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一
　
バ
ー
リ
ン
の
「
歴
史
の
必
然
性
」

　

本
稿
の
目
的
は
、
英
国
の
思
想
史
家
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
が
、
自
由
と
決
定
論
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
か

を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
お
よ
び
ト
ル
ス
ト
イ
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
思
想

史
研
究
が
、
彼
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
記
念
講
義
﹁
歴
史
の
必
然
性）

1
（

﹂（
こ
の
講
義
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
五
三
年
）
と
密
接
な
関
連

を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
は
、
自
由
の
観
念
に
つ
い
て
検
討
す
る
部
分
と
、
決
定
論
（
自
由
と
決
定
論
の
問
題
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
部
分
が

あ
る
。
前
者
は
主
と
し
て
教
授
就
任
講
演
﹁
二
つ
の
自
由
概
念）

2
（

﹂（
一
九
五
八
年
）
で
、
後
者
は
﹁
歴
史
の
必
然
性
﹂
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
歴
史
の
必
然
性
﹂
の
要
点
を
示
し
て
お
こ
う
。
彼
は
こ
の
講
義
で
、
決
定
論
（
世
界
に
は
一
つ
の
方
向
が
あ
り
、

世
界
は
い
く
つ
か
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る）

3
（

）
が
必
然
的
に
誤
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
主
張
し
た
い
の

は
、
わ
れ
わ
れ
は
決
定
論
が
正
し
い
か
の
よ
う
に
話
し
た
り
考
え
た
り
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、﹁
自
由
﹂
へ
の

信
仰
が
幻
想
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
由
は
と
て
も
根
深
く
、
広
く
浸
透
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
幻
想
だ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い）

4
（

。
言
い
換
え

れ
ば
、
自
由
（
あ
る
い
は
選
択
、
責
任
）
の
観
念
は
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
に
と
て
も
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
観
念
を
ま
っ
た

く
欠
い
た
世
界
の
人
間
と
し
て
の
自
分
た
ち
の
生
活
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い）

5
（

。
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
単
に
理

論
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
実
践
に
お
い
て
も
、
自
分
た
ち
の
思
考
法
や
話
し
方
を
変
え
な
い
か
ぎ
り
、
決
定
論
の
仮
説
は
空
虚
な
ま
ま
に

と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
や
言
語
を
決
定
論
の
仮
説
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
本
気
で
試
み
る
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、

記
録
さ
れ
た
歴
史
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
実
行
不
可
能
な
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る）

6
（

。

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ
ー
リ
ン
は
、
決
定
論
を
論
駁
す
る
の
で
は
な
く
、
理
論
だ
け
で
な
く
実
践
に
お
い
て
一
貫
し
て
決
定
論
的
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に
考
え
た
り
語
っ
た
り
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
論
の
立
場
を
揺
り
動
か
そ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
筆
者
は
、
バ
ー
リ
ン
の
初
期
の
講
演
で
あ
る
﹃
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
政
治
思
想）

7
（

﹄（
一
九
五
二
年
、
出
版
は
二
〇
〇
六
年
）
お
よ

び
﹃
自
由
と
そ
の
裏
切
り）

8
（

﹄（
一
九
五
二
年
、
出
版
は
二
〇
〇
二
年
）
に
依
拠
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
歴
史
法
則
と
自
由
に
つ
い
て
整

理
し
た
こ
と
が
あ
る）

9
（

。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
変
化
や
行
為
は
、
諸
々
の
法
則
に
従
っ
て
発
生
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
法
則
は
、

論
理
法
則
と
同
じ
く
、
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
法
則
は
合
理
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
法

則
は
、
世
界
が
自
己
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
則
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
理
解
す
る
こ
と
と
は
、﹁
す
べ
て

が
な
る
べ
く
し
て
そ
う
な
っ
て
い
る
（everything m

ust be as it is

）﹂
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
に
行

為
す
る
こ
と
と
は
、そ
の
他
に
は
よ
り
優
れ
た
代
替
案
が
な
い
よ
う
な
目
的
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
完
全
に
合
理
的
な
存
在
は
、

完
全
に
自
己
統
治
を
な
し
て
お
り
、
完
全
に
自
由
な
の
で
あ
る）
₁₀
（

。

　

本
稿
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
を
、
マ
ル
ク
ス
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
ト
ル
ス

ト
イ
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
バ
ー
リ
ン
が
、
以
上
の
思
想
家
た
ち
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
決
定
論

と
自
由
に
つ
い
て
の
彼
自
身
の
見
解
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
　
ヘ
ー
ゲ
ル

　

本
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
﹃
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
︹
第
四
版
︺）
₁₁
（

﹄
に
依
拠
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
の
捉
え
方
を
確
認
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。（
バ
ー
リ
ン
は
同
書
の
第
三
章
で
、
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
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四
〇

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。）

＊
本
稿
で
﹃
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
︹
第
四
版
︺（K

a
rl M

a
rx

, fourth edition

）﹄
を
参
照
す
る
際
に
はK

M

と
い
う
略
号
を
用
い
て
、本
文
中
に
原
著
と
邦
訳
の
頁
数
を
記
す
。

　

ま
ず
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
の
捉
え
方
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
は
、
前
世
紀
に
お
け
る
数
学
や
物
理
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ケ
プ
ラ

ー
、
ガ
リ
レ
オ
、
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
成
功
裏
に
用
い
た
方
法
が
、
社
会
現
象
や
生
の
営
み
の
解
釈
に
適
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動

向
を
生
み
出
し
た
人
物
を
一
人
だ
け
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
で
あ
る
。
新
思
潮
の
勝
利
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
（K

M
, pp. 31-32, 33. 

邦
訳
、
四
四
頁
、
四
六
頁
）。

　

こ
の
新
思
潮
に
対
す
る
反
撃
は
、
世
紀
の
転
換
と
共
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
反
撃
は
、
ド
イ
ツ
の
土
壌
に
育
っ
た
が
、
す
ぐ
に
全
文

明
世
界
に
広
が
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
、
三
十
年
戦
争
に
よ
っ
て
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
傷
つ
い
て
い
た
が
、
十
八
世
紀
末
ま
で
に
は
、
ド
イ

ツ
独
自
の
文
化
を
再
度
作
り
は
じ
め
て
い
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
は
、
傷
つ
い
た
ド
イ
ツ
人
の
知
的
自
尊
心
に
、
軍
事
的
敗
北
と
い
う
屈
辱

を
つ
け
加
え
た
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、
強
固
な
愛
国
的
反
動
が
戦
時
中
に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
北
後
に
国
民
感
情
を
高

揚
さ
せ
た
。
こ
の
愛
国
的
反
動
は
、
カ
ン
ト
の
後
継
者
た
ち
の
新
し
い
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
主
義
の
哲
学
と
同
一
化
し
た
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ

テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
ら
の
哲
学
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
科
学
的
経
験
主
義
に
対
し
て
、

ド
イ
ツ
人
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
的
歴
史
主
義
を
前
面
に
押
し
出
し
た
（K

M
, pp. 33-34.

邦
訳
、
四
七－

四
八
頁
）。

　

一
八
世
紀
の
古
典
的
哲
学
者
た
ち
は
以
下
の
問
い
を
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
、
自
然
に
お
け
る
一
つ
の
物
体
で
し
か
な
い
と
し
た

ら
、
人
間
の
行
動
を
支
配
す
る
法
則
と
は
何
な
の
か
。
こ
う
し
た
法
則
を
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ガ
リ
レ
オ
に
匹
敵
す
る
人
物
が
発
見
し
て
は
じ
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め
て
、
真
の
社
会
科
学
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（K

M
, p.34. 

邦
訳
、
四
八－

四
九
頁
）。

　

こ
の
急
進
的
な
経
験
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
科
学
的
な
独
断
主
義
の
具
体
化
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
れ
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て

成
功
し
た
方
法
だ
け
が
そ
の
他
の
経
験
領
域
に
お
い
て
も
通
用
し
う
る
、
と
い
う
誤
っ
た
考
え
を
伴
っ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
新
し

い
方
法
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
物
質
的
世
界
に
適
用
す
る
こ
と
に
す
ら
懐
疑
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
人
間
の
歴
史
に
適
用
す
れ
ば
破
滅
的

な
結
果
を
も
た
ら
す
と
確
信
し
て
い
た
。
も
し
も
歴
史
が
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
意
味
で
の
科
学
的
法
則
に
従
っ
て
叙
述
さ

れ
た
ら
、
事
実
に
つ
い
て
の
恐
ろ
し
い
歪
曲
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（K

M
, pp. 34-35. 

邦
訳
、
四
九
頁
）。

　

さ
て
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
的
・
文
化
的
な
自
意
識
の
発
展
の
影
響
を
受
け
て
、
さ

ら
に
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
や
普
遍
主
義
へ
の
嫌
悪
か
ら
、
組
織
的
発
展
（
後
に
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
）

と
い
う
概
念
を
、
個
人
に
だ
け
で
な
く
、
文
化
全
体
や
国
家
全
体
の
歴
史
に
適
用
し
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
個
人
は
社
会
の
特
定
の
発
展
段
階

に
お
い
て
登
場
す
る
の
だ
か
ら
、文
化
全
体
や
国
家
全
体
の
方
が
個
人
よ
り
も
重
要
だ
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
上
の
ヘ
ル
ダ
ー
の
考
え
を
、

さ
ら
に
包
括
的
か
つ
野
心
的
に
発
展
さ
せ
た
。
彼
は
、
個
人
の
人
格
的
特
性
と
い
う
概
念
を
、
文
化
全
体
や
国
家
全
体
の
特
性
へ
と
転
換
さ

せ
た
。
彼
は
後
者
を
、
理
念
な
い
し
精
神
（the Idea or Spirit

）
と
呼
ん
で
い
る
（K

M
, pp. 36-38. 

邦
訳
、
五
二－

五
五
頁
）。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
の
重
要
性
は
、
社
会
研
究
お
よ
び
歴
史
研
究
の
分
野
で
の
彼
の
影
響
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人

間
の
諸
制
度
の
歴
史
お
よ
び
批
判
の
た
め
の
新
し
い
教
説
を
創
設
し
た
。
人
間
の
諸
制
度
は
、
大
い
な
る
集
合
的
な
疑
似
的
人
格
で
あ
り
、

そ
れ
ら
（
諸
制
度
）
自
体
が
生
命
と
性
格
を
有
し
て
い
る
。
人
間
の
諸
制
度
は
、
自
ら
を
構
成
す
る
諸
個
人
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
、
完
全

に
は
記
述
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
上
の
革
命
は
、
非
合
理
的
で
危
険
な
神
話
︱
︱
国
家
、
人
種
、
歴
史
、
時
代
な
ど
は
影
響
力
の

あ
る
超
越
的
人
格
で
あ
る
︱
︱
を
生
み
出
し
た
が
、
人
文
科
学
に
と
っ
て
は
大
い
に
有
益
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
た
ち
の
新
し
い
学

派
の
登
場
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
（K

M
, p. 40. 

邦
訳
、
五
八
頁
）。
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ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
歴
史
は
絶
対
精
神
（the A

bsolute Spirit

）
の
発
展
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
歴
史
は
、
精
神
が
達
成
し
た
こ
と

の
歴
史
と
し
て
書
き
改
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
法
制
史
は
、
考
古
学
者
や
古
物
収
集
家
の
人
里
離
れ
た
特
別
保
護
区
で
は
な
く
な

り
、
歴
史
法
学
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
歴
史
法
学
に
お
い
て
は
、
現
在
の
法
制
度
は
、
古
代
ロ
ー
マ
法
（
な
い
し
そ
れ
以
前
の
法
）
か

ら
秩
序
正
し
く
進
化
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
（K

M
, p. 40. 

邦
訳
、
五
八－

五
九
頁
）。

　

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
円
滑
な
進
歩
と
い
う
考
え
方
は
取
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
衝
突
や
戦
争
や
革
命
は
、
現
実
に
発
生
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
不
可
避
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
は
（
フ
ィ
ヒ
テ
に
倣
っ
て
）、
す
べ
て
の
進
歩
は
、
両
立
不
可
能
な
複
数
の
力
の
あ
い
だ
の
不
可

避
的
な
緊
張
関
係
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
緊
張
に
よ
っ
て
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
進
歩
は
無
限
に
続
く
も
の
で
あ

り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
弁
証
法
的
な
進
歩
と
呼
ぶ
。
彼
は
、
発
展
を
も
た
ら
す
緊
張
や
闘
争
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
動
向
を
説

明
す
る
た
め
に
必
要
な
動
態
的
原
理
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
（K

M
, p. 41. 

邦
訳
、
五
九－

六
〇
頁
）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
示
し
た
新
し
い
研
究
方
法
は
、
ド
イ
ツ
の
見
識
の
あ
る
人
々
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
文
化
に
依
存
し
て
い
た
ペ
テ
ル
ブ
ル

グ
や
モ
ス
ク
ワ
の
大
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
、
知
的
自
負
心
を
有
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
の

公
的
な
信
条
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（K

M
, p. 42. 

邦
訳
、
六
一
頁
）。

　

以
上
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
の
捉
え
方
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
次
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
い

こ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
真
の
自
由
は
、
自
己
支
配
に
、
す
な
わ
ち
外
的
支
配
を
受
け
な
い
こ
と
に
存
す
る
。
真
の

自
由
は
、
自
分
は
何
者
で
あ
る
か
、
何
者
に
な
り
う
る
か
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
で
き
る
。
自
分
が
生
き
て
い
る
特
定
の
時

と
場
所
に
お
い
て
、
自
分
が
必
然
的
に
従
っ
て
い
る
法
則
を
発
見
し
、
自
分
の
合
理
的
本
性
︱
︱
法
則
に
従
う
本
性
︱
︱
の
潜
在
性
を
実
現

し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
潜
在
性
が
実
現
さ
れ
る
と
、
個
人
お
よ
び
、
個
人
が
﹁
有
機
的
に
﹂
帰
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二
〇
四
三

属
し
て
い
る
社
会
が
、
前
進
す
る
こ
と
に
な
る
（K

M
, p. 43. 

邦
訳
、
六
三
頁
）。

　
﹁
世
界
史
的
﹂
な
人
物
は
、
自
ら
の
目
的
を
理
解
し
、
歴
史
法
則
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
過
去
と
う
ま
く
決
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
偉
大
で
は
な
い
人
物
は
、
も
し
も
自
分
の
内
的
理
想
に
基
づ
い
て
伝
統
を
（
修
正
す
る
の
で
は
な

く
）
破
壊
し
よ
う
と
試
み
た
り
、
そ
の
試
み
に
よ
っ
て
歴
史
法
則
に
抵
抗
し
た
り
す
る
な
ら
ば
、
不
可
能
な
こ
と
を
試
み
て
お
り
、
自
分
の

非
合
理
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
物
の
行
為
は
、
必
然
的
に
失
敗
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
無
駄
で
あ
る
か

ら
と
い
う
理
由
で
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
行
為
が
非
難
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
抵
抗
し
て
い
る
歴
史
法
則
が
、
す
べ
て
を

統
合
す
る
究
極
的
な
実
質
で
あ
る
絶
対
精
神
（the Spirit

）
の
法
則
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
（K

M
, p. 43. 

邦
訳
、
六
三
頁
）。

三
　
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス

　

以
上
で
、
バ
ー
リ
ン
に
依
拠
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
下
で
は
、
マ
ル
ク
ス
、
ゲ
ル
ツ

ェ
ン
、
お
よ
び
ト
ル
ス
ト
イ
の
三
人
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
対
峙
し
た
上
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

本
章
で
は
マ
ル
ク
ス
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
は
彼
の
基
本
的
主
張
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
次
に
、
彼
の
理
論
の
枠
組
み
は
一

貫
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
く
つ
か
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
マ
ル

ク
ス
の
歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
は
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
主
張
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は
理
想
で
は
な
く
歴
史
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
秩
序
を
糾
弾
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
基
本
的

に
、
既
存
の
秩
序
を
、
そ
れ
が
不
正
だ
と
か
嘆
か
わ
し
い
と
か
、
人
間
の
邪
悪
さ
や
愚
か
さ
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、
社
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会
発
展
の
法
則
の
結
果
と
し
て
糾
弾
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
則
に
よ
る
と
、
歴
史
の
特
定
の
段
階
で
、
あ
る
階
級
は
別
の
階
級
か
ら
搾

取
し
、
人
々
を
抑
圧
す
る
。
抑
圧
者
は
、
被
害
者
か
ら
の
報
復
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
歴
史
が
抑
圧
者
の
た
め
に
用
意
し
て
い
る
不
可
避
的

な
破
滅
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
階
級
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
人
間
の

営
み
の
舞
台
か
ら
突
如
と
し
て
姿
を
消
す
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（K

M
, p. 5. 

邦
訳
、
七－

八
頁
）。

　

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
と
、
社
会
の
歴
史
は
、
自
ら
の
創
造
的
な
労
働
に
よ
っ
て
自
分
自
身
と
外
部
の
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
歴

史
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
活
動
は
、
対
立
す
る
階
級
間
の
闘
争
に
お
い
て
具
体
化
し
、
一
つ
の
階
級
が
勝
利
す
る
。
一
つ
の
階
級
の
別

の
階
級
に
対
す
る
勝
利
が
積
み
重
な
っ
て
、
進
歩
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
（K

M
, pp. 5-6. 

邦
訳
、
八
頁
）。

　

次
に
、
マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
枠
組
み
は
一
貫
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
く
つ
か
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
と
は
異
な
る
と

い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
当
初
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
、
マ
ル
ク
ス
の
実
証
主
義
的
な
知
性
と
は
折
り
合
い
が
悪
か
っ
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
を
精
力
的
に
研
究
し
、
や
が
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
へ
の
転
向
を
表
明
し
た
（K

M
, pp. 51-52. 

邦
訳
、
七
四－

七
五
頁
）。

　

マ
ル
ク
ス
の
理
論
の
枠
組
み
は
一
貫
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
歴
史
は
一
直
線
の
不
可
逆
的
な
進
歩
で
あ
り
、
そ
の

進
歩
は
発
見
可
能
な
法
則
に
従
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
マ
ル
ク
ス
の
理
論
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
す
る
部
分
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
を
構
成
す
る
諸
状
況
の
連
な
り
で
あ
る
単
一
の
実
体
は
、
永
遠
の
、
自
己
発
展
的
で
、
普
遍

的
な
精
神
で
あ
る
。
そ
の
構
成
要
素
の
あ
い
だ
の
衝
突
は
、
例
え
ば
、
宗
教
紛
争
や
、
国
家
間
の
戦
争
と
し
て
具
体
化
す
る
。
そ
れ
ら
は
自

己
実
現
す
る
理
念
が
具
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
以
上
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
考
え
は
、
い
か
な
る
知
識
も
そ
れ
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
神
秘
化
だ
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
世
界
が
こ
の
種
の
形
而

上
学
的
実
体
で
あ
る
と
し
た
ら
、
世
界
の
動
き
を
、
経
験
的
観
察
に
よ
っ
て
検
証
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
に
つ
い
て
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の
理
論
を
、
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
確
証
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
（K

M
, pp. 90-91. 

邦
訳
、
一
三
八－

一
三
九
頁
）。

　

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
市
民
社
会
の
発
展
を
促
す
の
は
、
対
立
す
る
複
数
の
力
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し

た
緊
張
関
係
を
生
み
出
す
複
数
の
力
と
は
何
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
ら
の
力
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
民
族
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と

示
唆
し
た
。
民
族
は
、
特
殊
な
文
化
の
発
展
を
担
い
、
理
念
な
い
し
世
界
精
神
を
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、

サ
ン
＝
シ
モ
ン
と
フ
ー
リ
エ
に
従
っ
て
、
お
そ
ら
く
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
（
ス
イ
ス
の
歴
史
家
・
経
済
学
者
）
の
恐
慌
理
論
に
も
影
響
さ
れ
な
が

ら
、
そ
れ
ら
の
力
は
主
と
し
て
社
会
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
市
民
社
会
の
分
析
は
、
政
治
経
済
学
的
に
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（K

M
, p 92. 

邦
訳
、
一
四
〇－

一
四
二
頁
）。

　

最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
マ
ル
ク
ス
は
決
定
論
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、﹁
所
与
の
経
済
構
造
や
社
会
構
造
は
変
化
さ
せ
ら
れ
な
い
世
界
秩

序
の
一
部
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
は
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
な
形
式
の
生
か
ら
の
疎
外
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
幻
想
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
示
そ
う
と
決
意
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
、﹁
脱
神
秘
化
﹂
さ
れ
た
理
性
お
よ
び
科
学
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
で
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
考
え
は
、
そ
れ
を
生
み
出
す
生
産
関
係
（
所
与
の
経
済
構
造
や
社
会
構
造
）
が
存
続
す
る
限
り
、

そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま
う
。
生
産
関
係
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
革
命
と
い
う
武
器
だ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
解
放
活
動
は
、

客
観
的
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
客
観
的
法
則
は
、（
人
間
の
判
断
や
行
為
か
ら
独
立
し
た
不
可
避
的
な
パ
タ
ー
ン
に
従
う
）
物

体
の
動
き
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
思
考
と
意
志
も
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
（K

M
, p. 102. 

邦
訳
、
一
五
八－

一
五
九
頁
）。

　

た
だ
し
、
も
し
も
マ
ル
ク
ス
が
信
じ
る
よ
う
に
、
人
間
の
選
択
が
出
来
事
の
道
筋
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
う
し

た
選
択
が
究
極
的
に
は
決
定
さ
れ
て
い
て
科
学
的
に
予
見
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
の
状
況
（
人
間
の
選
択
が
出
来
事
の
道
筋
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
の
で
き
る
状
況
）
に
お
い
て
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
選
択
は
、
自
然
の
他
の
も
の
と
は
異
な
り
、
機
械
的
に
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は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（K

M
, p. 102. 

邦
訳
、
一
五
九
頁
）。

　

歴
史
の
法
則
は
機
械
的
な
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
は
、
人
間
が
作
り
出
す
社
会
状

況
に
よ
っ
て
、
完
全
に
形
作
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
制
約
を
受
け
て
い
る
。
で
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
歴
史
の
法
則

は
、
人
間
の
自
由
︱
︱
個
人
の
自
由
で
あ
れ
集
団
的
な
自
由
で
あ
れ
︱
︱
と
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
の
か
。
彼
は
、
社
会
の
進
歩
を
、
自

由
の
漸
進
的
獲
得
と
同
一
視
し
て
い
る
。
社
会
の
進
歩
を
漸
進
的
に
も
た
ら
す
の
は
、
人
間
の
意
識
的
で
、
一
致
団
結
的
で
、
合
理
的
に
計

画
さ
れ
た
、
協
調
的
な
社
会
活
動
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
活
動
、
す
な
わ
ち
人
間
の
社
会
化
は
、
か
つ
て
は
自
然
や
歴
史
に
よ
っ
て
人
間

に
突
き
つ
け
ら
れ
た
現
実
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
人
間
の
自
由
な
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
必

然
性
の
領
域
か
ら
自
由
の
領
域
へ
の
人
間
の
飛
躍
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
（K

M
, pp. 102-103. 

邦
訳
、
一
五
九－

一
六
〇
頁
）。

四
　
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ゲ
ル
ツ
ェ
ン

　

次
に
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
の
歴
史
法
則
と
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
最
も
注
目
さ
れ
る
ロ

シ
ア
の
政
治
的
作
家
で
あ
る）
₁₂
（

。
モ
ス
ク
ワ
大
学
で
学
ぶ
青
年
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
へ
の
主
た
る
影
響
は
、
彼
の
同
世
代
の
す
べ
て
の
若
き
ロ
シ
ア
知

識
人
と
同
様
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
当
初
は
正
統
的
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
自
分
の
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
を
、
自
分
独
自
の
も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る）
₁₃
（

。

　

以
下
で
は
バ
ー
リ
ン
に
即
し
て
、
ま
ず
は
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
の
特
徴
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
（
と
く
に
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の

運
動
に
お
け
る
そ
れ
）
か
ら
の
攻
撃
に
つ
い
て
、
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
生
き
た
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
が
、
ヘ

ー
ゲ
ル
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
や
が
て
歴
史
法
則
と
自
由
に
か
ん
す
る
彼
独
自
の
捉
え
方
を
提
示
す
る
に
至
る
様
子
を
整
理
し
て
い
き
た
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以
下
、
本
稿
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
と
バ
ク
ー
ニ
ン
︱
︱
個
人
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
（H

erzen and B
akunin on Individual L

iberty

））
₁₄
（

﹂
をH

B
IL

と
略
記

し
、
参
照
す
る
際
に
は
本
文
中
に
、
原
書
お
よ
び
邦
訳
の
頁
数
を
記
す
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
の
特
徴
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
（
と
く
に
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
運
動
に
お
け
る
そ
れ
）

か
ら
の
攻
撃
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
の
中
心
的
観
念
は
、
人
間
の
苦
難
・
不
正
・
抑
圧
の
原
因
は
、
人
間
の
無
知
と
愚
か
さ
に
あ

る
と
い
う
信
念
で
あ
っ
た
。
物
理
世
界
を
支
配
す
る
法
則
が
、
聖
な
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
発
見
お
よ
び
定
式
化
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
人

間
は
自
然
を
支
配
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
自
然
の
因
果
法
則
を
理
解
し
、
そ
の
法
則
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
大

限
に
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
し
、（
無
知
ゆ
え
に
そ
の
法
則
に
誤
っ
て
抵
抗
し
て
）
苦
痛
を
被
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
（H

B
IL

, 

p. 95. 

邦
訳
、
二
〇
六
頁
）。

　

と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
諸
帰
結
︱
︱
筆
者
の
理
解
で
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
恐
怖
政
治
や
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
周
辺
諸
国
へ
の
軍
事
的
脅

威
な
ど
︱
︱
が
こ
の
思
想
の
魔
力
を
解
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
思
想
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
教
義
の
な
か
で
、
ド
イ

ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
（
と
く
に
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
動
向
に
お
け
る
そ
れ
）
が
主
要
な
位
置
を
占
め
た
（H

B
IL

, p. 96. 

邦
訳
、
二
〇
七
頁
）。
こ

の
教
義
に
は
多
く
の
形
態
（
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
、
神
秘
主
義
的
な
も
の
、
一
八
世
紀
の
自
然
主
義
に
回
帰
す
る
も
の
な
ど
）

が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
信
念
を
共
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
な
目
的
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
客
観

的
な
目
的
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
社
会
的
・
政
治
的
・
個
人
的
な
活
動
に
と
っ
て
の
適
切
な
目
的
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
信
念
で
あ
る
（H

B
IL

, 
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邦
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二
一
〇－

二
一
一
頁
）。

　

こ
の
大
い
な
る
独
断
的
見
解
は
、
ド
イ
ツ
の
形
而
上
学
的
天
才
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
、
賛
美
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
や
言
葉
を
尽
く
し
て
華
々

し
く
描
写
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
の
最
も
高
名
か
つ
思
慮
深
い
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て

称
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る
（H

B
IL

, p. 98. 

邦
訳
、
二
一
一
頁
）。

　

以
上
で
、
一
八
世
紀
啓
蒙
主
義
の
特
徴
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
の
攻
撃
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
以
下
で
は
、
ロ
マ
ン

主
義
の
時
代
に
生
き
た
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
が
、
歴
史
法
則
お
よ
び
自
由
に
か
ん
す
る
彼
独
自
の
捉
え
方
を
提
示
す
る
に
至
る
様
子
を
整
理
し
て
い

き
た
い
。

　

ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
、
上
記
の
偉
大
な
る
独
断
的
見
解
に
反
旗
を
翻
し
た
。
彼
が
そ
の
見
解
の
根
拠
を
否
定
し
、
そ
の
結
論
を
非
難
し
た
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
見
解
が
単
に
、
道
徳
的
に
不
快
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
見
解
が
、
知
的

に
見
か
け
倒
し
で
あ
り
、
美
的
に
派
手
す
ぎ
で
あ
っ
て
、
自
然
を
拘
束
用
上
着
（
ド
イ
ツ
の
偽
物
の
学
者
た
ち
の
貧
相
な
空
想
上
の
産
物
）

に
無
理
や
り
押
し
込
め
る
試
み
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
（H

B
IL

, p. 98. 

邦
訳
、
二
一
一
頁
）。

　

ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
さ
ら
に
、
自
分
自
身
の
倫
理
的
お
よ
び
哲
学
的
信
念
を
提
示
し
た
。
そ
の
な
か
で
最
も
重
要
な
の
は
以
下
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
自
然
は
計
画
に
従
わ
な
い
。
歴
史
は
台
本
に
従
わ
な
い
。
原
則
と
し
て
、
個
人
な
い
し
社
会
の
問
題
を
解
決
す
る
単
一
の
鍵
は
な
い

し
、
公
式
も
存
在
し
な
い
。
一
般
的
な
解
決
は
解
決
で
は
な
い
。
普
遍
的
な
目
的
は
真
の
目
的
で
は
な
い
。
時
代
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈

と
問
題
が
存
在
す
る
。
単
純
化
や
一
般
化
が
経
験
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
い
。
自
由
︱
︱
特
定
の
時
と
場
所
で
生
き
て
い
る
、
現
実
の

個
人
の
自
由
︱
︱
は
究
極
的
な
価
値
で
あ
る
。
自
由
に
行
為
す
る
た
め
の
最
小
限
の
領
域
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
道
徳
的
な
必
要

性
で
あ
る
。
こ
の
領
域
は
、
抽
象
的
用
語
や
一
般
的
原
理
（
永
遠
の
救
済
、
歴
史
、
人
間
性
、
進
歩
、
さ
ら
に
は
国
家
、
教
会
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
ー
ト
な
ど
）
の
名
の
下
に
、
抑
圧
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（H

B
IL

, pp. 98-99. 
邦
訳
、
二
一
一－

二
一
二
頁
）。



（　
　
　
　

）

バ
ー
リ
ン
に
お
け
る
自
由
と
決
定
論
に
つ
い
て

同
志
社
法
学　

六
八
巻
六
号�

五
五

二
〇
四
九

　

ゲ
ル
ツ
ェ
ン
に
よ
る
と
、
抽
象
語
︱
︱
歴
史
、
進
歩
、
国
民
の
安
全
、
社
会
的
平
等
︱
︱
は
無
実
の
人
々
を
犠
牲
に
供
す
る
祭
壇
で
あ
っ

た
。
バ
ー
リ
ン
は
こ
こ
で
、
抽
象
語
と
し
て
の
﹁
歴
史
﹂
に
注
目
す
る
。
も
し
も
歴
史
が
、
不
可
避
的
な
方
向
性
、
合
理
的
構
造
、
な
い
し

目
的
（
お
そ
ら
く
有
益
な
目
的
）
を
有
し
て
い
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
自
ら
を
合
致
さ
せ
る
か
、
滅
び
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
歴

史
の
合
理
的
な
目
的
と
は
何
な
の
か
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
歴
史
に
何
の
意
味
も
見
出
す
こ
と
が
で

き
ず
、﹁
代
々
の
慢
性
的
狂
気
﹂
の
物
語
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
歴
史
書
を
ひ
も
と
け
ば
数
百
万
の
例
が
あ
る
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
、
自
分
の

娘
を
供
物
と
し
て
捧
げ
た
父
親
、
野
獣
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
、
そ
し
て
今
度
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
よ
る
別
の

人
々
へ
の
迫
害
と
拷
問
、
異
端
者
た
ち
の
火
あ
ぶ
り
な
ど
に
言
及
し
て
い
る
。
結
局
、
歴
史
の
目
的
と
は
何
な
の
か
（H

B
IL

, pp. 102-

103. 

邦
訳
、
二
一
七－

二
一
八
頁
）。

　

バ
ー
リ
ン
は
次
に
、
抽
象
語
と
し
て
の
﹁
進
歩
﹂
に
注
目
す
る
。
進
歩
に
つ
い
て
語
っ
た
り
、
未
来
の
た
め
に
現
在
を
犠
牲
に
し
た
り
、

遠
い
未
来
の
子
孫
た
ち
が
幸
福
で
あ
る
た
め
に
今
日
の
人
々
を
苦
し
め
る
準
備
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
こ
の
態
度
は
、
反
動
的
ヘ
ー

ゲ
ル
派
や
革
命
的
共
産
主
義
者
や
、
思
弁
的
な
功
利
主
義
者
や
教
皇
至
上
主
義
の
熱
狂
的
支
持
者
と
い
っ
た
、
高
貴
だ
が
実
現
不
可
能
な
目

的
の
た
め
に
お
ぞ
ま
し
い
手
段
を
正
当
化
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
、
共
有
さ
れ
て
い
た
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
こ
う
し
た

態
度
を
、
も
っ
と
も
激
し
く
軽
蔑
し
、
嘲
笑
し
た
の
で
あ
る
（H

B
IL

, p. 104. 

邦
訳
、
二
二
〇
頁
）。

　

ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
以
上
の
態
度
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
の
た
め
の
闘
争
の
目
的
は
、
こ
こ
で
、
今
日
、
生

き
て
い
る
個
人
た
ち
の
自
由
で
あ
る
。
各
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
有
し
て
い
る
。
未
来
の
至
福
の
た
め
に
、
今
日
生
き
て
い
る
個
人
の

自
由
を
抑
圧
し
、
そ
の
目
的
を
破
壊
す
る
と
い
う
の
は
、
愚
か
で
悪
質
な
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
未
来
は
い
つ
も
あ
ま
り
に
も
不
確

定
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
未
来
は
、
抽
象
的
な
自
由
、
幸
福
、
正
義
の
名
の
下
に
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
道
徳
的
価
値
を
侵

害
し
、
現
実
の
人
間
の
生
や
必
要
性
を
踏
み
に
じ
る
か
ら
で
あ
る
（H

B
IL

, p. 107. 
邦
訳
、
二
二
四－

二
二
五
頁
）。
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人
間
は
自
分
自
身
の
時
代
に
生
き
た
い
と
望
む
。
人
間
の
道
徳
は
、
歴
史
法
則
（
そ
れ
は
存
在
し
な
い
）
か
ら
も
人
間
の
進
歩
の
客
観
的

な
目
的
（
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
環
境
や
人
物
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
変
わ
る
）
か
ら
も
、引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

道
徳
的
目
的
は
人
々
が
自
分
た
ち
自
身
の
た
め
に
望
む
も
の
な
の
で
あ
る
（H

B
IL

, p. 108. 

邦
訳
、
二
二
六
頁
）。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
悲
運
と
新
し
い
文
明
を
予
言
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ゲ

ル
ツ
ェ
ン
は
、
そ
う
し
た
大
変
動
が
不
可
避
的
と
も
輝
か
し
い
と
も
考
え
な
か
っ
た
（H

B
IL

, p. 112. 

邦
訳
、
二
三
二
頁
）。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン

に
と
っ
て
、
歴
史
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
。
幸
運
な
こ
と
に
、
人
生
に
は
台
本
が
な
い
。
常
に
即
興
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
者
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
綱
領
を
未
来
が
実
現
す
る
と
い
う
の
は
、
必
然
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
明
日
の
自
由
が
﹁
客
観
的
﹂
に
保
証
さ
れ
て
い

る
と
い
う
理
由
で
、
今
日
の
自
由
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
は
、
不
正
な
行
為
の
た
め
の
言
い
逃
れ
と
し
て
、
残
酷
で
よ
こ
し

ま
な
欺
瞞
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
（H

B
IL

, p. 114. 

邦
訳
、
二
三
四
頁
）。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
さ
ら
に
続
け
る
。
人
間
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
環
境
と
時
代
に
依
存
し
て
い
る
。
人
間
は
、
自
分
が

生
き
て
い
る
時
代
を
反
映
し
て
い
る
し
、
自
分
が
生
き
て
い
る
環
境
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
の
生
活
環
境
に
反
抗
し
た
り
、

そ
れ
に
抵
抗
し
た
り
す
る
こ
と
は
︱
︱
そ
れ
が
効
果
的
か
否
か
は
と
も
か
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
社
会
的
に
な
さ
れ
る
か
個
人
的
に
な
さ
れ
る

か
は
と
も
か
く
︱
︱
可
能
で
あ
る
。
決
定
論
へ
の
信
仰
は
弱
さ
を
隠
す
た
め
の
ア
リ
バ
イ
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
行
路
は
ま
っ

た
く
変
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
環
境
や
、
人
間
の
理
解
力
や
行
動
力
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
出
来
事
に
よ
っ
て
人

間
が
作
ら
れ
る
が
、
人
間
も
ま
た
出
来
事
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
出
来
事
に
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
永
遠
の
相
互
作
用
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
（H

B
IL

, pp. 114-115. 

邦
訳
、
二
三
五
頁
）。
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次
に
、ト
ル
ス
ト
イ
に
注
目
し
よ
う
。
バ
ー
リ
ン
は
著
書
﹃
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
と
狐
﹄
で
ト
ル
ス
ト
イ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

ト
ル
ス
ト
イ
の
歴
史
法
則
お
よ
び
自
由
の
捉
え
方
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
お
け
る
一
元
論
と
多
元
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
前
者

（
ト
ル
ス
ト
イ
の
歴
史
法
則
お
よ
び
自
由
の
捉
え
方
）
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。

＊
以
下
、
バ
ー
リ
ン
の
﹃
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
と
狐
（T

h
e H

ed
geh

og a
n

d
 T

h
e F

ox

））
₁₅
（

﹂
をH

F

と
略
記
し
、
参
照
す
る
際
に
は
本
文
中
に
、
原
書
お
よ
び
邦
訳
の
頁
数
を
記
す
。

　

ま
ず
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
歴
史
法
則
の
捉
え
方
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
全
盛
期
に
育
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
歴
史
の
発
展
と
い

う
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
歴
史
の
発
展
は
究
極
的
に
は
、
経
験
的
調
査
の
方
法
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。

ト
ル
ス
ト
イ
の
時
代
の
歴
史
主
義
は
、
同
時
代
の
す
べ
て
の
探
究
的
な
人
々
と
同
じ
く
、
若
い
ト
ル
ス
ト
イ
に
も
間
違
い
な
く
影
響
を
与
え

た
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
形
而
上
学
的
な
内
容
を
本
能
的
に
拒
否
し
た
。
彼
は
あ
る
手
紙
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
を
、
陳
腐
な
内
容

で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
理
解
不
能
な
わ
け
の
分
か
ら
な
い
文
章
と
、
表
現
し
て
い
た
（H

F, p. 33. 

邦
訳
、
二
六
頁
）。

　

ト
ル
ス
ト
イ
に
と
っ
て
、
歴
史
と
は
、
時
空
に
お
け
る
具
体
的
な
出
来
事
の
総
計
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
人
間
た
ち
の
現
実
の
世

界
に
お
け
る
実
際
の
経
験
の
総
計
で
あ
る
。
歴
史
、
す
な
わ
ち
経
験
的
に
発
見
可
能
な
資
料
の
総
計
だ
け
が
、
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
な

ぜ
そ
の
よ
う
に
起
こ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
か
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
謎
を
解
く
鍵
を
握
っ
て
い
た
（R

T, p. 33. 

邦
訳
、
二
五－

二
七
頁
）。
し
か
し
、
歴
史
は
、
そ
れ
が
歴
史
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
と
、
実
現
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
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れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
形
而
上
学
的
な
哲
学
と
同
じ
く
、
歴
史
は
自
ら
が
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
何
か
︱
︱
確
実
な
結
論
に
到
達
で
き
る
科

学
︱
︱
で
あ
る
よ
う
に
装
う
か
ら
で
あ
る
（H

F, p. 34. 

邦
訳
、
二
七－

二
八
頁
）。

　

さ
て
、
歴
史
は
科
学
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
（
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
命
題
は
、
一
九
世
紀
に
は
あ
り
き
た
り
な
意
見
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、﹁
科
学
的
﹂
と
い
う
言
葉
を
、
自
然
科
学
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
人
々
や
、
歴
史
が
こ
の
意
味
で
の
科
学
に

転
換
で
き
る
か
を
問
う
た
人
々
の
数
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
歴
史
を
科
学
に
転
換
す
る
最
も
徹
底
し
た
試
み
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス

ト
・
コ
ン
ト
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
彼
は
サ
ン
＝
シ
モ
ン
に
従
い
、
歴
史
を
社
会
学
に
転
換
し
よ
う
と
試
み
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
計
画
を

最
も
真
剣
に
受
け
止
め
た
（H

F, p. 35. 

邦
訳
、
二
九－

三
〇
頁
）。

　

マ
ル
ク
ス
と
同
じ
く
、
ト
ル
ス
ト
イ
も
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
（﹃
戦
争
と
平
和
﹄
の
執
筆
時
に
は
マ
ル
ク
ス
の
こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た
が
）。
す
な
わ
ち
、
も
し
も
歴
史
が
科
学
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
地
質
学
や
天
文
学
に
お
い
て
可
能
と
な
っ
た
よ
う
に
、
将

来
を
予
見
で
き
る
（
あ
る
い
は
過
去
の
出
来
事
を
推
測
で
き
る
）
よ
う
な
歴
史
法
則
を
発
見
し
た
り
、
そ
う
し
た
法
則
を
定
式
化
し
た
り
で

き
る
に
違
い
な
い
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
そ
の
継
承
者
た
ち
と
は
違
っ
て
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
（H

F, p. 36. 
邦
訳
、
三
〇
頁
）。

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
一
八
五
〇
年
代
を
通
じ
て
、
個
人
お
よ
び
共
同
体
の
﹁
現
実
﹂
の
生
活
感
覚
（texture of life

）
を
、
歴
史
家
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
る
﹁
非
現
実
﹂
の
描
写
と
対
照
さ
せ
る
と
い
う
主
題
で
、歴
史
小
説
を
書
い
て
み
た
い
と
強
く
願
っ
て
い
た
（H

F, p. 37. 

邦
訳
、

三
二
頁
）。

　
﹃
戦
争
と
平
和
﹄
で
は
、
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ズ
ー
ホ
フ
は
戦
場
を
さ
ま
よ
い
、
自
分
が
想
像
し
て
い
た
典
型
的
な

戦
争
の
場
面
を
、
す
な
わ
ち
歴
史
家
や
画
家
が
描
く
よ
う
な
戦
闘
場
面
を
探
し
回
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
目
に
し
た
の
は
、
自
分
の
欲
求
を

行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
に
満
た
そ
う
と
す
る
個
々
の
人
間
た
ち
の
混
乱
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ピ
エ
ー
ル
は
、
物
事
の
進
行
は
法
則
に
従
っ
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て
い
る
と
信
じ
る
人
々
よ
り
も
、
物
事
の
進
行
に
つ
い
て
の
真
実
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
彼
が
見
て
い
る
の
は
、
そ
の
原
因
を
探
っ
た
り
、

そ
の
結
果
を
予
測
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
﹁
偶
然
﹂
の
連
続
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
緩
や
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
一
連
の
出
来
事

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
を
結
び
つ
け
る
定
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
は
な
い
し
、
確
固
た
る
秩
序
に
従
っ
て
結
び
つ
い
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
結
局
、﹁
科
学
的
﹂
な
公
式
に
服
す
る
パ
タ
ー
ン
を
把
握
で
き
る
、
と
い
う
主
張
は
真
実
で
は
な
い
の
で
あ
る
（H

F, 

p. 39. 

邦
訳
、
三
六－
三
七
頁
）。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
科
学
的
な
社
会
学
に
も
厳
し
い
非
難
を
浴
び
せ
て
い
る
。
科
学
的
な
社
会
学
は
、
歴
史
法

則
を
発
見
し
た
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
出
来
事
が
起
き
る
原
因
の
数
は
、
人
間

が
知
っ
た
り
計
算
し
た
り
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ご
く
少
数
の
事
実
し
か
知
ら
な
い
し
、
そ
の
事

実
か
ら
い
く
つ
か
を
任
意
に
、
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
な
傾
向
に
従
っ
て
選
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
全
知
で
あ
れ
ば
、
歴
史
の
流
れ
を
構
成

す
る
す
べ
て
の
水
滴
の
道
筋
を
描
写
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
痛
ま
し
い
ほ
ど
に
無
知
で
あ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て

い
る
領
域
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
な
い
領
域
や
、
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
（
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
こ
の
点
を
強
調
す
る
）

領
域
よ
り
も
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
小
さ
い
の
で
あ
る
（H

F, pp. 45-46. 

邦
訳
、
四
九－

五
〇
頁
）。

　

次
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
自
由
の
捉
え
方
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、ト
ル
ス
ト
イ
の
態
度
は
揺
れ
動
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、人
間
は
自
分
一
人
が
関
係
し
て
い
る
と
き
は
﹁
あ

る
意
味
で
﹂
自
由
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
分
の
腕
を
上
げ
る
と
き
に
、
物
理
学
的
制
限
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
者

と
の
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
、
人
間
は
も
は
や
自
由
で
は
な
く
、
逃
れ
ら
れ
な
い
流
れ
の
一
部
と
な
る
。
自
由
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は

さ
さ
い
な
行
為
に
限
定
さ
れ
る
。
時
に
は
、
こ
の
か
す
か
な
希
望
の
光
も
消
滅
し
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
普
遍
法
則
の
小

さ
な
例
外
さ
え
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
因
果
的
決
定
論
が
完
全
に
行
き
渡
る
か
、
そ
れ
が
全
く
存
在
せ
ず
に
混
沌
が
支
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配
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
、
社
会
関
係
に
束
縛
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、
自
由
で
は
な
い
。
人
間

の
行
為
は
、
社
会
関
係
の
一
部
な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
（H

F, p. 49. 

邦
訳
、
五
六
頁
）。

　

さ
て
、
科
学
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
意
識
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
因
果

関
係
の
連
鎖
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
感
じ
よ
う
と
感
じ
ま
い
と
、
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
幸
運
な
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
感

じ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
因
果
関
係
の
連
鎖
の
影
響
力
を
知
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
問
題
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
因
果
関
係
の
連
鎖
の
す
べ
て
を
発
見
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
家
は
、
無
限
の
因
果
関

係
の
連
鎖
の
な
か
か
ら
、
ご
く
一
部
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
で
は
理
想
的
な
歴
史
科

学
が
機
能
す
る
わ
け
が
な
い
（H

F, p. 49. 

邦
訳
、
五
六－

五
七
頁
）。

　

わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
は
自
由
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
由
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
明
確
な
答
え
に
到
達
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
点
で
バ
ー
ク
に
似

た
見
解
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
ま
ま
に
理
解
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
に
染
ま
っ
て
お
ら
ず
、
科
学
の
権
威
が
示
し
た
ほ
こ
り
で
目
を
曇
ら
さ
れ
な
い
よ
う
な
普
通
の
人
々
が
、

実
際
に
生
を
理
解
し
て
い
る
ま
ま
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
解
の
仕
方
は
、
極
め
て
不
適
切
な
デ
ー
タ
に
依
拠
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
単
な
る
妄
想
で
し
か
な
い
疑
似
科
学
を
尊
重
し
て
、
長
期
に
わ
た
る
経
験
的
検
証
に
耐
え
て
き
た
常
識
的
信
念
（
わ
れ
わ
れ
は
自

由
で
あ
る
と
い
う
信
念
）
を
破
壊
す
る
よ
り
も
、
望
ま
し
い
の
で
あ
る
（H

F, p. 50. 

邦
訳
、
五
八－

五
九
頁
）。
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本
稿
の
目
的
は
、
バ
ー
リ
ン
が
、
自
由
と
決
定
論
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
具

体
的
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
お
よ
び
ト
ル
ス
ト
イ
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
思
想
史
研
究
が
、
彼
の
﹁
歴
史
の
必

然
性
﹂
と
い
う
講
演
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
を
、
明
ら
か
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
の
四
人
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
思
想

史
研
究
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
各
人
が
自
分
の
生
き
て
い
る
特
定
の
時
と
場
所
に
お
い
て
、
自
分
が
必
然
的
に
従
っ
て
い
る
法
則
を
発
見
し
、
自
分
の
合

理
的
本
性
（
法
則
に
従
う
本
性
）
の
潜
在
性
を
実
現
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
支
配
と
し
て
の
真
の
自
由
が
獲
得
さ
れ
る
と

す
る
（K

M
, p. 43. 

邦
訳
、
六
三
頁
）。

　

マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
理
論
枠
組
み
を
用
い
つ
つ
も
、
人
間
の
意
識
的
で
、
一
致
団
結
的
で
、
合
理
的
に
計
画
さ
れ
た
、
協
調

的
な
社
会
活
動
に
よ
っ
て
、
必
然
性
の
領
域
か
ら
自
由
の
領
域
へ
の
人
間
の
飛
躍
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
（K

M
, pp. 102-103. 

邦
訳
、

一
五
九－

一
六
〇
頁
）。

　

ゲ
ル
ツ
ェ
ン
も
当
初
は
正
統
的
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
自
分
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
、
自
分
独
自
の
も
の
に
変
え
て
い
く

こ
と
に
な
る）
₁₆
（

。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
に
よ
る
と
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
環
境
と
時
代
に
依
存
し
て
い
る
。
人
間
は
、
自
分
が
生
き
て
い
る
時
代

を
反
映
し
て
い
る
し
、
自
分
が
生
き
て
い
る
環
境
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
の
生
活
環
境
に
反
抗
し
た
り
、
そ
れ
に
抵
抗
し

た
り
す
る
こ
と
は
︱
︱
そ
れ
が
効
果
的
か
否
か
は
と
も
か
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
社
会
的
に
な
さ
れ
る
か
個
人
的
に
な
さ
れ
る
か
は
と
も
か
く

︱
︱
可
能
で
あ
る
。
決
定
論
へ
の
信
仰
は
弱
さ
を
隠
す
た
め
の
ア
リ
バ
イ
に
過
ぎ
な
い
（H

B
IL

, p. 114. 

邦
訳
、
二
三
五
頁
）。

　

若
い
ト
ル
ス
ト
イ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
影
響
を
受
け
た
。し
か
し
ト
ル
ス
ト
イ
は
、そ
の
形
而
上
学
的
な
内
容
を
本
能
的
に
拒
否
し
た（H

F, 
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る
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p. 33. 

邦
訳
、
二
六
頁
）。
ト
ル
ス
ト
イ
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
は
自
由
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
由
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
な

け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
明
確
な
答
え
に
到

達
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
点
で
バ
ー
ク
に
似
た
見
解
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に

そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
ま
ま
に
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（H
F, p. 50. 

邦
訳
、
五
八－

五
九
頁
）。

　

以
上
で
再
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
支
配
と
し
て
の
真
の
自
由
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
法
則
に
従
う
た
め
の
合
理

的
本
性
が
重
要
だ
と
す
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
基
本
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
枠
組
み
を
継
承
し
つ
つ
も
、
人
間
の
意
識
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、

自
由
が
獲
得
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
、
当
初
は
正
統
派
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義

を
自
分
独
自
の
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
環
境
と
時
代
に
依
存
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
社
会
の
生
活

環
境
に
反
抗
し
た
り
、
そ
れ
に
抵
抗
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
影
響
を
受
け
つ

つ
も
、
そ
の
形
而
上
学
的
な
内
容
を
本
能
的
に
拒
否
し
た
。
す
な
わ
ち
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
は
自
由
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

自
由
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
の
で
あ
る
と
、
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対
峙
を
経
て
、
歴
史
法
則
と
自
由
に

か
ん
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
捉
え
方
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ー
リ
ン
自
身
は
、﹁
歴
史
の
必
然
性
﹂
と
い
う
講
演
に
お
い
て
、
決
定
論
（
世
界
に
は
一
つ
の
方
向
が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
法
則
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る）
₁₇
（

）
お
よ
び
自
由
に
か
ん
し
て
、
彼
自
身
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
彼
は
、
決

定
論
を
論
駁
す
る
の
で
は
な
く
、理
論
だ
け
で
な
く
実
践
に
お
い
て
一
貫
し
て
決
定
論
的
に
考
え
た
り
語
っ
た
り
す
る
︱
︱
例
え
ば
﹁
自
由
﹂

に
つ
い
て
︱
︱
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す）
₁₈
（

こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
論
の
立
場
を
揺
り
動
か
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
こ
で
一
九
三
〇
年
代
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
エ
ッ
セ
ー
に
、
注
目
し
て
お
こ
う
。
彼
は
そ
こ
で
、

Ａ
・
Ｊ
・
エ
ア
ー
に
つ
い
て
の
、
自
分
（
バ
ー
リ
ン
）
と
ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
会
話
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
研
究
会
の
最
中
に
、
当
時
は
確
信
に
満
ち
た
決
定
論
者
で
あ
っ
た
エ
ア
ー
を
挑
発
し
な
い
よ
う
、
低
い
声
で
バ
ー
リ
ン

に
言
っ
た
。﹁
彼
ら
は
み
な
決
定
論
に
つ
い
て
語
り

0

0

、
そ
し
て
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
と
言
う

0

0

。
私
は
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
決
定
論
者
に
会
っ

た
こ
と
が
な
い
。
君
と
私
が
人
間
は
い
つ
か
は
死
ぬ
と
信
じ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
を
本
当
に
信
じ
て
い
る
人
と
い
う
意

味
だ
が
ね
。
君
は
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ね
。﹂
こ
の
発
言
で
、
バ
ー
リ
ン
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
親
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た）
₁₉
（

。

　

あ
る
時
、
散
歩
を
し
な
が
ら
バ
ー
リ
ン
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
質
問
を
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
答
え
に
よ
っ
て
も
同
じ
く
、
バ
ー
リ

ン
は
彼
に
親
し
み
を
感
じ
た）
₂₀
（

。
以
下
、
長
く
な
る
が
バ
ー
リ
ン
の
文
章
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

私
は
彼
に
尋
ね
る
。﹁
あ
る
子
供
が
、オ
ー
ス
テ
リ
ッ
ツ
の
戦
い
の
時
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
会
い
た
い
と
い
う
と
し
よ
う
。
私
は
い
う
、﹃
そ

れ
は
で
き
な
い
よ
﹄、
す
る
と
子
供
は
言
う
、﹃
何
故
で
き
な
い
の
か
﹄、
そ
れ
に
た
い
し
て
、﹃
そ
れ
は
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
か
ら

だ
。
い
ま
生
き
て
い
て
、
同
時
に
一
三
〇
年
前
に
生
き
、
同
じ
年
齢
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹄
と
い
っ
た
こ
と
を
、
私
が
言
う
。
そ

の
子
は
し
つ
こ
く
続
け
て
、﹃
何
故
で
き
な
い
の
か
﹄
と
言
う
。
私
は
、﹃
同
時
に
二
つ
の
場
所
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
過
去
に

＂
帰
る
＂
こ
と
が
で
き
る
と
か
言
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
の
使
い
方
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
だ
﹄
等
々
の
こ
と
を
言
う
。
す

る
と
こ
の
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
子
は
言
う
、﹃
も
し
も
そ
れ
が
た
ん
な
る
言
葉
の
問
題
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
の
用
法
を
変
え
さ

え
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
私
は
オ
ー
ス
テ
リ
ッ
ツ
の
戦
い
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
会
え
て
、
し
か
も
も
ち
ろ
ん
場
所
と
時

間
で
は
今
居
る
と
こ
ろ
に
居
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
は
な
い
か
。﹄﹂
私
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
尋
ね
た
。﹁
そ
の
子
に
な
ん
と
言
う
べ
き

な
の
か
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
物
質
論
と
形
式
論
を
混
同
し
て
い
る
と
で
も
言
え
ば
よ
い
の
か
。﹂
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
答
え
た
。﹁
そ
う
は
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言
う
な
。
そ
の
子
に
は
、過
去
に
帰
る
こ
と
を
試
し
て
ご
ら
ん
と
言
え
ば
よ
い
。
法
則
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
い
た
ま
え
。

や
ら
せ
て
ご
ら
ん
。
や
ら
せ
て
、
ど
う
な
る
か
見
さ
せ
て
ご
ら
ん）
₂₁
（

。﹂

　

以
上
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
と
バ
ー
リ
ン
の
会
話
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、﹁
確
信
に
満
ち
た
決
定
論
者
に
は
、
一
貫
し
て
決
定
論
的
に
語
っ
て

ご
ら
ん
と
言
え
ば
よ
い
。
例
え
ば
﹃
自
由
﹄
に
つ
い
て
語
ら
せ
て
、
ど
う
な
る
か
見
さ
せ
て
ご
ら
ん
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

結
局
、
バ
ー
リ
ン
は
決
定
論
を
論
駁
し
よ
う
と
は
試
み
て
い
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
、
お
そ
ら
く
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
意
識
し
な
が
ら
、
一
貫

し
て
決
定
論
的
に
語
る
こ
と
は
実
行
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
論
が
必
然
的
に
正
し
い
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
、
も
し
も
決
定
論
が
正
し
い
と
し
て
も
自
由
の
概
念
が
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
バ
ー
リ
ン
の
以
上
の
考
え
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
ら
に
か
ん
す
る
彼
の
思

想
史
研
究
に
よ
っ
て
、
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ー
リ
ン
は
、
自
分
の
﹁
歴
史
の
必
然
性
﹂
は
多
く
の
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
論
争
は
現
在
も
続
い
て
い
る
と
、
晩
年

の
論
文
に
お
い
て
述
べ
て
い
る）
₂₂
（

。
彼
は
一
九
九
七
年
に
亡
く
な
っ
た
が
、二
一
世
紀
の
現
在
も
そ
の
状
況
は
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）　

こ
の
講
義
は
一
九
五
三
年
に
﹁
ア
リ
バ
イ
と
し
て
の
歴
史
（H

istory as an A
libi

）﹂
と
い
う
表
題
で
行
わ
れ
、
一
九
五
四
年
に
﹃
歴
史
の
必
然
性
﹄
と
い
う
小
冊
子
と
し

て
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
以
下
を
典
拠
と
す
る
。Isaiah B

erlin, ‘H
istorical Inevitability’, in Isaiah B

erlin, L
iberty: In

corp
ora

tin
g F

our E
ssays on L

iberty, 

edited by H
enry H

ardy （O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 2002

）. 

生
松
敬
三
訳
﹁
歴
史
の
必
然
性
﹂
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
著
、
小
川
晃
一
ほ
か
共
訳
﹃
自
由
論
﹄

（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
）。

（
2
）　

こ
れ
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
チ
チ
ェ
リ
講
座
の
社
会
・
政
治
理
論
教
授
へ
の
就
任
講
義
で
あ
る
。
講
義
そ
の
も
の
は
一
九
五
八
年
に
行
わ
れ
、
同
年
に
出
版
さ
れ
た
。

本
章
で
は
以
下
を
典
拠
と
す
る
。Isaiah B

erlin, ‘Tw
o C

oncepts of L
iberty’, in Isaiah B

erlin, L
iberty, su

p
ra

 note 1. 

生
松
敬
三
訳
﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂
ア
イ
ザ
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六
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五

二
〇
五
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ア
・
バ
ー
リ
ン
著
、
小
川
晃
一
ほ
か
共
訳
・
前
掲
注
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1
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自
由
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（
3
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erlin, ‘H
istorical Inevitability’, su

p
ra

 note 1, p. 114. 

邦
訳
、
二
〇
四
頁
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（
4
）　Ibid., pp. 122-123. 

邦
訳
、
二
一
九
頁
。

（
5
）　Ibid., p. 162. 

邦
訳
、
二
八
七
頁
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（
6
）　Ibid., p. 123. 

邦
訳
、
二
一
九－

二
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〇
頁
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（
7
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olitica
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ea

s in
 th
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om

a
n

tic A
ge: T

h
eir R
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n

d
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flu
en
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ern
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t, edited by H
enry H

ardy （L
ondon: C

hatto &
 

W
indus, 2006
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n
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iberty, edited by H
enry H

ardy （L
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hatto &
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一
九
五
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Ｂ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
で
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演
が
な
さ
れ
た
と
き
の
表
題
は ‘Six E

nem
ies of H

um
an L

iberty’ 

で
あ
っ
た
。

（
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拙
稿
﹁
バ
ー
リ
ン
自
由
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の
源
流
︱
︱
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習
作
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）﹂
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し
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﹃
ロ
マ
ン
主
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時
代
の
政
治
思
想
﹄（
一
九
五
二
年
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志
社
法
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六
八
巻
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号
（
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〇
一
六
年
）
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稿
﹁
バ
ー
リ
ン
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自
由
と
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の
裏
切
り
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一
九
五
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年
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志
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巻
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〇
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五
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﹃
人
間

マ
ル
ク
ス
︹
第
四
版
︺
︱
︱
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光
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八
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﹃
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る
改
訂
は
一
九
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八
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四
版
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。
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て
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書
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。
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福
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一
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合
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﹃
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想
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思
想
家
（
バ
ー
リ
ン
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集
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岩
波
書
店
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一
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三
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