」
は
科
学
技
術
に
対
し
て
優
位
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

科
学
や
技
術
に
い
つ
も
十
年
も
先
行
し
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
で
も
抱
く
よ
う
な
思
考
や
観
念
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
発
見
を
成
し
遂
げ
た
り
、

発
達
を
推
進
し
た
り
す
る
者
の
思
考
で
は
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
科
学
は
、
人
間
が
夢
見
て
き
た
こ
と
を
実
現
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

り
、
人
間
の
夢
が
空
想
に
と
ど
ま
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
証
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（VA:  8

）

　
こ
の
よ
う
に
、「
思
考
」
と
「
行
為
」
は
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
自
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
言
葉
な
し
で
も
成
り
立
つ
世
界
に
対

し
て
、
人
間
的
な
世
界
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
活
動
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
自
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
「
労
働
」
の
価
値
体
系
の
中
に
ア
レ
ン
ト
が
見
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
自
動
化
批
判
と
い
う

観
点
か
ら
「
思
考
」
と
「
行
為
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
本
稿
の
出
発
点
で
あ
っ
た
ア
レ
ン
ト
の
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
の
布
陣
に
お
い
て
、

「
制
作
」
や
「
思
考
」
も
「
労
働
」
と
の
対
立
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
襲
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　
自
動
化
に
対
抗
す
る
政
治
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
レ
ン
ト
の
政
治
と
「
制
作
」
や
「
思
考
」
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
行
為
」
こ
そ
が
政
治
的
な
能
力
で
あ
る
と
い
う
ア
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
損
な
わ
せ
る
、
あ
る
い

は
曖
昧
に
す
る
、
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
行
為
」・「
制
作
」・「
思
考
」
が
「
労
働
」
の
政
治
か
ら
の
排
除
と
い
う
同

じ
目
的
の
下
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
で
ア
レ
ン
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
発
揮
さ
れ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
い
う
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「
労
働
」
と
は
単
に
社
会
的
な
も
の

―
私
的
な
自
己
利
害
を
公
的
な
領
域
に
持
ち
込
む
も
の

―
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
自
動
的
な
も

の
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
演
繹
・
技
術
・
無
思
考
・
必
然
性
）
に
関
わ
る
。
そ
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
が
蜂
起
す
る
対
象
で
あ
る
ソ
ビ
エ
ト
連
邦

は
ま
さ
し
く
労
働
者
の
革
命
を
う
た
っ
て
生
ま
れ
た
全
体
主
義
的
支
配
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
は
、
事
実
の
認
識
／
理
解
を
阻
む
自
動
的
な
思
考
様
式

に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
レ
ン
ト
の
哲
学
批
判
に
お
い
て
政
治
的
領
域
に
「
真
理
」
を
持
ち
込
む
こ
と
が
批
判
さ
れ

る
の
も
こ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
、
ま
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
真
理
」
の
批
判
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
動
的
な
思
考
が
勢
力

を
伸
ば
す
の
は
無
世
界
的
な
状
況
が
広
が
っ
た
と
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
ア
レ
ン
ト
は
自
由
に
語
り
合
う
こ
と
の
重
要
性

を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
実
際
に
は
「
行
為
」
の
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
動
的
な
も
の
で
な
い
「
思
考
」
の
政
治
的
な
重
要
性

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。㈡

　
ア
メ
リ
カ
革
命
と
「
思
考
」

　
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
の
問
題
意
識
を
受
け
継
ぐ
形
で
ア
メ
リ
カ
革
命
論
は
な
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
革
命
論
と
し
て
も
っ
と
も
著
名
な
も

の
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
こ
の
著
作
の
も
と
に
な
っ
た
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
の
一
九
五
九
年
の
講
義
と
シ
カ
ゴ
大

学
で
の
一
九
六
三
年
の
講
義
の
ほ
か
、「
自
由
と
政
治
」（
一
九
六
〇
）
や
「
革
命
と
自
由
」（
一
九
六
一
）
な
ど
の
講
義
草
稿
が
遺
さ
れ
て

い
る
。
彼
女
が
ア
メ
リ
カ
革
命
を
論
じ
る
直
接
の
き
っ
か
け
は
講
義
の
依
頼
（
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
の
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
主
題

で
あ
っ
た
こ
と
が
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
革
命
論
は
、
全
体
主
義
批
判
と
い
う
ア
レ
ン
ト
自

身
の
長
き
に
わ
た
る
関
心
で
あ
り
、
ま
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
よ
っ
て
刺
激
を
う
け
た
も
の
と
、
ア
レ
ン
ト
が
抱
き
続
け
る
マ
ル
ク
ス

や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
対
す
る
関
心
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
）
22
（

た
。

　
こ
れ
ら
の
論
稿
の
中
で
、『
革
命
に
つ
い
て
』
は
同
時
代
の
時
事
問
題
の
取
り
扱
い
を
超
え
て
、
革
命
を
け
ん
引
す
る
力
と
し
て
の
自



「判断」ではないものとしての「思考」

217

由
と
必
然
と
い
う
対
比
や
、
政
治
体
の
創
設
に
つ
い
て
の
概
念
的
な
議
論
を
ベ
ー
ス
に
、
一
八
世
紀
の
革
命
が
二
〇
世
紀
の
革
命
に
与
え

た
影
響
を
も
論
じ
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
、
い
わ
ば
革
命
の
歴
史
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
著
作
で
あ
る
。

　
こ
の
『
革
命
に
つ
い
て
』
を
含
む
ア
メ
リ
カ
革
命
論
の
各
種
の
論
点
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
が
多
い
。
し

か
し
、
異
な
る
点
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
そ
れ
は
、
革
命
と
い
う
出
来
事
の
持
つ
「
新
し
さ
」
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
と
比
べ
て
み
て
も
際

立
っ
て
う
つ
る
強
調
と
、
そ
の
た
め
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
悲
観
的
な
調
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
る

論
稿
も
、『
革
命
に
つ
い
て
』
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
著
作
の
中
で
、
具
体
的
な
事
件
に
お
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
と
同
じ
く
称
賛
を

受
け
る
べ
き
革
命
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
革
命
で
あ
る
。
本
来
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
用
い
て
い
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ

革
命
の
分
析
が
そ
の
分
析
の
過
程
で
悲
観
的
な
終
わ
り
方
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、『
革
命
に
つ
い
て
』
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ア
メ
リ
カ
革
命
を
比
較
し
た
論
稿
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
し
て
ア
レ
ン

ト
は
批
判
的
な
態
度
を
と
る
と
い
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
ア
メ
リ
カ
革
命
も
、
ア
レ
ン
ト
の
い
う
意
味
で
「
始
ま
り
」
で
は
あ
っ
た
。

暦
の
扱
い
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
ア
レ
ン
ト
は
ア
メ
リ
カ
革
命
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
そ
れ
を
称
え
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

革
命
の
近
代
的
な
概
念
は
、
歴
史
過
程
は
突
然
新
し
く
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
以
前
に
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
語
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
し
い
物
語
で
あ
る
と
い
う
観
念
と
解
き
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
十
八
世
紀
の
終
わ
り
に
起
き
た
二
つ
の
大

革
命
よ
り
以
前
に
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。（
…
…
）
こ
う
し
た
革
命
が
ま
っ
た
く
新
し
い
時
代
の
前
触
れ
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
国
王
を
処
刑
し
共
和
政
を
宣
言
し
た
年
を
第
一
年
と
す
る
革
命
歴
の
制
定
が
早
く
も
そ
れ
を
証
明
し
て
い
た
。（O

R:  18 -9

）

　
し
か
し
、
両
革
命
は
持
続
す
る
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
端
的
に
い
え
ば
、『
革
命
に
つ
い
て
』
の
悲
観
的
な
調

子
は
革
命
の
持
続
に
つ
い
て
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
貧
困
と
い
う
必
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然
性
に
先
導
さ
れ
る
革
命
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ま
た
社
会
問
題
を
そ
の
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
原
動
力
が
哀
れ
み
（pity

）
と
い
う
感
情

で
あ
っ
た
こ
と
が
自
己
と
他
者
の
境
界
を
破
壊
し
偽
善
さ
え
ゆ
る
さ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
テ
ロ
ル
に
行
き
着
い
た
。
他
方
で
、
ア
メ
リ

カ
革
命
は
、
た
だ
の
解
放
（liberation

）
で
は
な
い
自
由
（freedom

）
を
目
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
そ
し
て
行
為
の
空
間
を

一
時
的
に
は
享
受
し
さ
え
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
持
続
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
両
者
と
も
持
続
に
失
敗
し
た
革
命
だ
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。

　
と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
革
命
の
方
が
「
持
続
す
べ
き
」
革
命
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

ア
メ
リ
カ
革
命
は
そ
の
社
会
問
題
の
不
在
と
い
う
恵
ま
れ
た
前
提
条
件
が
あ
っ
た
ほ
か
、
ア
メ
リ
カ
革
命
は
持
続
し
な
い
制
度
を
選
ん
だ

も
の
の
「
自
由
の
創
設
」
を
目
的
と
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
絶
対
者
の
要
請
を
も
っ
て
制
度
は
作
り
上
げ
た
代
わ
り
に
「
自
由
の
創

設
」
か
ら
「
人
間
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
」
へ
と
方
向
を
転
じ
、
革
命
そ
れ
自
体
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
（O

R:  102

）。
ア
メ
リ
カ

革
命
の
課
題
で
あ
る
制
度
と
は
も
ち
ろ
ん
法
で
も
あ
り
、
多
く
の
人
に
注
目
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
議
会
（
評
議
会
制
）
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
本
稿
が
重
要
な
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
」
の
指
摘
だ
。

ア
メ
リ
カ
の
記
憶
の
喪
失
は
、
革
命
後
の
思
考
の
こ
の
致
命
的
な
失
敗
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
あ
ら
ゆ

る
思
考
は
記
憶
と
回
想
と
と
も
に
は
じ
ま
る
と
い
う
の
が
真
実
な
ら
、
こ
の
記
憶
は
、
そ
の
な
か
で
自
ら
さ
ら
な
る
発
展
を
な
し
う
る
よ
う
な
概
念
の

枠
組
の
な
か
に
濃
縮
さ
れ
、
蒸
留
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
確
実
な
も
の
と
し
て
残
ら
な
い
と
い
う
の
も
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
び
と
が
お
こ
な
い
、

耐
え
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
事
件
や
出
来
事
の
経
験
や
物
語
で
さ
え
、
く
り
返
し
何
度
も
語
り
つ
づ
け
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
生
き
て
い
る
言
葉
と
生
き

て
い
る
行
為
に
つ
き
も
の
の
空
虚
さ
の
な
か
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
死
す
べ
き
人
間
の
出
来
事
を
、
人
間
に
つ
き
ま
と
う
空
虚
さ
か
ら
救
う
に
は
、
そ
の

出
来
事
を
間
断
な
く
語
り
つ
づ
け
る
以
外
に
な
い
。
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
そ
の
語
り
つ
づ
け
は
、
あ
る
概
念
、
つ
ま
り
、
将
来
記
憶
さ
れ
た
り

あ
る
い
は
た
だ
参
照
さ
れ
た
り
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
道
標
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
空
虚
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
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（O
R:  212

）

　
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
は
な
ぜ
彼
ら
の
功
績
を
記
憶
す
る
た
め
の
「
思
考
」
を
な
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
と
き

「
思
考
」
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
は
、
ア
レ
ン
ト
の
生
き
た
時
代
で
あ
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
を
取
り
囲
ん
で
い
た
全
体
主
義
的
状

況
と
は
違
い
、「
行
為
」
が
そ
の
環
境
的
要
因
の
た
め
に
可
能
で
あ
っ
た
し
、
実
際
に
そ
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
よ
う
な

人
び
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
で
観
察
さ
れ
た
よ
う
な
、「
行
為
」
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
「
思
考
」
が
不

可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
ま
た
逆
で
あ
る
よ
う
な
、
状
況
は
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
は
存
在
し
な
い
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
「
行
為
」
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
思
考
」
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。

　
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
理
論
的
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
の
反
理
論
的
傾
向
を
示
す
も
っ
と

も
説
得
力
の
あ
る
証
拠
は
、
過
去
の
哲
学
や
哲
学
者
に
対
す
る
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
非
常
に
手

ご
た
え
の
あ
る
激
し
い
感
情
的
反
撥
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
ア
レ
ン
ト
は
述
べ
る
（O

R:  305 -6

）。
し
か
し
、
ア
レ
ン
ト
自
身
、

ア
メ
リ
カ
の
革
命
家
た
ち
が
古
代
ロ
ー
マ
に
範
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
革
命
の
人
び
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
人
び
と
も
だ
が
、
熱
狂
的
に
古
代
ロ
ー
マ
の
先
例
に
準
じ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
は
賢
明
に
も

0

0

0

0

古
代
ロ
ー

マ
の
よ
う
に
「
始
ま
り
」
そ
の
も
の
を
権
威
と
し
て
新
し
い
共
和
国
の
創
設
と
維
持
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
（O

R:  191

）。

し
か
し
実
際
、
非
常
に
程
度
の
高
い
読
書
か
ら
え
た
知
識
や
概
念
的
思
考
が
、
ア
メ
リ
カ
共
和
政
の
骨
格
を
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
余
地
の

な
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
政
治
思
想
や
政
治
理
論
に
対
す
る
関
心
が
、
課
題
の
達
成
の
ほ
と
ん
ど
直
後
に
枯
渇
し
た
と
い
う
の
も
本
当

の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
政
治
問
題
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
純
粋
に
理
論
的
な
関
心
が
こ
の
よ
う
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
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カ
史
の
「
特
質
」
で
は
な
く
、
反
対
に
、
ア
メ
リ
カ
革
命
が
世
界
政
治
の
観
点
か
ら
は
不
毛
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
主
要
な
理
由
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

（O
R:  211

）

　
実
際
に
こ
の
ア
メ
リ
カ
人
の
政
治
理
論
に
対
す
る
関
心
の
な
さ
は
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
史
研
究
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
）
23
（
る
。
フ

ラ
ン
ス
政
治
思
想
と
比
べ
て
ア
メ
リ
カ
政
治
思
想
の
誕
生
が
遅
い
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
革
命
が
後
世
の
革
命
の
模
範
と
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
、
現
に
社
会
主
義
革
命
の
、
労
働
を
第
一
の
価
値
と
し
貧
困
か
ら
の
解
放
を
第
一
の
目
的
と
す
る
こ
と
や
反
自
由
的
な
態
度
が
ま
さ
に

革
命
の
性
格
で
あ
る
と
人
々
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
、
の
確
か
な
一
つ
の
原
因
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
革
命
の
持
つ
「
新
し
さ
」
が
あ
る
。
第
一
に
挙
げ
た
結
果
と
し
て
の
反
理
論
的
傾
向
は
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
の
怠
慢
で

は
な
い
。
こ
の
最
終
的
な
冷
淡
さ
は
、
革
命
の
新
し
さ
の
た
め
に
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
自
身
最
初
は
自
身
ら
の
革
命
を

ロ
ー
マ
な
ど
の
「
復
古
」
と
し
て
み
な
そ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
、
と
ア
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。

革
命
の
人
び
と
が
ど
れ
ほ
ど
ロ
ー
マ
精
神
に
接
近
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
或
る
ま
っ
た
く
新
し
い
非
連
続
の
政
治
体
を
構
成
す
る
と
い
う
彼
ら

の
主
な
仕
事
に
か
ん
し
て
（
…
…
）
こ
の
文
庫
は
、
奇
妙
に
も
沈
黙
を
つ
づ
け
た
に
ち
が
い
な
い
。（O

R:  199

）

　
ア
メ
リ
カ
革
命
が
ロ
ー
マ
を
模
倣
で
き
な
い
の
は
、
ロ
ー
マ
の
時
代
に
考
え
ら
れ
て
い
た
創
設
が
必
ず
復
古
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
革
命
は
ま
っ
た
く
新
し
い
「
始
ま
り
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
ア
レ
ン
ト
は
言
）
24
（
う
。
こ
の
新
し
さ
は
「
伝
説
的
な
裂
け
目
」
で
あ

り
、「
時
間
を
連
続
的
な
流
れ
と
し
て
考
え
る
ふ
つ
う
の
時
間
観
念
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
前
代
未
聞
の
思
弁
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い

る
」
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
復
古
と
い
う
モ
デ
ル
は
こ
う
し
た
新
し
さ
に
対
応
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
つ
い

て
語
る
よ
う
な
理
論
は
ま
だ
な
か
っ
）
25
（
た
。
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し
か
し
こ
の
新
し
さ
は
永
続
革
命
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
制
度
と
し
て
定
着
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
26
（
い
。
そ
の
評
議
会
モ
デ
ル
に

明
ら
か
だ
が
、
そ
し
て
こ
れ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
例
を
受
け
継
い
で
い
る
の
だ
が
、
始
ま
り
の
原
理
そ
れ
自
体
を
権
威
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
行
為
の
空
間
」
が
結
果
的
に
ゆ
る
や
か
な
政
治
体
を
構
成
す
る
よ
う
な
状
態
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
な
の
）
27
（
だ
。

　
な
る
ほ
ど
、
ア
レ
ン
ト
の
理
想
は
理
解
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
価
値
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
哲
学
は
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
政
治
理
論
さ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
は
政
治
理
論
に
関
心
を
抱
か
ず
、
い
わ
ば
「
経
験
」
を
重

視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
三
に
、
第
一
の
も
の
と
は
微
妙
に
異
な
る
原
因
と
し
て
、
政
治
と
哲
学
の
対
立
関
係
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア

メ
リ
カ
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
よ
り
広
範
な
問
題
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
傾
向
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
反
理
論
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
に
特
有
の
「
心
の
枠
組
」
で
も
な
か
っ
た
。
哲
学
と
政

治
と
の
敵
対
関
係
は
、
政
治
哲
学
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
覆
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
行
為
の
人
と
思
考
の
人
が
袂
を
分
か
っ
て
以
来
、
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
死
以
来
、
ず
っ
と
西
欧
の
政
治
術
と
哲
学
的
伝
統
の
呪
い
と
な
っ
て
い
る
。（O

R:  306

）

　
こ
こ
に
は
単
に
政
治
理
論
に
対
し
て
人
び
と
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
か
否
か
の
別
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
理
論
化
可
能
性

の
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ア
メ
リ
カ
革
命
の
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
で
は
な
い
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
政
治
と
哲
学
の
関
係
、「
行
為
」
と

「
思
考
」
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
政
治
哲
学
の
復
興
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

　
要
す
る
に
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
よ
う
な
「
新
し
さ
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
哲
学
と
は
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
で
ア
レ
ン
ト
が
重
視
し
て
い
た
よ
う
な
経
験
的
な
事
実
を
扱
う
こ
と
で
あ
り
、
観
照
的
な
真
理
と

は
何
の
関
係
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
革
命
の
理
論
化
の
必
要
性
を
語
る
「
思
考
」
の
議
論
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
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の
自
動
化
さ
れ
た
思
考
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
支
配
に
あ
ら
が
う
こ
と
の
難
し
さ
と
は
ま
た
別
の
難
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
「
思
考
」

は
、
自
分
の
頭
で
考
え
、
人
と
話
す
と
い
う
こ
と
だ
け
を
基
盤
に
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ン
ト
が
革
命
に
見
出
す
よ
う
な
思0

弁
的
な

0

0

0

「
新
し
さ
」
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
経
験
的
な
語
彙
で
は
も
は
や
語
り
よ
う
も
な
い
か
ら
だ
（O

R:  198

）。

実
際
に
、
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
故
事
や
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩
を
持
ち
出
し
た
が
、
対
応
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
革
命
の
性
質
の
た
め
に
、
政
治
と
哲
学
の
関
係
を
取
り
結
ば
な
け
れ
ば
「
行
為
」
と
「
思
考
」
が
結
び
つ
か

な
く
な
っ
た
、
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
従
来
の
意
味
で
の
哲
学
で
は
な
い
。
で
は
ア
レ
ン
ト
が
求
め
る
「
思
考
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
ア
レ
ン
ト
は
、
先
述
の
「
記
憶
さ
れ
参
照
さ
れ
る
た
め
の
道
標
」
の
例
と
し
て
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
あ
げ
て
い
）
28
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
将
来
言
及
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
る
た
め
の
道
標
が
、
も
ち
ろ
ん
概
念
の
形
式
で
は
な
く
、
単
純
な
短
い
文
句
や
凝
縮
さ
れ
た
ア
フ
ォ
リ

ズ
ム
の
形
式
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
絶
え
ざ
る
語
り
か
け
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
か
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
小
説
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
の
内
容
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
の
文
学
的
手
続
き
が
、
著
し
く
「
政
治
的
」
で
あ
る

の
だ
。（O

R:  307

）

　
こ
の
革
命
論
の
最
後
の
議
論
が
直
接
受
け
継
が
れ
た
の
は
ア
レ
ン
ト
の
思
考
論
で
あ
る
。「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
な
ど
の
論

稿
に
よ
っ
て
、
ア
レ
ン
ト
は
「
思
考
」
の
場
所
を
、
革
命
の
も
た
ら
す
伝
統
の
断
絶
、「
伝
説
的
な
裂
け
目
」
と
同
じ
、
過
去
と
未
来
の

間
に
あ
る
裂
け
目
で
あ
る
と
し
た
。「
思
考
」
は
、
過
去
で
も
未
来
で
も
な
い
無
限
を
志
向
す
る
こ
の
時
間
の
断
絶
に
と
ど
ま
っ
て
「
思

考
」
す
る
こ
と
で
、「
行
為
」
や
出
来
事
が
失
い
が
ち
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
回
復
す
る
営
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（BPF:  7

）。
こ
の
た
め

に
ア
レ
ン
ト
に
し
た
が
う
な
ら
ば
「
思
考
」
は
本
性
上
革
命
の
「
始
ま
り
」
を
理
解
可
能
な
営
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
断
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絶
の
強
調
と
「
思
考
」
に
よ
る
持
続
の
両
立
可
能
性
は
、「
思
考
」
の
場
所
と
革
命
の
場
所
の
時
間
・
空
間
的
共
有
の
た
め
に
保
障
さ
れ

る
こ
と
が
、
そ
の
時
間
論
の
一
致
か
ら
理
解
で
き
る
か
ら
だ
。
人
間
が
「
思
考
」
す
る
と
き
ど
こ
に
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、
そ
の

「
新
し
さ
」
を
理
解
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
革
命
論
の
「
思
考
」
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
の
「
思
考
」
よ
り
も
困
難
で

あ
っ
た
と
し
て
も
無
力
で
な
い
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
革
命
論
か
ら
展
開
さ
れ
た
「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
も
、「
行

為
」
し
実
際
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
リ
ア
リ
テ
ィ
喪
失
と
「
思
考
」
に
よ
る
そ
の
回
復
を
問
題
と
す
る
（BPF:  8 -9

）
点
で
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
思
考
論
と
お
な
じ
く
事
実
性
の
「
思
考
」
の
議
論
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
は
「
行

為
」
と
「
思
考
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
行
為
」
に
成
功
し
た
が
「
思
考
」
に
成
功
し
な
い
ア
メ
リ
カ
革
命
論
で

は
「
思
考
」
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
革
命
論
に
お
い
て
、「
思
考
」
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
を
可
能
に
し
、
事
実
を
正
し
く

認
識
／
理
解
す
る
こ
と
で
共
通
世
界
を
構
築
す
る
要
件
と
な
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
事
実
を
認
識
さ
え
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
お
い

て
、
そ
れ
は
自
由
の
性
質
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
認
識
し
、
伝
え
る
も
の
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
。

三
　「
思
考
」
と
「
判
断
」

　
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
と
ア
メ
リ
カ
革
命
論
の
分
析
に
よ
っ
て
、「
思
考
」
と
「
行
為
」
が
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
政
治

的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
を
観
察
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
が
『
精
神
の
生
活
』
に
お
い
て

革
命
論
を
継
続
す
る
と
き
、
前
章
で
見
た
よ
う
な
革
命
の
失
敗
の
問
題
は
「
思
考
」
で
は
な
く
「
意
志
」
と
「
判
断
」
の
間
に
配
置
さ
れ
、

ア
メ
リ
カ
革
命
の
持
続
の
失
敗
を
あ
が
な
う
も
の
と
し
て
の
、
つ
ま
り
政
治
的
な
も
の
を
回
復
し
、
維
持
さ
せ
る
た
め
の
糸
口
を
、「
出
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生
」
と
「
判
断
」
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
意
志
」
の
巻
の
第
一
六
章
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
の
第
五
章
と
章
タ
イ
ト
ル
す
ら

共
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
第
一
六
章
で
ア
レ
ン
ト
は
「
出
生
」
と
い
う
始
ま
り
の
現
象
に
よ
っ
て
自
由
の
価
値
を
証
明
し
よ
う
と
試

み
、
そ
れ
で
も
そ
れ
が
「
自
由
た
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
し
か
意
味
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
と
自
由
を
好
む
か
否
か
は
別
で

あ
る
こ
と
を
告
げ
た
後
に
、「
判
断
に
つ
い
て
分
析
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
何
が
わ
れ
わ
れ
の
快
不
快
に
含
ま
れ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
」（LM

2:  217

）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
先
述
の
革
命
論
か
ら
展
開
さ
れ
た
「
思
考
」
の
時
間
性
の
議
論
は
「
思

考
」
の
巻
に
分
離
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
思
考
」
の
政
治
的
な
意
義
と
革
命
論
と
の
深
い
か
か
わ
り
は
い
ま
や
明
ら
か
で
あ
る

以
上
、
こ
の
変
化
の
理
由
は
「
判
断
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
『
精
神
の
生
活
』
の
構
成
は
い
つ
決
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
人
間
の
条
件
』
で
は
本
書
の
議
論
が
活
動
的
な
生
活
に
限
ら

れ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
最
後
に
お
い
て
も
「
思
考
」
の
活
動
の
意
義
を
強
調
し
て
い
た
（H

C:  324

）。
こ
の
意
義
は
も
ち
ろ
ん
『
革

命
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
著
作
の
企
図
は
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
ア

レ
ン
ト
の
頭
の
中
で
継
続
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
著
作
が
明
確
に
形
を
と
っ
た
の
は
、『
思
索
日
記
』
を
見

る
と
、
そ
れ
は
一
九
六
七
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
と
き
ア
レ
ン
ト
は
「
思
考
」・「
意
志
」・「
判
断
」
と
い
う
構
図
で
の
分
析
の

意
図
を
示
し
て
い
）
29
（

る
。

　
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
ア
レ
ン
ト
の
革
命
論
が
ひ
と
段
落
つ
い
た
頃
（『
革
命
に
つ
い
て
』
と
同
じ
「
新
し
さ
」
の
議
論
が
登
場
す
る
「
自
由

で
あ
る
た
め
の
自
由
」
は
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
六
七
年
）
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
思
考
」
や
、「
行
為
」
の
自
由
と
の
差
異
に
つ
い

て
分
析
さ
れ
る
「
意
志
」
に
比
べ
て
、
こ
う
し
た
革
命
論
に
は
「
判
断
」
は
あ
ま
り
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
で
は
、「
判
断
」
の
議
論
が
多
く
な
さ
れ
る
の
は
ど
の
文
脈
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。『
精
神
の
生
活
』
に
い
た
る
ま
で
「
判
断
」
の
重
要
性

が
増
し
て
い
く
過
程
を
見
る
た
め
に
、
重
要
で
あ
る
の
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ベ
イ
ナ
ー
が
指
摘
す
る
「
活
動
的
な
判

断
か
ら
観
想
的
な
判
断
へ
」
と
い
う
判
断
論
の
変
化
だ
け
で
な
い
、「
判
断
」
や
「
思
考
」
が
道
徳
的
な
議
論
を
多
く
含
む
よ
う
に
な
っ
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た
と
い
う
変
化
の
、
原
因
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
周
知
の
よ
う
に
、
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
で
お
こ
な
わ
れ
た
ア
イ

ヒ
マ
ン
の
裁
判
を
傍
聴
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
に
レ
ポ
ー
ト
を
連
載
し
た
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
異
様
な
態
度
は
ア
レ
ン
ト
に

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
し
、
全
体
主
義
の
「
悪
」
の
と
ら
え
方
に
変
化
を
与
え
も
し
た
。
一
般
に
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
議
論
は
ア
レ
ン
ト
の
政

治
的
な
思
考
論
の
起
点
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
は
実
際
に
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
無
思
考
性
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、
革
命
論
と

比
較
し
て
み
る
と
き
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
か
ら
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
至
る
ま
で
事
実
性
を
問
題
と
し
て
い
た
「
思

考
」
の
議
論
に
対
す
る
道
徳
的
な
議
論
の
導
入
で
あ
る
こ
と
が
分
か
）
30
（
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
が
「
思
考
」
の
議
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
裁
判
に
あ
た
っ
て
の

不
可
解
な
態
度
が
「
無
思
考
」
と
い
う
性
質
で
分
析
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
無
思
考
」
は
、
彼
が
不
適
切
な
決
ま
り
文
句
を

用
い
る
こ
と
や
、
彼
の
無
反
省
的
な
態
度
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
絞
首
台
の
上
で
の
言
動
で
あ
る
。

彼
は
完
全
に
冷
静
だ
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
完
全
に
い
つ
も
と
同
じ
だ
っ
た
。
彼
の
最
後
の
言
葉
の
奇
怪
な
ま
で
の
馬
鹿
々
々
し
さ
以
上

に
徹
底
的
に
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
は
な
い
。
彼
は
ま
ず
力
を
こ
め
て
自
分
がG

otgläubiger

で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
た
。（
…
…
）
彼
は

G
otgläubiger

と
い
う
ナ
ツ
ィ
的
な
表
現
を
意
識
的
に
使
っ
た
が
、
た
だ
こ
の
表
現
が
キ
リ
ス
ト
教
と
死
後
の
生
へ
の
信
仰
の
拒
否
を
意
味
し
て
い
る

こ
と
は
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
…
…
）
死
を
眼
前
に
し
て
も
彼
は
弔
辞
に
用
い
ら
れ
る
極
り
文
句
を
思
い
出
し
た
の
だ
。（
…
…
）
彼
は
〈
昂

揚
〉
し
て
お
り
、
こ
れ
が
自
分
自
身
の
葬
式
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
の
で
あ
）
31
（
る
。

　「
判
断
」
の
議
論
は
こ
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
の
文
脈
か
ら
大
き
く
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。『
責
任
と
判
断
』
に
収
録
さ
れ
た
論
稿
の
中
で

ア
レ
ン
ト
は
人
間
が
な
ぜ
道
徳
的
な
判
断
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
道
徳
的
な
「
判
断
」
の
議
論
は
、

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
の
レ
ポ
ー
ト
に
対
す
る
読
者
の
反
応
、
多
く
は
批
判
的
な
も
の
、
に
対
し
て
訂
正
を
試
み
よ
う
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
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い
る
も
の
だ
。
た
と
え
ば
そ
の
「
独
裁
体
制
の
も
と
で
の
個
人
の
責
任
」（
一
九
六
四
）
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ト
は
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の

ア
イ
ヒ
マ
ン
』
に
対
し
て
「
巻
き
起
こ
っ
た
」
反
応
に
対
し
て
、
自
身
が
書
い
て
も
い
な
い
こ
と
に
攻
撃
を
受
け
、
さ
ら
に
は
自
身
が
書

い
て
も
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
弁
護
さ
れ
た
り
し
て
い
る
不
気
味
な
状
況
を
告
白
し
て
い
）
32
（
る
。

　
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
お
い
て
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
ア
レ
ン
ト
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判

で
目
撃
し
た
「
事
実
」
が
端
的
に
「
悪
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
論
と
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
」
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、「
自
分
が
悪
を

な
す
よ
り
も
悪
を
な
さ
れ
る
ほ
う
が
ま
し
で
あ
る
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
自
明
の
真
理
が
、
ま
っ
た
く
自
明
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
理
由
で
保
身
か
ら
悪
を
な
し
た
場
合
に
、
た
と
え
ば
「
お
前
の
友
人
を
殺
さ
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す

ぞ
」
と
言
わ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
発
言
を
も
っ
て
自
己
弁
護
を
謀
る
こ
と
を
道
徳
的
に
正
当
化
で
き
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
態
度
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
ア
レ
ン
ト
の
判
断
論
の
主
眼
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
こ
う
し
た
態
度
と
そ
の
「
仕
方
な
さ
」
や
「
時
代
の
不

幸
」
を
擁
護
す
る
意
見
に
対
し
て
、
道
徳
的
な
判
断
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
に
は
そ
れ
が
可
能
な
の
だ
と
、
反
論

す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ア
レ
ン
ト
が
基
本
的
に
避
け
て
き
た
政
治
に
お
け
る
道
徳
の
問
題
を
持
ち
込
ん
だ
も
の
こ
そ
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
問
題
が
「
無
思
考
」
の
問
題
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、「
思
考
」
と
道
徳
的
問
題
、「
思
考
」
と
「
判
断
」
が

接
近
し
た
と
分
か
る
。

　
そ
れ
で
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
の
た
め
に
さ
れ
る
「
思
考
」
の
議
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。

　
ま
ず
、
ま
さ
に
「
思
考
」
の
政
治
性
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
構
想
力
の
議
論
が
あ
）
33
（
る
。

思
考
し
な
い
者
に
道
徳
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
思
考
し
な
い
こ
と
、
た
と
え
ば
自
分
が
他
人
に
す
る
こ
と
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が
自
分
に
起
こ
っ
た
と
き
、
自
分
は
ど
う
い
う
気
持
に
な
る
か
を
想
像
し
な
い
こ
と

―
こ
れ
が
『
悪
』
な
の
で
あ
る
（
自
分
が
さ
れ
た
く
な
い
こ
と

は
他
人
に
対
し
て
し
な
い
こ
と
、
等
）
34
（
々
）。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、『
責
任
と
判
断
』
収
録
の
論
稿
に
お
い
て
は
、「
思
考
」
の
存
在
論
に
関
わ
る
孤
独
の
定
義
さ
え
復
習
さ

れ
、「
思
考
」
が
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
た
め
に
必
要
な
能
力
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
犯
罪
者
に
優
れ
た
芸
術
家
は
い
な
い
と
い
う
（
お

そ
ら
く
証
拠
不
十
分
な
）
議
論
さ
え
な
さ
れ
て
い
）
35
（
る
。
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
道
徳
的
な
議
論
に
お
い
て
、
詩
と
芸
術
と
い
う
「
制
作
」
的
な
活

動
と
「
思
考
」
の
目
的
の
一
致
さ
え
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
上
記
引
用
箇
所
の
す
ぐ
前
に
は
「
そ
れ
ゆ
え
常
に
思
考
は
、
表
面
下
に
あ

る
も
の
を
め
ざ
し
、
あ
る
い
は
奥
底
に
達
し
よ
う
と
す
る
。
奥
底
が
意
味
の
次
元
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
奥
底
か
ら
高
み
へ
と
高
め
る
こ

と
が
詩
の
課
題
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
課
題
で
あ
）
36
（
る
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
ア
イ
ヒ
マ
ン

に
欠
如
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
狭
義
の
道
徳
的
判
断
に
必
要
な
「
思
考
」
だ
け
で
な
く
、
ア
レ
ン
ト
が
定
義
す
る
「
思

考
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
「
思
考
」
と
「
判
断
」
の
あ
つ
か
う
も
の
ご
と
は
異
な
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
革
命
の
議

論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
思
考
」
は
事
実
を
あ
つ
か
う
が
、「
判
断
」
は
価
値
を
あ
つ
か
う
。
こ
の
「
事
実
」
は
革
命
論
で
も
示
し
た

と
お
り
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
り
中
立
的
な
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
革
命
の
両
論
で
議
論
さ
れ
て
い
た
も
の
と

は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持
つ
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
事
実
性
自
体

が
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
事
実
性
が
示
さ
れ
た
後
に
人
間
が
感
知
す
る
よ
う
な
快
不
快
や
善
悪
を
問
題
と
す

る
こ
と
と
は
異
な
る
。
そ
し
て
、「
思
考
」
に
よ
る
事
実
の
提
示
が
あ
っ
て
も
な
お
そ
れ
は
意
味
を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、

こ
の
意
味
を
持
た
な
い
可
能
性
に
あ
ら
が
う
こ
と
が
「
判
断
」
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
と
「
判
断
」
の
議
論
は
ふ
た
た
び
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
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こ
と
は
、
こ
の
と
き
道
徳
性
の
議
論
が
「
判
断
」
だ
け
で
は
な
く
「
思
考
」
に
つ
い
て
も
ア
レ
ン
ト
の
政
治
的
な
議
論
に
入
り
込
ん
だ
ま

ま
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
『
精
神
の
生
活
』
の
「
思
考
」
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
序
文
の
中
で
も
ア
レ
ン
ト
は
ア
イ
ヒ
マ

ン
の
裁
判
が
与
え
た
衝
撃
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（LM

1:  4

）。
彼
が
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
確
信
も
特
別
な
悪
の
動
機
も
な
く
」
た
だ

「
何
も
考
え
て
い
な
い
」
と
い
う
具
体
例
か
ら
始
ま
る
「
思
考
」
の
議
論
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
の
思
考
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対

抗
す
る
と
い
う
意
義
が
減
少
し
て
い
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
見
ら
れ
た
出
来
事
と
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
議
論
で
は
な
く
そ
れ

以
上
の
価
値
に
つ
い
て
の
議
論
を
目
的
と
し
た
構
成
に
な
っ
て
当
然
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
価
値
の
た
め
の
「
思
考
」
は

実
際
に
は
「
判
断
」
の
巻
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
ア
レ
ン
ト
の
判
断
論
の
中
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、「
独
断
的
思
考
」
や
「
思
弁
的
思
考
」
と
は
区
別
さ
れ
た

「
批
判
的
思
考
」
と
い
う
、「
思
考
」
と
も
「
判
断
」
と
も
つ
か
な
い
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
独
断
的
思
考
や
思
弁
的
思
考
と
は
異
な

る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
公
共
的
使
用
に
依
拠
す
る
、
共
同
性
を
条
件
と
し
た
思
考
で
あ
る
と
さ
れ
）
37
（

る
。

　
こ
の
議
論
は
革
命
論
と
ど
の
よ
う
な
類
似
点
・
相
違
点
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
批
判
的
思
考
は
「
偏
見
を
通
り
抜
け
、
吟
味
さ
れ
て
い
な

い
意
見
や
信
念
を
通
り
抜
け
て
、
思
想
の
道
筋
を
切
り
拓
く
こ
）
38
（

と
」
で
あ
り
、「
思
考
」
の
自
動
化
批
判
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
で

あ
る
点
で
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
と
共
通
点
を
持
つ
一
方
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
や
『
人
間
の
条
件
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
人
び
と
の
「
臆

見
」
に
対
す
る
信
頼
は
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
ア
イ
ヒ
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
革
命
論
と
の
関
係
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
ア
メ
リ
カ
革
命
論
は
「
思
考
」
の
欠
如
を
問
題
に
し
て
い
た
。
た
し
か
に
判
断
論
も
「
無
思
考
」
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
伝
統
に
依
拠
し
な
い
こ
と
を
課
題
と
す
る
点
で
は
ア
メ
リ
カ
革
命
論
と
共
通
点
を
持
つ
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
的
思
考

は
「
反
権
威
的
な
性
向
」
を
持
つ
の
で
あ
り
、
革
命
論
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
伝
統
の
不
在
と
い
う
状
況
の
中
で
も
事
実
の
権
威
を

示
す
た
め
の
「
思
考
」、「
将
来
あ
る
べ
き
も
の
を
決
定
し
、
も
は
や
存
在
し
な
い
も
の
を
評
価
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
準
備
」
と
し
て
の

思
弁
的
思
考
と
は
明
ら
か
に
意
義
の
異
な
っ
た
活
動
で
あ
る
だ
ろ
）
39
（

う
。
語
り
伝
え
る
べ
き
方
法
が
残
さ
れ
て
い
な
い
中
で
「
思
考
」
が
事
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実
性
を
示
す
権
威
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
と
は
異
な
っ
て
、「
判
断
」
は
、
い
か
に
確
実
性
を
目
指
そ
う
と
も
事
実
の
後
の
価
値
判
断
を

課
題
と
す
る
。
で
あ
る
か
ら
、「
反
権
威
的
」
に
臆
見
に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
「
よ
し
あ
し
」
を
見
分
け
よ
う
と
す
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
革
命
論
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、「
思
考
」
に
よ
る
事
実
の
認
識
／
理
解
が
す
で
に
政
治
的
に
重
要
な
、

さ
ら
に
は
政
治
的
な
活
動
が
賭
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
思
考
」
の
能
力
は
単
に
他
者
を
再
現
前
さ
せ
て
道
徳
的
な
「
判
断
」
を

あ
お
ぐ
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
批
判
的
思
考
の
議
論
も
、
偏
見
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
に
事
実
を
判
断
す
る
能
力
に
つ
い
て
の
議
論
を
続
け

て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
あ
っ
た
よ
う
な
「
思
考
」
の
議
論
と
は
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
革
命
論
で
は
事
実
の
構

成
そ
の
も
の
が
特
殊
で
難
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
思
考
」
の
革
命
論
と
い
う
出
自
は
、「
思
考
」
で

は
な
く
「
判
断
」
を
政
治
的
な
能
力
と
と
ら
え
る
と
き
、
そ
し
て
別
の
「
思
考
」
の
議
論
が
「
判
断
」
の
巻
で
な
さ
れ
革
命
論
の
「
思

考
」
の
議
論
と
は
分
離
さ
せ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
さ
ら
な
る
問
題
は
、「
思
考
」
の
議
論
を
支
え
て
い
た
時
間
性
の
議
論
が
、「
判
断
」
を
中
心
に
議
論
す
る
際
に
は
失
わ
れ
て
い
る
こ
と

だ
が
、
も
し
こ
の
「
判
断
」
の
議
論
を
「
思
考
」
の
時
間
性
の
中
で
考
え
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、『
判
断
力
講
義
』
の
最
後

の
文
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
。

物
語
そ
の
も
の
の
終
わ
り
＝
目
的
は
無
限
の
中
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
静
か
に
た
た
ず
み
、
歴
史
家
の
後
ろ
向
き
の
眼
差
し
で
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と

の
で
き
る
時
点
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
）
40
（
る
。

　
し
か
し
、
ア
レ
ン
ト
は
『
精
神
の
生
活
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
思
考
論
の
起
点
と
し
て
で
は
な
く
、「
思
考
」
と
「
判
断
」
の
議
論
が
混
ざ
り
合
う
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
も
の
が
、
ア
レ
ン
ト
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
、「
思
考
」
や
「
判
断
」
は
道
徳
的
な
視
点
を
多
く
含
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む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
道
徳
的
な
議
論
の
地
位
上
昇
は
ア
レ
ン
ト
が
「
事
実
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
人
間
が
従
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」
こ

と
を
問
題
に
し
た
た
め
で
、
革
命
論
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
「
思
考
」
に
よ
る
事
実
の
認
識
／
理
解
と
そ
の
時
間
性
の
政
治

的
重
要
性
を
目
減
り
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

四
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
と
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
議
論
の
比
較

を
通
し
て
、
何
が
「
思
考
」
の
議
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
独
自
性
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
示
そ
う
と
努
め
て
き

た
。

　
全
体
主
義
批
判
以
降
、
ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
は
「
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
／
理
解
す
る
」
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
ス
や
ソ
ビ
エ
ト
の
体
制
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
人
び
と
の
間
に
あ
る
べ
き
共
通
世
界
を
の
っ

と
り
、
破
壊
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
は
自
動
的
な
思
考
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
に
は
単
に

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
だ
け
で
な
く
、
ア
レ
ン
ト
の
技
術
批
判
に
見
ら
れ
る
科
学
技
術
が
も
た
ら
し
た
実
質
的
に
言
語
を
持
た
な
い
説
明
、

プ
ラ
ト
ン
的
な
共
通
世
界
に
対
す
る
「
真
理
」
の
持
ち
込
み
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
思
考
」
と
は
、
無
世

界
的
な
状
況
に
お
い
て
世
界
を
再
認
識
し
、
回
復
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
思
考
」
は
「
行
為
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
事
実
性
と
「
思
考
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
に
全
体
主
義
批
判
の

延
長
上
に
あ
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
が
前
提
と
し
て
い
た
「
思
考
」
の
状
況
と
は
異
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
革
命
に
お
い
て
は
、
人
び
と
は

自
動
的
な
「
思
考
」
を
お
こ
な
う
存
在
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
は
自
由
に
「
行
為
」
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た

の
だ
が
、「
思
考
」

―
そ
の
理
論
化
に
「
冷
淡
で
あ
っ
た
」
た
め
に
、
そ
の
功
績
は
結
果
と
し
て
世
界
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
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あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
「
思
考
」
と
は
、
い
ま
だ
世
界
に
定
着
し
な
い
も
の
を
認
識
し
、
世
界
の
中
に
維
持
す
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
だ
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
と
は
反
対
に
こ
の
「
思
考
」
は
「
行
為
」
を
支
え
て
い
る
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
性
の
「
思
考
」
に
変
化
を
与
え
た
も
の
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
変
化
の
原
因
は
、
ア
イ
ヒ
マ

ン
裁
判
と
そ
の
後
の
読
者
の
反
応
を
見
て
、
人
間
が
事
実
を
認
識
し
て
い
て
も
な
お
「
判
断
」
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
ア
レ
ン
ト
が

驚
か
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
の
道
徳
的
な
議
論
の
地
位
上
昇
に
よ
っ
て
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
り
判
断
論
が
精
査
さ
れ
、
慣
習
や
法
と
は
異
な
る
形
で
可
視
化
さ
れ
な

い
一
般
的
な
条
件
を
構
成
す
る
「
思
考
」
と
そ
れ
に
従
う
「
判
断
」
と
い
う
形
に
分
化
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
を
機
会
に

「
思
考
」
と
「
判
断
」
の
両
論
に
道
徳
性
の
問
題
が
色
濃
く
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
思
考
」
の
独
自
性
の
大
部
分
は
「
判
断
」
に
、

し
か
し
そ
れ
は
事
実
の
構
成
で
は
な
く
、
す
で
に
あ
る
事
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
受
け
入
れ
な
い
こ
と
、
の
可
否
の
議
論
と

し
て
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
事
実
性
の
「
思
考
」
に
関
す
る
議
論
は
、
道
徳
的
な
必
要
か
ら
判
断
論
の
比
重
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
世
界
性
の
維
持
に

関
す
る
議
論
の
中
で
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
事
実
を
認
識
し
た
後
に
さ
ら
な
る
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
た
と
し
て

も
、
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
の
難
し
さ
と
そ
れ
に
必
要
な
能
力
の
意
義
が
議
論
の
中
心
を
去
る
べ
き
で
は
な
い
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
論
や

ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
あ
る
「
思
考
」
の
議
論
は
『
精
神
の
生
活
』
に
お
い
て
は
そ
の
政
治
的
重
要
性
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
が
、
ア

レ
ン
ト
の
政
治
的
生
活
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
重
要
な
の
は
ア
メ
リ
カ
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
役
割
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
世
界
性
の
維
持
が
「
思

考
」
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
過
去
で
も
未
来
で
も
な
い
断
絶
と
無
限
と
い
う
そ
の
時
間
的
要
件
が
革
命
的
な
「
始
ま
り
」
と
性
質
を
共

有
し
、
こ
の
た
め
に
「
思
考
」
に
は
無
世
界
的
な
状
況
で
も
見
出
さ
れ
る
べ
き
価
値
の
あ
る
事
実
、
あ
る
い
は
出
来
事
に
つ
い
て
、
共
通

の
も
の
と
し
て
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
殊
な
議
論
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、『
精
神
の
生
活
』
に
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お
け
る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
が
「
出
生
」
と
い
う
事
実
か
ら
「
始
ま
り
」
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
を
「
判
断
」
の
能
力
に
ゆ
だ
ね
る
際
に
は
、

こ
の
「
思
考
」
に
特
有
の
要
件
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
落
と
し
は
、
革
命
論
に
お
け
る
「
思
考
」
の
意
義
、

さ
ら
に
「
思
考
」
そ
の
も
の
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
、
大
き
な
損
失
で
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
特
有
の
要
件
と
判
断
論

と
の
関
係
の
如
何
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
論
じ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
判
断
論
に
と
っ
て
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

※
　
筆
者
は
本
稿
初
稿
の
内
容
を
含
め
る
形
で
第
一
七
回
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
大
会
（
二
〇
一
八
年
九
月
、
於
中
央
大
学
）
個
人
報
告
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お

い
て
報
告
す
る
機
会
を
得
た
。
日
数
の
都
合
で
十
分
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
司
会
の
石
田
雅
樹
先
生
お
よ
び
有
意
義
な
コ
メ

ン
ト
や
御
質
問
を
く
だ
さ
っ
た
参
加
者
の
方
々
に
感
謝
す
る
。
ま
た
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
特
別
研
究
員
奨
励
費

（18J14055

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）  

『
革
命
に
つ
い
て
』
や
『
過
去
と
未
来
の
間
』
か
ら
の
引
用
は
数
が
多
い
た
め
、
参
照
先
を
以
下
の
略
号
を
用
い
て
文
中
で
示
す
。（O

R: 
212

）
はH

annah Arendt, O
n Revolution, N

ew
 York: Penguin Books, 2006, p. 212. 

を
示
し
、（BPF: 3 -4

）
はBetween Past and 

Future: Six Exercises in Political Thought, N
ew
 York: Penguin Books, 2006, pp. 3 -4. 

を
指
す
。
以
下
同
様
の
形
式
。

（
2
）  

『
人
間
の
条
件
』
に
つ
い
て
も
、
参
照
先
を
以
下
の
略
号
を
用
い
て
文
中
で
示
す
。（H

C: 170

）
はH

annah Arendt, The H
um
an Condi-

tion, second edition, Chicago: U
niversity of Chicago Press, 1998, p. 170. 

を
指
す
。
ま
た
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
活
動
的
生
』
森

一
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年
か
ら
の
引
用
はVA

の
略
号
を
用
い
る
。
以
下
同
様
の
形
式
。

（
3
）  

ア
レ
ン
ト
は
ま
ず
『
革
命
に
つ
い
て
』
の
末
尾
に
お
い
て
、
革
命
の
記
憶
を
詩
人
に
託
す
議
論
を
し
て
い
る
（O

R: 272 -3

）。『
過
去
と
未
来

の
間
』
の
序
（
一
九
六
八
年
）
に
お
け
る
議
論
は
そ
れ
を
思
考
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
（BPF: 3 -15

）。

（
4
）  

『
精
神
の
生
活
』
に
つ
い
て
も
、
参
照
先
を
以
下
の
略
号
を
用
い
て
文
中
で
示
す
。（LM

2: 217

）
はH

annah Arendt, The Life of the 
M
ind, one-volum

e edition （one: thinking; tw
o: w
illing

）, N
ew
 York: H

arcourt Brace Jovanovich, 1978. 

の
第
二
部
の
二
一
七
頁
を

指
す
。
Ｌ
Ｍ
１
は
同
著
作
の
第
一
部
を
指
す
。
以
下
同
様
の
形
式
。
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（
5
）  

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
思
索
日
記
Ⅱ
〈
新
装
版
〉：1953 -1973

』
ウ
ル
ズ
ラ
・
ル
ッ
ツ
＆
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
ノ
ル
ト
マ
ン
編
、
青
木
隆
嘉
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
‐
一
六
頁
。

（
6
）  

「
孤
絶
（isolation

）」
と
い
う
訳
語
は
、
中
山
元
『
ア
レ
ン
ト
入
門
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
七
年
、
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）  H

annah Arendt, The O
rigins of Totalitarianism

, N
ew
 York: H

arcourt Brace Jovanovich, 1973, pp. 474 -477.
（
8
）  
「
思
考
」
の
政
治
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
た
と
え
ば
、
矢
野
久
美
子
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
、
あ
る
い
は
政
治
的
思
考
の
場
所
』
み

す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
が
あ
る
。
ま
た
、「
思
考
」
の
能
力
の
仕
組
み
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
論
じ
た
も
の
に
、
対
馬
美
千
子
『
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
：
世
界
と
の
和
解
の
こ
こ
ろ
み
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
が
あ
る
。

（
9
）  

山
本
圭
「
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
思
考
の
政
治
化
」『
多
元
文
化
』
第
六
号
、
二
○
○
六
年
、
五
一
頁
。

（
10
）  

ア
メ
リ
カ
革
命
に
お
け
る
断
絶
の
時
間
性
の
議
論
と
「
思
考
」
の
時
間
性
の
議
論
の
時
期
的
な
一
致
に
つ
い
て
は
、
寺
井
彩
菜
「『
革
命
』
と

い
う
持
続
と
断
絶

─
『
始
ま
り
』
の
後
の
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
」『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
風
行
社
、
に
お
い
て
示
し

た
。

（
11
）  H

annah Arendt, 

“Totalitarian Im
perialism

: Reflections on the H
ungarian Revolution

”, The Journal of Politics, Vol. 20, N
o. 1

（February, 1958

）, p. 5.

（
12
）  

“Totalitarian Im
perialism

”, p. 5.

（
13
）  H

annah Arendt, 

“Freedom
 to be Free

” in Thinking without a Banister, ed. by Jerom
e Kohn, N

ew
 York: Shocken Books, 

2018, p. 368.

（
14
）  H

annah Arendt, Elem
ente und U

rsprünge totaler H
errschaft, Frankfurt am

 M
ain: Europäische Verlagsanstalt, c1955, pp. 

963 -966.

（
15
）  

“Totalitarian Im
perialism

”, p. 21.

（
16
）  

“Totalitarian Im
perialism

”, p. 25.

（
17
）  

“Totalitarian Im
perialism

”, p. 24.

（
18
）  

“Totalitarian Im
perialism

”, p. 25.

（
19
）  

ア
レ
ン
ト
は
、
ル
タ
ー
を
引
い
て
、「
論
理
的
推
論
は
す
べ
て
の
見
捨
て
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
だ
け
全
面
的
な
力
を
ふ
る
う
こ
と
が
で
き

る
」
と
述
べ
て
い
る
（Elem

ente und U
rsprünge totaler H

errschaft, p. 976.
）。
ま
た
、
こ
の
「
見
捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
状
況
が
い
わ
ゆ
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るLoneliness, Verlassenheit

の
状
態
な
の
で
あ
り
、
隣
人
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
さ
え
分
か
ら
な
い
不
確
か
な
社
会
の
状
態
お
よ
び
そ
こ

で
の
よ
る
べ
な
い
人
間
の
状
態
を
示
す
。

（
20
）  

“Totalitarian Im
perialism

”, p. 24.
（
21
）  
周
知
の
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
思
考
者
の
状
態
は
「
一
者
の
中
の
二
者
（2 in 1

）」
と
表
現
さ
れ
、

思
考
者
は
自
分
自
身
と
語
り
合
う
。

（
22
）  
牧
野
雅
彦
は
ア
レ
ン
ト
の
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
関
心
が
マ
ル
ク
ス
よ
り
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
継
承
し
て
い
る
と
論
じ
る
（
牧
野
雅

彦
「
ア
レ
ン
ト
と
政
治
的
思
考
の
再
建

―
『
革
命
に
つ
い
て
』
を
読
む
（
上
）・（
下
）」『
思
想
』
一
一
一
五
号
・
一
一
一
六
号
、
二
〇
一
七
年
。

（
23
）  

た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
Ｇ
・
ガ
ネ
ル
『
ア
メ
リ
カ
政
治
学
と
政
治
像
』
中
谷
義
和
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
。

（
24
）  

ロ
ー
マ
の
創
設
で
さ
え
ロ
ー
マ
人
か
ら
絶
対
的
に
新
し
い
始
ま
り
と
理
解
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
彼
ら
は
そ
れ
を
ト
ロ
イ
な
ど
そ
れ
以
前

に
存
在
し
て
い
た
都
市
国
家
の
再
興
と
し
て
み
な
し
て
い
た
た
め
、
連
続
と
伝
統
の
糸
は
一
度
も
や
ぶ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
（O

R: 
202

）。

（
25
）  

古
代
ロ
ー
マ
は
そ
の
始
ま
り
＝
創
設
に
権
威
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ア
レ
ン
ト
も
評
価
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方

で
、
こ
の
ロ
ー
マ
の
始
ま
り
の
概
念
は
「
最
初
の
行
為
（act

）
で
さ
え
、
す
で
に
復
古
で
あ
り
、
再
生
で
あ
り
、
繰
り
返
し
で
あ
る
」
と
す
る

「re 

（
再
）」
の
要
素
を
必
須
と
す
る
も
の
だ
（O

R: 200

）。
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
び
と
は
、
自
身
の
革
命
を
「
ま
っ
た
く
新
し
い
始
ま
り
」
と
考

え
る
か
ぎ
り
、「
ロ
ー
マ
を
ふ
た
た
び
」
始
め
る
こ
と
も
、「
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
ふ
た
た
び
」
始
め
る
こ
と
も
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
26
）  

ア
レ
ン
ト
は
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
の
革
命
と
「
ボ
ル
シ
ェ
ビ
キ
」
の
革
命
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
自
由
を
喪
失
し
て
い
る
た
め
に
支
持
し
な
い
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
が
永
続
革
命
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
、
新
し
さ
と
安
定
を
そ
な
え
た
何
か
を
創
設
し
よ
う
と
い
う
考
え
を
持
た
な
い
ゆ
え
に

支
持
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
（H

annah Arendt, 

”Revolution and the Idea of Force

” （1963

）,  http://w
w
w.hannaharendt.net/index.

php/han/article/view
/293/420 （

最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
八
年
九
月
六
日
））。

（
27
）  

革
命
精
神
と
連
邦
制
の
原
理
と
の
密
接
な
関
係
を
証
明
す
る
事
例
と
し
て
ア
レ
ン
ト
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
の
さ
ま
ざ
ま
な
評
議
会
を
挙
げ
て
い

る
（O

R: 258 -9

）。

（
28
）  

こ
の
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
」
は
ほ
か
に
、
そ
の
性
質
か
ら
鑑
み
て
、「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
に
お
け
る
カ
フ
カ
の
「
す
べ
て
を
削
ぎ
落

と
し
た
最
小
限
の
『
抽
象
』
的
経
験
か
ら
、『
現
実
』
の
生
の
特
徴
を
な
す
豊
か
さ
、
多
様
性
、
劇
的
な
要
素
の
す
べ
て
を
仔
細
も
ら
さ
ず
宿

す
」
思
考
風
景
を
作
り
出
し
て
い
る
寓
話
（BPF: 9

）
や
、『
精
神
の
生
活
』
の
「
思
想
書
で
偉
大
な
も
の
は
す
べ
て
、
何
か
し
ら
謎
め
い
た
形
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で
そ
れ
を
指
示
す
る
」
よ
う
な
「
思
考
」
の
た
め
の
小
さ
な
空
間
に
つ
い
て
の
言
及
（LM
 1: 210

）
な
ど
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
29
）  

『
思
索
日
記
Ⅱ
』、
二
八
七
頁
。
な
お
、
も
ち
ろ
ん
「
判
断
」
の
議
論
が
初
出
す
る
の
は
こ
の
記
事
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
過
去
と
未
来
の

間
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
文
化
の
危
機
」（
一
九
六
〇
）
に
も
「
判
断
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
登
場
し
て
い
る
。
判
断
論
の
変
化
は
本
稿
の
あ

つ
か
う
範
囲
で
は
な
い
が
、
こ
の
論
稿
で
示
さ
れ
て
い
る
芸
術
と
政
治
の
関
係
は
「
歴
史
の
概
念
」（
一
九
五
八
）
で
示
さ
れ
た
「
偉
大
な
お
こ

な
い
や
偉
大
な
言
葉
は
そ
の
偉
大
さ
に
お
い
て
石
や
家
と
同
じ
く
ら
い
に
現
実
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
人
す
べ
て
が
見
聞
き
し
う
る
も

の
」（BPF: 52

）
と
い
う
見
解
に
対
し
、「
政
治
的
経
験
と
い
う
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
何
の
跡
も
残
さ
ず
に
生
ま
れ
て
は
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
活

動
に
対
し
て
、
美
は
ま
さ
に
不
滅
性
を
明
示
す
る
も
の
」
で
あ
り
「
言
葉
や
お
こ
な
い
の
束
の
間
の
偉
大
さ
は
、
美
が
そ
れ
に
付
与
さ
れ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
世
界
の
中
で
時
間
の
推
移
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（BPF: 215

）
と
美
的
な
要
素
を
付
け
加
え
る
。
そ
し
て
こ
の
美
的
な
要

素
の
「
制
作
」
に
よ
る
付
与
と
そ
の
「
判
断
」
が
こ
の
論
稿
で
は
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ア
レ
ン
ト
の
持
続
性
の
議
論
を
見
る
う
え
で
も
興
味
深
い

判
断
論
で
あ
る
。

（
30
）  

さ
ら
に
い
え
ば
そ
れ
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
と
い
う
も
の
は
、
革
命
論
と
同
時
期
の
論

稿
で
あ
れ
ば
こ
そ
ど
ち
ら
か
に
陽
の
当
た
る
と
き
に
他
方
に
は
陽
の
当
た
ら
な
い
、
微
妙
な
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
31
）  

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン

―
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』
大
久
保
和
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九

年
、
一
九
五
頁
。

（
32
）  

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
責
任
と
判
断
』
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
コ
ー
ン
編
、
中
山
元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
三
〇
‐
二
頁
。

（
33
）  

ア
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
の
概
念
が
持
つ
政
治
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
と
き
、「
思
考
」
は
孤
立
的
な
「
哲
学
的
思
考
」
と
複
数
性
を
条
件
に

持
つ
「
反
省
的
（
批
判
的
）
思
考
」
と
に
区
別
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
反
省
が
お
こ
な
わ
れ
る
う
え
で
他
者
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
も
の
が
構
想
力
と
い
う
能
力
で
あ
る
。

（
34
）  

『
思
索
日
記
Ⅱ
』、
三
七
三
頁
。

（
35
）  

『
責
任
と
判
断
』、
一
六
一
頁
。

（
36
）  

『
思
索
日
記
Ⅱ
』、
三
七
三
頁
。

（
37
）  

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳
　
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』
仲
正
昌
樹
訳
、
明
月
堂
書
店
、
二
〇
〇
九
頁
、
七
一
頁
。

（
38
）  

『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
六
九
頁
。

（
39
）  

『
精
神
の
生
活
』
の
「
思
考
」
の
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
思
考
論
に
対
す
る
補
遺
に
お
け
る
表
現
で
あ
る
（LM

1: 213

）。
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（
40
）  

『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
一
四
三
頁
。

寺
井
　
彩
菜
（
て
ら
い
　
あ
や
な
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
政
治
思
想
学
会

専
攻
領
域
　
　
現
代
政
治
理
論
、
政
治
哲
学

主
要
著
作
　
　 「『
革
命
』
と
い
う
持
続
と
断
絶

─
『
始
ま
り
』
の
後
の
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
」

『
政
治
思
想
研
究
』
第
一
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）


