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一　

郎

は
じ
め
に

一　

バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論

二　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
創
始
者
と
し
て
の
カ
ン
ト

三　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
承
認
の
探
求

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

英
国
の
思
想
史
家
で
あ
る
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
（Isaiah B

erlin

）
は
、
二
つ
の
自
由
概
念
の
区
別
（
積
極
的
自
由
と
消
極
的
自
由
）

お
よ
び
価
値
多
元
論
を
提
唱
し
た
こ
と
で
名
高
い）

1
（

。
彼
は
更
に
、
二
十
世
紀
の
早
い
段
階
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
で
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も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
み
る
と
、
そ
れ
が
彼
の
ロ
マ
ン
主
義
研
究
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ド

イ
ツ
人
は
、
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
敗
戦
、
政
治
的
な
分
裂
、
経
済
の
破
綻
、
三
十
年
戦
争
後
の
平
均
的
な
ド
イ
ツ
市
民
の
蒙
昧

さ
と
後
進
性
の
ゆ
え
に
、
恐
る
べ
き
屈
辱
に
苦
し
ん
で
い
た）

2
（

。
思
想
的
に
は
、
カ
ン
ト
が
、
世
界
で
最
も
神
聖
な
も
の
は
、
肉
体
に
宿
っ
て

い
る
自
由
か
つ
道
徳
的
な
精
神
的
自
我
で
あ
る
と
し
た）

3
（

。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
考
え
を
独
自
の
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
。
真
の
自

由
な
自
我
は
、
肉
体
に
服
を
着
た
、
時
空
間
の
経
験
的
な
自
我
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
肉
体
に
共
通
す
る
超
自
我
（a super-

self

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
巨
大
で
神
聖
な
自
我
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
第
に
こ
の
自
我
を
、
自
然
、
神
、
歴
史
、
さ
ら
に
は
民
族
（a 

nation

）
）
4
（

と
同
一
化
す
る
こ
と
に
な
る）

5
（

。

　

な
お
、
バ
ー
リ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
だ
け
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
の
著
作
を
踏
ま
え
て
、
イ

ン
ド
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
要
素
で
あ
る
﹁
承
認
の
探
求
（search of status

）﹂
を
求
め
て
い
る
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る）

6
（

。

　

そ
れ
で
は
、
本
稿
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
基
本
枠
組
み
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

第
二
章
で
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
擁
護
し
た
は
ず
の
カ
ン
ト
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
起
源
で
あ
る
と
い
う
、
バ
ー
リ

ン
の
理
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
、
タ
ゴ
ー
ル
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
、
承
認
の
探
求
と
し
て
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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ー
リ
ン
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リ
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二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

バ
ー
リ
ン
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
二
つ
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
が
ガ
ー
デ
ル
ズ
と
行
っ
た
対
談
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
二
つ
の

概
念）

7
（

﹂
に
注
目
し
よ
う
。
対
談
が
行
わ
れ
た
の
は
一
九
九
一
年
で
あ
る
。

　

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
危
険
な
徴
候
が
出
て
き
た
。
危
険
な
徴
候
の
一
つ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
間
の
激
し
い

衝
突
の
こ
と
で
あ
る）

8
（

。
バ
ー
リ
ン
は
こ
れ
を
、﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
（bent tw

ig

）﹂
と
し
て
の
傷
つ
い
た
民
族
精
神
（w

ounded 

V
oklsgeist

）
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
強
く
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
は
、
激
し
い
勢
い
で
跳
ね
返
ろ
う
と
す
る
。
旧
東
欧
お
よ
び
ソ
連
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
抑
圧
に
よ
っ
て
受
け
た
傷
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
。
抑
圧
や
屈
辱
の
時
代
の
後
に
は
、
解
放
さ
れ
た
民
族

（nations

）
お
よ
び
そ
の
指
導
者
に
よ
る
暴
力
的
な
反
動
や
民
族
の
誇
り
（national pride

）
の
暴
発
が
起
こ
り
や
す
く
、
し
ば
し
ば
そ
れ

は
攻
撃
的
な
自
己
主
張
に
形
を
変
え
る）

9
（

。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
は
﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
﹂
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
非
攻
撃
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
と
し

て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
観
念
の
源
泉
は
ヘ
ル
ダ
ー
に
あ
る
と
す
る
。
帰
属
と
い
う
観
念
を
発
明
し
た
の
も
ヘ
ル
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
飲
食
や
、

安
全
や
移
動
の
自
由
な
ど
と
同
じ
く
、
人
は
集
団
に
帰
属
す
る
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
。
こ
の
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
な
い
と
、
人
は
他
者
か
ら
切

り
離
さ
れ
、
孤
立
し
、
望
み
を
失
い
、
不
幸
に
な
る
。
望
郷
の
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
な
か
で
最
も
崇
高
な
も
の
だ
と
ヘ
ル
ダ
ー
は
言
っ

て
い
る
。
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
を
自
分
自
身
の
故
郷
と
し
て
そ
こ
に
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る）
₁₀
（

。

　

ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
ど
の
集
団
も
そ
れ
自
身
の
民
族
精
神
（V

olksgeist or N
a

tion
a

lgeist

）
を
も
っ
て
い
る
。
文
化
的
生
活
の
全

体
は
、
特
定
の
伝
統
の
流
れ
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
伝
統
の
流
れ
は
、
あ
る
集
団
の
成
員
だ
け
が
共
有
す
る
集
合
的
な
歴
史
の
経
験
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か
ら
生
ま
れ
る）
₁₁
（

。

　

ヘ
ル
ダ
ー
の
民
族
（the nation

）
の
観
念
は
徹
底
し
て
非
攻
撃
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
文
化
的
な
民
族
自
決
（cultural self-

determ
ination

）
以
上
の
も
の
を
要
求
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、あ
る
国
民
（people

）
が
他
の
国
民
に
優
越
す
る
と
い
う
考
え
を
否
定
し
た
。

民
族
文
化
（national cultures

）
は
多
様
で
あ
り
、
す
べ
て
の
民
族
文
化
は
互
い
に
平
和
的
に
共
存
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
等
し

い
価
値
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
有
し
て
い
る）
₁₂
（

。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
自
身
は
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
﹂
と
し
て
の
そ
れ
と
、
非
攻
撃
的
な
ヘ
ル
ダ
ー
の
そ
れ
）
に

か
ん
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
考
え
を
擁
護
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
に
共
感
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
答
え
は
簡
単
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
う
諸
文
化
は
、
惑
星
（planets

）
で
は
な
く
、
衝
突
す
る
こ
と
の
な
い
星
（stars

）

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
文
化
帝
国
主
義
を
彷
彿
と
さ
せ
る
太
陽
は
な
い
。（
こ
の
対
談
が
行
わ
れ
た
）
二
十
世
紀
末
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
的
な
見

方
が
現
実
の
も
の
と
な
る
可
能
性
が
、
歴
史
の
実
際
か
ら
し
て
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
、
バ
ー
リ
ン
は
認
め
て
い
る）
₁₃
（

。

　

な
お
、
バ
ー
リ
ン
は
ヘ
ル
ダ
ー
と
同
じ
く
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
実
質
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
人
々
は
何
ら
か
の
文
化
に
帰
属
す

る
こ
と
な
し
に
は
、
自
ら
を
実
現
で
き
な
い
。
人
々
は
、
た
と
え
そ
の
文
化
に
反
抗
し
、
そ
の
形
を
完
全
に
変
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も

や
は
り
伝
統
の
流
れ
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る）
₁₄
（

。

　

さ
て
、
対
談
者
で
あ
る
ガ
ー
デ
ル
ズ
は
、
バ
ー
リ
ン
に
対
し
て
、
文
化
多
元
主
義
（cultural pluralism

）
の
主
唱
者
で
あ
る
ヴ
ィ
ー
コ

や
ヘ
ル
ダ
ー
は
、（
バ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
）
未
来
の
哲
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
尋
ね
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
は
、
誰
も
が
、
あ
る
程
度

ま
で
多
様
な
価
値
の
お
か
げ
を
こ
う
む
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
通
り
だ
と
し
て
い
る
。
古
代
か
ら
中
世
、
十
七
、
十
八
世
紀
の
啓

蒙
時
代
に
至
る
ま
で
、
統
一
こ
そ
が
重
要
な
価
値
で
あ
っ
た
。
一
（one

）
が
真
理
で
あ
り
多
（m

any

）
は
誤
謬
で
あ
っ
た
。
多
様
性
は

ロ
マ
ン
主
義
の
運
動
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
価
値
で
あ
っ
た
。
バ
ー
リ
ン
が
多
様
性
の
使
徒
と
考
え
て
い
る
ヘ
ル
ダ
ー
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や
ヴ
ィ
ー
コ
は
、
こ
の
運
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
れ
以
来
、
多
様
性
、
多
元
論
（
価
値
の
多
元
論
も
含
む
）、
誠
実
さ

な
ど
が
、
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
っ
た
ん
生
活
様
式
の
多
元
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
両
立
し
が
た
い
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
の
考
え
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
な
ら
、
し
か
も
、
両
立
し
が
た
い
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
互
い
に
尊
重
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
が
み
な
、

一
つ
の
巨
大
な
軍
靴
に
よ
っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
て
均
質
化
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
る）
₁₅
（

。

２　
「
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
」
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

以
上
で
、
バ
ー
リ
ン
が
区
別
す
る
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
さ
て
、
バ
ー
リ
ン
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
論

じ
る
際
に
、
先
述
の
﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
、
彼
の
論
文
﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝）
₁₆
（

﹂（
一
九
七
二
年
）

に
注
目
し
て
お
こ
う
。

　

十
九
世
紀
の
社
会
理
論
家
や
政
治
理
論
家
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
自
分
た
ち
の
時
代
の
支
配
的
運
動
に
な
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
同

世
紀
の
後
半
に
な
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
徐
々
に
弱
く
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
な
お
、
バ
ー
リ
ン
は
﹁
民
族
の
一
体
性
（national 

identity

）﹂
の
意
識
と
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
と
を
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
族
の
一
体
性
は
、
社
会
意
識
と
同
じ
く
ら
い
古
く
か

ら
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
部
族
感
情
（tribal feeling

）
な
い
し
外
国
人
嫌
い
と
は
異
な
り
、
古
代
や

古
典
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た）
₁₇
（

。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
は
じ
ま
り
は
十
八
世
紀
初
頭
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
東
プ
ロ
イ
セ
ン

で
生
ま
れ
、
成
長
し
た
。
当
地
の
哲
学
者
ヘ
ル
ダ
ー
の
思
想
は
、
人
間
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
な
か
で
、
食
物
や
生
殖
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
い
っ
た
要
素
と
並
ん
で
、
集
団
に
帰
属
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）
₁₈
（

。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
寛
容
で
平
和
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
民
族
意
識
（national consciousness

）
が
、
燃
え
上
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が
っ
た
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
態
は
、
傷
や
、
集
団
的
な
屈
辱
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
形
態
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
は
、
ド
イ
ツ
の
（
統
一
さ
れ
る
以
前
の
）
領
邦
（lands

）
で
起
こ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
領
邦
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
い

な
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
周
辺
に
取
り
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
後
半
は
、
大
い
な
る
創
造
の
時
代
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
で
は

文
化
が
栄
え
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、
低
地
地
方
（
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
）
で
も
創
造
的
な
活

動
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
都
市
や
公
国
（tow

ns and principalities

）
は
、
ウ
ィ
ー
ン
や
そ
の
他
の
帝
国
の
力
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
総
じ
て
鄙
び
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
で
も
、
建
築
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
つ
い
て
は
優
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
三
十
年
戦
争
の
ひ
ど
い
荒
廃
は
、
ド
イ
ツ
と
そ
れ
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
と
の
文
化
的
裂
け
目
を
さ
ら
に
大
き
く
し
た
。
誇
り
高

き
隣
人
た
ち
の
軽
蔑
の
ま
な
ざ
し
や
、
見
下
す
よ
う
な
寛
大
さ
は
、
ド
イ
ツ
の
個
人
や
社
会
が
被
っ
た
最
も
ト
ラ
ウ
マ
的
な
経
験
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
人
の
反
応
は
し
ば
し
ば
、
自
分
の
実
際
の
（
あ
る
い
は
想
像
上
の
）
美
徳
の
病
的
な
誇
張
や
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
誇
り
、
幸

福
、
成
功
に
対
す
る
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
敵
意
と
し
て
現
れ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
西
欧
（the W

est

）
に
対
す
る
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
対

す
る
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
的
感
情
の
特
徴
で
あ
っ
た）
₁₉
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
は
西
欧
世
界
を
、
政
治
的
、
文
化
的
、
軍
事
的
に
支
配
し
た
。
屈
辱
を
加
え
ら
れ
敗
北
し
た
ド
イ
ツ
の
人
々
は
、
と
く
に
伝
統

的
、
宗
教
的
、
経
済
的
に
遅
れ
た
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
臣
民
た
ち
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
が
連
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
官
僚
に
い
じ
め

ら
れ
て
、﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
﹂
の
よ
う
に
反
発
し
、
自
分
た
ち
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
人
々
は
自

ら
の
性
質
が
、
自
分
た
ち
を
苦
し
め
る
者
た
ち
の
そ
れ
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
た
ち
は
、
深
遠
な
内
な
る
精

神
生
活
を
送
り
、
奥
ゆ
か
し
い
謙
虚
さ
を
有
し
、
真
な
る
価
値
を
私
心
な
く
追
求
し
て
い
る
。
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
世
慣
れ
て
、
成
功

を
収
め
て
お
り
、
見
た
目
が
麗
し
く
、
洗
練
さ
れ
て
い
る
が
、
心
が
こ
も
っ
て
お
ら
ず
、
道
徳
的
に
空
虚
で
あ
る）
₂₀
（

。

　

以
上
の
考
え
は
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
者
の
著
作
に
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
の
後
に
は
ロ
シ
ア
、
中
欧
諸
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
バ
ル
カ
ン
半
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島
諸
国
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の
、
民
族
精
神
（the national spirit

）
の
目
覚
め
が
続
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
国
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
劣
っ

た
国
民
（peoples

）
の
実
際
の
（
あ
る
い
は
想
像
上
の
）
豊
か
な
歴
史
的
過
去
は
、
も
っ
と
豊
か
な
未
来
を
約
束
し
て
く
れ
る
。
も
し
も

豊
か
な
歴
史
的
過
去
が
な
け
れ
ば
、
逆
に
、
何
も
な
い
こ
と
が
楽
観
主
義
の
根
拠
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
今
は
未
発
達
で
貧
し

く
、
野
蛮
で
も
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
後
進
性
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
若
さ
や
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
力
の
し
る
し
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
将
来
の
相
続
人
で
あ
り
、年
老
い
て
衰
退
し
た
民
族
（nations

）
は
、今
日
で
は
優
越
し
て
い
る
が
、今
後
は
望
み
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
救
世
主
的
な
主
題
は
、
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
強
く
唱
え
ら
れ
て
、
次
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
は
、
歴
史
の

ド
ラ
マ
の
な
か
で
ま
だ
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
（
し
か
し
、す
ぐ
に
果
た
す
こ
と
に
な
る
）
多
く
の
国
家
（States

）
や
民
族
（nations

）

に
よ
っ
て
、
唱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）
₂₁
（

。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
は
、
今
日
で
は
世
界
的
な
現
象
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
、
バ
ス
ク
地
方
で
、
激
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
登
場
す
る
な
ど
と
、
十
九
世
紀
の
誰
が
予
想
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
外
国

の
統
治
か
ら
の
解
放
の
自
動
的
な
心
理
的
付
属
物
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
﹂
理
論
に
基
づ

け
ば
、
民
族
の
特
徴
（national characteristics
）
を
有
す
る
社
会
の
抑
圧
な
い
し
屈
辱
に
対
す
る
、
自
然
な
反
応
な
の
で
あ
る）
₂₂
（

。

３　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
な
ぜ
無
視
さ
れ
た
の
か

　

で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
の
可
能
性
は
な
ぜ
無
視
さ
れ
た
の
か
。
バ
ー
リ
ン
は
そ
の
問
い
に
、﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
過
去
の

無
視
と
現
在
の
興
隆）
₂₃
（

﹂（
一
九
七
九
年
）
で
答
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
自
由
主
義
的
な
合
理
的
思
想
家
の
想
定
で
は
、
自
由
民
主
主
義
が
、

人
間
を
組
織
す
る
た
め
の
最
も
満
足
の
い
く
様
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
国
民
国
家
（the nation State

）
は
少
な
く
と
も
歴
史
的
に
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は
今
後
、
独
立
し
た
、
自
己
統
治
す
る
人
間
社
会
の
通
常
の
形
態
と
な
る
。
最
後
に
は
、
複
数
の
民
族
か
ら
な
る
帝
国
（the 

m
ultinational em

pires

）
が
、
そ
の
構
成
要
素
（
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
）
に
解
体
さ
れ
た
ら
、
共
通
の
言
語
、
共
通
の
慣
習
、
記
憶
、
世
界

観
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
い
と
い
う
人
々
の
熱
望
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
帝
国
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
己
決
定
す
る
こ
と
に

な
っ
た
複
数
の
国
民
国
家
（
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
の
若
き
イ
タ
リ
ア
、
若
き
ド
イ
ツ
、
若
き
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
若
き
ロ
シ
ア
）
か
ら
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
社
会
（a society
）
が
現
出
す
る
。
そ
れ
ら
の
国
民
国
家
は
、
攻
撃
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
汚
れ
な
き
愛
国
心
に

よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
平
和
的
か
つ
調
和
的
に
共
存
す
る
こ
と
に
な
る）
₂₄
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
の
さ
ま
ざ
ま
な
信
念
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
一
つ
に
は
お
そ
ら
く
、
啓
蒙
さ
れ
た
自
由
主
義
的
な
（
そ
し
て
社
会
主
義
的
な
）
歴
史
家
の
ウ
ィ
ッ
グ
的
解
釈

の
せ
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
な
じ
み
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
一
方
で
、
暗
い
力
が
あ
る
。
教
会
、
資
本
主
義
、
伝
統
、

権
威
、
階
層
、
搾
取
で
あ
る
。
他
方
で
、
光
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
を
求
め
る
闘
争
で
あ
る
︱
︱
す
な
わ
ち
、
理
性
や
知
識
、
人
間
の
あ

い
だ
の
壁
の
破
壊
、
平
等
や
人
権
（
と
く
に
労
働
し
て
い
る
大
衆
の
人
権
）、
個
人
や
社
会
の
自
由
、
悲
惨
さ
や
抑
圧
や
残
虐
さ
の
縮
減
、

な
ど
を
求
め
る
闘
争
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
光
は
、
人
間
の
差
異
で
は
な
く
、
人
間
が
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
を
強
調
す
る
の
で
あ
る）
₂₅
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
リ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
人
間
の
差
異
と
い
う
も
の
は
実
在
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
か
ら
発
生
す
る
民
族
感
情

（national sentim
ent

）
は
、
光
と
闇
、
進
歩
と
反
動
の
両
側
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
無
視
さ
れ
た
差
異
は
自
己
主
張
し
、
最
終
的
に
は
画

一
化
を
称
賛
す
る
人
々
を
押
し
の
け
て
興
隆
す
る
。
理
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
、
単
一
か
つ
科
学
的
に
組
織
さ
れ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
と
い

う
理
想
は
、
啓
蒙
主
義
の
綱
領
の
核
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
カ
ン
ト
は
、
非
合
理
性
を
批
判
し
た
け
れ
ど
も
、﹁
人

間
性
と
い
う
曲
が
っ
た
材
木
か
ら
は
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
は
生
ま
れ
な
い
﹂
と
述
べ
た
。
彼
の
述
べ
た
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
（absurd

）

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る）
₂₆
（

。
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さ
て
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
を
予
言
で
き
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
十
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世

紀
初
頭
の
思
想
は
、
驚
く
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
最
も
想
像
力
に
富
み
、
最
も
急
進
的
な
思
想
家
で
あ
っ
て
も
、

ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
生
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
考
え
で
は
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
は
あ
ま
り
に
遠
く

て
抽
象
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
面
倒
を
み
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
普
遍
的

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
反
帝
国
主
義
だ
け
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
大
い
な
る
拡
大
が
ま
っ
た
く
予
想

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る）
₂₇
（

。

二　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
創
始
者
と
し
て
の
カ
ン
ト

１　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
カ
ン
ト

　

以
上
で
、
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
基
本
枠
組
み
を
見
て
き
た
。
さ
て
、
本
稿
の
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
バ

ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
は
ロ
マ
ン
主
義
研
究
と
関
連
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
の
自
律
と
い
う
理
念
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の

時
代
に
、
彼
の
忠
実
で
な
い
弟
子
で
あ
る
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
、
民
族
（the nation

）
の
自
律
な
い
し
国
家
（the State

）
の
自
律
と
い

う
概
念
に
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、バ
ー
リ
ン
の
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
起
源
と
し
て
の
カ
ン
ト）
₂₈
（

﹂（
一
九
七
二
年
）

に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

＊ 

以
下
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
起
源
と
し
て
の
カ
ン
ト
（K

ant as an U
nfam

iliar Source of N
ationalism

）﹂
をK

ant

と
略
記
し
、
参

照
す
る
際
に
本
文
中
に
頁
数
と
共
に
記
す
。
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バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
一
見
す
る
と
、
民
族
性
（nationality

）
の
観
念
と
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
グ
の
偉
大
な
哲
学
者
（
カ
ン
ト
の
こ
と
）

の
良
識
あ
る
、
合
理
的
で
、
自
由
主
義
的
な
国
際
主
義
ほ
ど
、
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
は
な
い
。
彼
の
時
代
の
影
響
力
あ

る
思
想
家
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
ほ
ど
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
か
ら
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
者
は
い
な
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の

最
も
穏
健
な
形
態
で
は
、
民
族
の
統
一
（national unity

）
の
意
識
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
人
間
の
一
つ
の
社
会
と
他
の
社
会
と
の

差
異
や
、
特
定
の
伝
統
、
言
語
、
慣
習
の
独
特
さ
へ
の
、
鋭
い
感
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
（K

ant, p. 232

）。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
最
も
穏
健
な
形
態
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
理
性
よ
り
も
感
情
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
独
特
の
政
治

的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
構
造
（texture

）
に
帰
属
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
の
本
能
的
な
承
認
に
由
来
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
記
述
す
る
言
葉
は
、
通
常
は
ロ
マ
ン
主
義
的
で
、
極
端
な
場
合
は
、
暴
力
的
、
非
合
理
的
、
攻
撃
的
で
あ
る
。
と
く
に
、
二
十
世
紀
に
お

い
て
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
残
酷
で
破
壊
的
な
抑
圧
を
も
た
ら
し
、
最
後
に
は
甚
大
な
大
虐
殺
を
も
た
ら
し
た
（K

ant, pp. 232-233

）。

　

カ
ン
ト
は
そ
の
真
逆
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
、
穏
健
で
、
合
理
的
な
思
想
を
も
つ
。
彼
は
、
古
く
か
ら
の
伝
統
な
い
し
蒙
昧
主
義
的
な
政

治
的
教
条
主
義
に
基
づ
く
、
排
他
主
義
や
特
権
を
嫌
悪
し
た
。
彼
は
、
時
間
を
超
越
し
た
変
わ
る
こ
と
の
な
い
個
人
の
権
利
を
擁
護
し
た
。

カ
ン
ト
は
、
感
情
主
義
や
、
混
乱
し
た
熱
狂
を
嫌
悪
し
た
（K

ant, p. 233

）。

　

さ
て
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
人
で
あ
る
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
文
化
的
（
お
よ
び
す
べ
て
の
種
類
の
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

創
始
者
で
あ
っ
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的
伝
統
（national tradition

）
の
独
特
さ
や
、
人
間
が
有
機
的
共
同
体
の
一
員
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
強
さ
に
つ
い
て
語
っ
た
。
彼
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
普
遍
主
義
、
一
つ
の
共
同
体
と
別
の
共
同
体
の
差
異

を
押
し
つ
ぶ
す
す
べ
て
の
も
の
を
、
嫌
悪
し
た
。
そ
れ
ら
は
巨
大
な
拘
束
衣
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
考
え
を
、
カ

ン
ト
は
、混
乱
し
て
い
る
信
頼
で
き
な
い
考
え
で
あ
っ
て
、理
性
を
感
情
で
代
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、未
成
熟
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
（K

ant, 

p. 233

）。
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カ
ン
ト
は
、
啓
蒙
主
義
の
人
物
で
あ
り
、
啓
蒙
主
義
の
普
遍
性
な
ら
び
に
、
冷
静
な
理
性
の
光
お
よ
び
科
学
を
信
じ
た
。
理
性
は
、
地
域

的
で
民
族
的
（national

）
な
境
界
を
超
越
す
る
の
で
あ
り
、
分
別
の
あ
る
人
間
が
自
分
で
検
証
で
き
る
こ
と
の
結
論
で
あ
り
、
特
定
の
言

語
や
土
壌
や
血
の
助
け
を
必
要
と
し
な
い
。
カ
ン
ト
は
不
平
等
を
憎
ん
だ
。
彼
は
、
階
層
や
、
寡
頭
政
治
や
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
、
そ
れ

が
慈
悲
深
く
て
も
、
憎
ん
だ
。
ド
イ
ツ
の
多
く
の
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
歓
迎
し
た
。
カ
ン
ト
も
終
生
そ
れ
を
信
じ
、
人
お
よ
び
市
民
の

権
利
の
宣
言
（
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
）
を
擁
護
し
た
。
革
命
が
恐
怖
政
治
や
血
の
海
に
堕
落
し
た
と
き
で
も
、
そ
れ
を
批
判
し
つ
つ
も
、
信

じ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
政
治
的
著
作
は
、
自
由
主
義
的
な
合
理
主
義
の
典
型
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
（K

ant, p. 233

）。

　

強
大
な
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
民
族
的
屈
辱
（national hum

iliation

）
の
感
覚
に
よ
る
暗
い
力
と
、
カ
ン
ト
の
確
固
と
し
た
合

理
的
な
普
遍
主
義
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
対
照
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
逆
説
的
に
、
カ
ン
ト
の
見
解
と
ロ
マ
ン

主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
登
場
の
あ
い
だ
に
は
、
重
要
な
結
び
つ
き
が
存
在
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
は
そ
の
結
び
つ
き
を
嫌

悪
す
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
び
つ
き
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
思
想
は
時
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
生
命
を
宿
し
、
力

を
獲
得
す
る
。
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
怪
物
は
、
自
分
を
作
り
出
し
た
人
物
の
期
待
や
意
図
に
反
し
て
行
動
し
、
最
後
に
は
そ
の
人
物

を
滅
亡
に
追
い
や
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
人
間
は
、
と
り
わ
け
思
想
家
は
、
自
分
の
思
想
の
（
意
図
せ
ざ
る
）
帰
結
に
責
任
を
負
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
が
二
十
世
紀
に
も
た
ら
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
に
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と

同
じ
く
、
カ
ン
ト
の
最
も
高
貴
か
つ
人
間
的
な
教
説
の
一
つ
は
、
彼
を
驚
愕
さ
せ
る
経
路
を
通
っ
て
、
現
代
の
世
界
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

バ
ー
リ
ン
は
こ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
な
る
（K

ant, p. 234

）。

２　

人
間
の
自
律
の
擁
護

　

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
、
人
間
は
行
為
す
る
自
由
（
二
つ
以
上
の
選
択
肢
か
ら
選
択
す
る
自
由
）
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
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に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
自
分
の
行
為
の
作
者
で
な
け
れ
ば
、
責
任
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
が
責
任
を
取
れ

な
い
と
し
た
ら
、
道
徳
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
道
徳
が
存
在
す
る
の
は
、
人
々
が
、
合
理
的
な
（
し
た
が
っ
て
普
遍
的
な
）
ル
ー
ル

の
存
在
を
承
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
合
理
的
な
ル
ー
ル
は
す
べ
て
の
合
理
的
な
存
在
を
拘
束
し
て
お
り
、
人
々
は
そ
の
合
理
的
な
ル
ー

ル
に
従
っ
て
、
特
定
の
行
為
を
し
た
り
、
そ
れ
以
外
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
り
す
る
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
（K

ant, p. 235

）。
も
し
も

被
造
物
（a creature
）
が
自
分
で
決
定
で
き
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
道
徳
的
存
在
で
は
な
い
。
被
造
物
が
法
に
従
わ
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
道

徳
的
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
（K

ant, p. 236

）。

　

人
間
に
固
有
の
能
力
は
、
自
己
統
治
と
自
律
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
人
間
と
そ
れ
以
外
の
存
在
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
以
外
は

他
律
の
領
域
に
あ
る
。
自
律
と
は
、
自
分
に
法
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
自
由
、
自
分
が
抑
制

で
き
な
い
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
自
由
、
で
あ
る
。
他
律
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
外
部
の
何
者
か
に
よ
っ

て
命
じ
ら
れ
る
法
則
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
外
部
と
は
、
例
え
ば
、
因
果
関
係
が
支
配
す
る
物
質
世
界
や
、
自
然
科
学
の
領
域
の
こ
と
で
あ

る
（K

ant, pp. 236-237

）。

　

人
間
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
、
本
人
以
外
の
存
在
の
道
具
で
は
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
教
説
は
、
以
下
の
見
解
に
由
来
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
ル
ー
ル
の
究
極
的
な
作
者
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ル
ー
ル
に
自
由
に
従
う
の
で
あ
る
。
人
間
に
、
自
ら
の
合
理
的
性

質
に
由
来
し
な
い
も
の
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
、
人
間
の
価
値
を
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
を
、
子
ど
も
や
、
動
物
や
、
物
と
し

て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
か
ら
選
択
の
力
を
奪
う
こ
と
は
、
想
像
で
き
る
な
か
で
最
も
甚
だ
し
い
権
利
侵
害
で
あ
る
。
慈
悲
の
気
持
ち
で

そ
う
す
る
場
合
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
教
説
は
す
べ
て
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
反
対
し
て
い
る
（K

ant, p. 237

）。
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
起
源
と
し
て
の
カ
ン
ト

　

以
上
で
、
自
律
に
か
ん
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
を
概
観
し
た
。
結
局
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
の
学
説
の
中
心
に
は
以
下
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
は
理
性
を
備
え
て
い
る
か
ら
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
に
到
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
性
の
礎
の
上
に
は
、
調
和
的
な
合
意
、
平
和
、
民
主
政
、
正
義
、
人
権
お
よ
び
自
由
が
、
し
っ
か
り
と
設
置
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
（K

ant, p. 241

）。

　

さ
て
、
カ
ン
ト
に
は
、
以
上
と
は
異
な
る
別
の
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
受
け
た
ル
タ
ー
主
義
的
、
敬
虔
主
義
的
、
反
啓
蒙
主
義
的

な
教
育
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
の
側
面
と
は
、
独
立
、
内
向
性
、
自
己
決
定
を
強
調
す
る
側
面
の
こ
と
で
あ
る
（K

ant, p. 241

）。

　

敬
虔
主
義
は
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
原
型
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
ド
イ
ツ
の
地
で
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
が

分
裂
し
、
屈
辱
を
受
け
、
政
治
的
無
力
さ
に
あ
る
時
期
だ
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
三
百
も
の
小
君
主
に
支
配
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
君
主
は
能
力

を
も
た
ず
、
確
固
た
る
意
図
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
臣
民
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国

家
が
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
と
き
に
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
た
ち
が
と
っ
た
の
と
、
同
じ
よ
う
な
反
応
で
あ
っ
た
。

人
々
は
自
ら
の
内
な
る
生
へ
と
待
避
し
た
の
で
あ
る
。
支
配
者
は
私
た
ち
の
所
有
物
を
奪
お
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
自
ら
の
所
有
物

を
欲
し
が
ら
な
い
よ
う
に
自
ら
を
鍛
え
る
。
支
配
者
は
、
私
か
ら
、
家
や
家
族
や
自
由
を
奪
お
う
と
す
る
。
結
構
だ
。
私
は
そ
れ
ら
な
し
で

や
っ
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
支
配
者
は
私
に
何
も
で
き
な
い
。
私
は
自
分
の
魂
の
主
人
公
で
あ
る
。
私
の
内
な
る
生
に
は
誰
も
干
渉
で
き

な
い
（K

ant, p. 241

）。

　

以
上
の
断
固
た
る
孤
立
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
自
身
は
穏
健
な
形
で
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
後
継
者
た
ち
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
挑

戦
的
な
態
度
と
な
り
、
人
間
の
内
な
る
王
国
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
人
々
に
対
す
る
抵
抗
へ
と
変
容
し
た
。
人
は
、
内
な
る
王
国
の
神
聖
な

価
値
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
の
た
め
に
苦
し
ん
だ
り
死
ん
だ
り
す
る
覚
悟
が
で
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
ロ
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マ
ン
主
義
の
核
心
に
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
よ
り
も
大
事
な
の
は
、
人
は
自
分
の
内
な
る
見
解
に
誠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
成
功
や
権
力
や
平
和
や
生
存
の
た
め
に
、
そ
の
見
解
を
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
い
な
る
価

値
の
転
換
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
伝
統
的
な
英
雄
は
、
成
功
し
た
人
物
で
あ
り
、
正
解
を
知
っ
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

（
価
値
の
転
換
後
の
）
新
し
い
英
雄
は
、
自
分
の
信
念
の
た
め
に
命
を
犠
牲
に
す
る
用
意
が
あ
る
人
物
と
な
っ
た
（K

ant, p. 242

）。

　

た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
完
全
に
啓
蒙
主
義
的
な
合
理
主
義
が
、
以
上
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
立
場
に
至
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
段
階
を
経
る
必

要
が
あ
る
。
ま
ず
は
第
一
の
段
階
に
つ
い
て
。
人
間
が
特
定
の
価
値
の
た
め
に
生
き
る
の
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が

自
分
自
身
の
価
値
で
あ
り
、
自
分
の
内
な
る
性
質
を
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
今
や
、
自
分
自
身
が
価
値
を
創
造
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
価
値
を
発
見
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
由
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
私
の
価

値
で
あ
る
の
は
、
私
が
﹁
私
﹂
だ
か
ら
で
あ
り
、
私
が
そ
れ
を
自
由
に
選
ん
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
（K

ant, pp. 242-243

）。

　

以
上
の
考
え
は
、
カ
ン
ト
の
忠
実
で
は
な
い
弟
子
で
あ
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
普
遍
性
や
理
性

に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
真
の
父
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
私
は
、
何
か
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
私
が
そ
れ
を
意
志
す
る
か
ら
、
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
食
べ
物
が
あ
る
か
ら
空
腹
な
の
で

は
な
い
。
私
が
空
腹
だ
か
ら
そ
れ
は
食
べ
物
な
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
の
こ
う
し
た
方
向
性
を
、
カ
ン
ト
は
恐
れ
た
。
し
か
し
、
そ

の
カ
ン
ト
こ
そ
が
、
自
律
の
価
値
を
強
調
し
た
り
、
道
徳
的
行
為
の
自
分
自
身
に
よ
る
決
定
を
強
調
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ

テ
の
実
存
主
義
的
な
立
場
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
（K

ant, p. 243
）。

　

次
に
、
第
二
の
段
階
（
カ
ン
ト
の
啓
蒙
的
合
理
主
義
が
ロ
マ
ン
主
義
的
な
立
場
に
至
る
第
二
の
段
階
）
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
最
も
重
要
な

こ
と
は
、
選
択
者
︱
す
な
わ
ち
選
択
す
る
自
我
︱
と
い
う
新
し
い
考
え
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
選
択

者
と
は
個
人
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
は
、
選
択
者
と
は
、
時
間
や
経
験
を
超
越
す
る
活
動
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
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わ
ち
、
選
択
者
は
、
世
界
精
神
と
同
一
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
の
考
え
に
は
さ
ら
に
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ

る
（K

ant, p. 243

）。

　

フ
ィ
ヒ
テ
は
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
真
の
自
我
は
個
人
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、集
団
で
あ
り
、民
族
（the nation

）
で
あ
る
。
彼
は
民
族
を
政
治
国
家
（the political State

）
と
同
一
視
し
た
。
個
人
は
国
家
（the 

State

）
の
要
素
で
あ
り
、
そ
の
一
部
と
な
る
。
個
人
は
組
織
や
全
体
と
同
一
化
す
る
。
こ
れ
は
、
古
来
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
イ

ス
ラ
エ
ル
の
家
の
、
互
い
が
互
い
の
一
部
だ
と
い
う
考
え
の
、
世
俗
版
で
あ
る
。
こ
う
し
た
集
合
的
自
我
は
、
個
人
の
生
活
形
態
を
決
定
し
、

す
べ
て
の
構
成
員
に
意
味
と
目
的
を
与
え
る
。
そ
れ
は
価
値
や
制
度
を
作
り
、
そ
の
権
威
は
そ
の
上
位
者
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

フ
ィ
ヒ
テ
、
ゲ
レ
ス
、
ミ
ュ
ラ
ー
、
ア
ー
ン
ト
（A

rndt

）
は
、
ド
イ
ツ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
父
で
あ
る
。
諸
国

民
（peoples

）
は
、
抑
圧
さ
れ
て
、
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
の
よ
う
に
跳
ね
返
り
、
攻
撃
的
な
プ
ラ
イ
ド
と
自
意
識
を
生
み
出
す
。
こ
う
し
た

プ
ラ
イ
ド
や
自
意
識
は
、
最
終
的
に
は
、
燃
え
る
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
狂
信
的
愛
国
主
義
と
化
し
て
し
ま
う
（K

ant, p. 244

）。

　

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
、
以
上
の
考
え
を
、
彼
の
合
理
的
で
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
哲
学
の
出
来
損
な
い
の
副
産
物
と
し
て
、
拒
絶
す
る
。

し
か
し
、
以
上
の
考
え
の
種
子
は
カ
ン
ト
に
あ
る
。
そ
の
種
子
は
、
彼
の
政
治
的
著
作
に
で
は
な
く
、
彼
の
よ
り
重
要
な
倫
理
学
的
著
作
に

あ
る
。
彼
の
倫
理
学
的
著
作
は
、
そ
の
断
固
た
る
道
徳
的
要
請
に
よ
っ
て
、
人
間
の
思
想
に
最
も
深
い
影
響
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン

ト
の
合
理
的
な
自
我
の
観
念
は
、（
お
そ
ら
く
フ
ィ
ヒ
テ
や
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
の
考
え
を
通
じ
て
、）
よ
り
広
範
で
非
個
人
的
な
観
念
に
転

換
さ
れ
、
大
い
な
る
存
在
と
同
一
化
さ
れ
、
す
べ
て
の
思
考
と
行
為
の
究
極
的
権
威
へ
と
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
（K

ant, pp. 244-245

）。

　

さ
て
、
政
治
の
領
域
に
お
い
て
は
、
民
族
（the nation

）
こ
そ
が
、
社
会
生
活
の
真
の
源
泉
で
あ
り
、
社
会
生
活
の
完
全
な
実
現
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
独
立
し
、
社
会
的
に
発
展
し
、
文
化
的
に
先
進
的
な
社
会
で
は
、
民
族
の
感
覚
は
穏
健
な
も
の
と
な
っ
た
（
例

え
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
お
い
て
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
経
済
的
に
苦
し
く
、
外
国
に
支
配
さ
れ
た
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よ
う
な
社
会
で
は
ど
う
か
。
そ
こ
で
は
、
民
族
の
感
覚
は
、
狂
信
的
で
暴
力
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
病
理
的
な
怒
り

の
形
態
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
誰
か
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
傷
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
は
、
個
人
の
道
徳
的
自
律
の
観
念
を
、
民
族

の
道
徳
的
自
律
（the m

oral autonom
y of the nation

）
の
観
念
へ
と
転
換
さ
せ
た
。
個
人
の
意
志
は
民
族
の
意
志
（the national 

w
ill

）
と
な
り
、
個
人
は
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
と
同
一
化
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
活
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
自

由
な
自
我
と
い
う
教
説
は
、
共
同
的
な
意
志
の
観
念
と
な
っ
た
。
そ
の
中
心
に
は
民
族
（the nation

）
な
い
し
国
民
国
家
（the nation 

State

）
の
利
益
お
よ
び
目
的
と
い
う
観
念
が
存
す
る
の
で
あ
る
（K

ant, pp. 246-247

）。

　

バ
ー
リ
ン
は
、
以
上
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
思
想
お
よ
び
理
論
で
あ
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
思
想
史
に
お
い
て
は
、
単
一
の
物

事
が
何
か
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
産
業
革
命
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
宗
教
改
革
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
の
分
裂
、
十
六
世
紀

後
半
か
ら
十
七
世
紀
の
屈
辱
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
反
発
︱
︱
こ
れ
ら
す
べ
て
が
以
上
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る（K

ant, 

p. 247

）。

　

し
か
し
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
思
想
が
果
た
す
役
割
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
抑
圧
さ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
あ
い
だ
で
民
族
意
識

（national consciousness

）
が
目
覚
め
て
い
く
な
か
で
、
カ
ン
ト
の
倫
理
理
論
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
や
ル
ソ
ー
の
爆
発
し
や
す
い
教
説
と
混
じ

り
合
い
、
恐
ろ
し
い
爆
発
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
の
考
え
は
、
今
日
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
病
的
な
発

展
と
は
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
誰
で
あ
れ
、
現
代
の
民
族
的
（national

）
な
自
己
愛
の
勃
興
︱
︱
自
分
が
帰

属
す
る
国
民
（people

）
を
熱
愛
し
、
他
の
国
民
に
対
し
て
優
越
感
を
抱
き
、
自
分
た
ち
は
他
の
国
民
を
支
配
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
る

︱
︱
を
、
予
想
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
思
想
は
、
そ
れ
が
主
張
す
る
こ
と
の
反
対
物
へ
と
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
平
和
の
言
葉

は
戦
争
の
武
器
へ
、
理
性
へ
の
訴
え
は
制
限
な
き
物
理
的
力
の
称
賛
へ
と
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
（K

ant, pp. 247-248

）。
バ
ー
リ
ン
は
こ

の
こ
と
を
、
教
授
就
任
講
演
に
お
い
て
﹁
思
想
の
力
（the pow

er of ideas

）﹂
と
呼
ん
で
い
る）
₂₉
（

。
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
承
認
の
探
求

１　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
承
認
の
探
求

　

本
稿
の
第
二
章
で
は
、
カ
ン
ト
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
創
始
者
で
あ
る
、
と
い
う
バ
ー
リ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

本
章
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
言
う
、
承
認
の
欲
求
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー

ル
に
か
ん
す
る
バ
ー
リ
ン
の
講
演
﹁
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
民
族
性
の
意
識）
₃₀
（

﹂（
一
九
六
一
年
）
に
注
目
す
る
。
バ
ー
リ
ン
は

こ
の
講
演
で
、
承
認
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
と
、
そ
の
た
め
に
は
強
さ
（strength

）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

＊ 

以
下
で
は
、
バ
ー
リ
ン
の
﹁
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
民
族
性
の
意
識
（R

abindranath T
agore and the C

onsciousness of N
ationality

）﹂
をT

agore

と
略
記
し
、
参
照
す
る
際
に
本
文
中
に
頁
数
と
共
に
記
す
。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
を
理
解
す
る
の
が
重
要
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
し
ば
し
ば
、
人
間
の
尊
厳
の
傷

つ
け
ら
れ
た
感
覚
、
憤
怒
の
感
覚
お
よ
び
、
承
認
の
欲
求
（the desire for recognition

）
に
、
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
欲
求
は
ま
さ
に
、

人
間
の
歴
史
を
動
か
す
最
大
の
力
の
一
つ
で
あ
る
。
承
認
の
渇
望
は
、
今
日
で
は
以
前
よ
り
も
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
（T

agore, p. 

252

）。

　

さ
て
、
人
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
い
、
平
等
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
現
代
の
社
会
的
お
よ
び
国
家
的
な
革
命
の

基
礎
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
要
求
は
、
承
認
の
懇
願
（the cry for recognition

）
の
現
代
的
形
態
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は

暴
力
的
で
危
険
だ
が
、
価
値
が
あ
り
正
し
い
（just

）。
承
認
は
、
個
人
に
よ
っ
て
、
集
団
に
よ
っ
て
、
階
級
に
よ
っ
て
、
民
族
（nations

）
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に
よ
っ
て
、
国
家
（States

）
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
を
傷
つ
け
て
屈
辱
を
加
え
る
人
々
に
対
す
る
共
通
感
情
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
多
く
の

人
々
に
よ
っ
て
、
要
請
さ
れ
て
い
る
。
過
去
二
百
年
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
こ
れ
ら
の
感
情
が
入
り
交
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
、
共
通
の
感
覚
︱
︱
同
じ
民
族
で
あ
る
こ
と
（com

m
on nationhood

）
や
、
同
じ
人
種
で
あ
る
こ
と
や
、
同
じ
文
化
を
有
し

て
い
る
と
い
う
感
覚
︱
︱
に
加
え
ら
れ
た
傷
の
、
直
接
的
な
産
物
な
の
で
あ
る
（T

agore, p. 256

）。

　

最
も
重
要
な
こ
と
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
二
つ
の
等
し
く
攻
撃
的
な
形
態
の
う
ち
の
一
つ
を
と
る
。
第
一
は
、
優
越
す
る
文
化
な
い

し
民
族
（nation

）
か
ら
屈
辱
を
受
け
る
が
、
そ
れ
ら
の
文
化
や
民
族
か
ら
学
び
、
追
い
つ
い
て
、
認
め
て
も
ら
う
お
う
と
す
る
形
態
で
あ

る
。
第
二
は
、
憤
慨
す
る
孤
立
主
義
を
と
る
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
徳
を
追
求
し
、
そ
れ
が
、
敵
対
者
た
ち
の
徳
よ
り
も

優
れ
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
な
形
態
で
あ
る
。
後
者
の
形
態
は
、
個
人
な
い
し
民
族
（nations

）
に
よ
っ
て
、
傷
つ
い
た
誇
り
を
治
癒
す

る
た
め
に
採
用
さ
れ
る
。
自
分
た
ち
の
過
去
や
伝
統
は
、
外
国
の
そ
れ
よ
り
も
優
秀
で
豊
か
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
外
国
人
に
追
従
す
る

の
は
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
自
分
た
ち
自
身
の
過
去
に
背
く
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
精
神
的
・
物
質
的
な
健
全
さ
を

取
り
戻
す
た
め
に
、
古
代
の
泉
に
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
か
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
強
大
に
し
、
称
賛
に
値
す
る
も
の
に
し
、
羨

望
の
的
に
し
た
泉
の
こ
と
で
あ
る
（T

agore, p. 256
）。

　

バ
ー
リ
ン
は
こ
こ
で
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
目
を
向
け
る
。
同
国
で
は
十
九
世
紀
に
、
西
欧
派
と
ス
ラ
ヴ
派
の
あ
い
だ
で
論
争
が
あ
っ
た
。
前

者
（
西
欧
派
）
は
、
科
学
、
世
俗
主
義
、
理
性
の
進
行
、
啓
蒙
主
義
、
自
由
を
称
賛
し
た
。
そ
れ
ら
は
文
明
の
産
物
で
あ
り
、
文
明
が
最
も

豊
か
に
花
開
い
た
の
は
西
欧
（the W

est

）
で
あ
っ
た
。
後
者
（
ス
ラ
ヴ
派
）
は
西
欧
を
、
非
人
間
的
で
、
無
味
乾
燥
で
、
偏
狭
で
、
法
律

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
（
リ
ー
ガ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
）
で
、
俗
物
根
性
的
だ
と
し
た
。
た
だ
し
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
西
欧
派
と
ス
ラ
ヴ
派
は
同

じ
コ
イ
ン
の
裏
表
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
、
西
欧
に
対
し
て
自
ら
の
承
認
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（T

agore, 

pp. 256-257

）。
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同
様
の
考
え
や
感
情
は
、
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
も
生
じ
た
。
作
家
や
思
想
家
た
ち
は
、
同
胞
の
市
民
た
ち
を
感
化

し
、大
い
な
る
集
合
的
全
体
と
し
て
の
民
族（the nation

）と
い
う
観
念
を
作
り
上
げ
た
。
彼
ら
は
、科
学
的
な
分
析
や
、計
算（calculation

）

や
、﹁
デ
カ
ル
ト
主
義
的
﹂
な
合
理
主
義
お
よ
び
個
人
主
義
や
、﹁
計
算
ず
く
の
民
主
主
義
（arithm

etical dem
ocracy

）﹂
や
、
没
落
し

つ
つ
あ
る
西
欧
（
ド
イ
ツ
を
十
七
世
紀
に
押
し
つ
ぶ
し
て
、
十
八
世
紀
に
は
屈
辱
を
加
え
た
フ
ラ
ン
ス
）
を
退
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に

代
え
て
、
直
観
的
で
﹁
統
合
的
（synthetic

）﹂
な
洞
察
お
よ
び
詩
的
な
感
受
性
を
重
ん
じ
た
。
独
立
し
、
誇
り
高
く
、
繁
栄
し
た
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
に
お
い
て
す
ら
、
こ
の
雰
囲
気
が
強
ま
り
、
バ
ー
ク
や
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
伝
統
の
理
想
化
お
よ
び
、
合
理
主
義
の
軽
視
が
も

た
ら
さ
れ
た
。
産
業
革
命
以
前
の
素
晴
ら
し
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
古
来
の
宗
教
へ
と
回
帰
し
よ
う
。
こ
う
し
た
雰
囲
気
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
承
認
の
欲
求
の
一
形
態
で
あ
る
。
も
し
も
他
国
に
承
認
し
て
も
ら
え
な
い
と
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の

親
類
縁
者
に
よ
っ
て
承
認
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
こ
れ
は
常
に
、
酸
っ
ぱ
い
ブ
ド
ウ
の
一
形
態
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
必
要
と
し
な

い
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
軽
蔑
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
破
滅
に
向
か
う
﹁
腐
っ
た
西
欧
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
（T

agore, pp. 

257-258

）。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
何
か
が
、
外
国
か
ら
の
支
配
を
脱
し
た
新
し
い
諸
民
族
（nations

）
の
態
度
に
も

見
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
植
民
地
で
あ
っ
た
地
域
の
人
々
は
、
外
国
人
に
よ
る
最
も
開
明
的
な
支
配
よ
り
も
、
身
内
に
よ
る
抑
圧
的
な
統
治
の

方
が
ま
し
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
（T

agore, p. 258

）。

　

し
か
し
、
自
己
統
治
の
欲
求
や
、
承
認
の
欲
求
や
、
社
会
的
・
道
徳
的
な
平
等
の
欲
求
は
、
政
治
的
独
立
を
獲
得
す
る
だ
け
で
は
満
た
さ

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
国
の
文
化
が
自
分
た
ち
自
身
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
侵
害
し
た
り
、
わ
れ
わ
れ
を
奴

隷
化
し
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
一
度
そ
れ
を
知
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
を
、
無
傷
で
完
全
に
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
外
国
の
記
憶
を
す
べ
て
追
放
し
よ
う
と
す
る
と
、
不
寛
容
や
、
外
国
人
嫌
い
な
ど
が
助
長
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
結
局
、
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外
国
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
し
い
統
治
者
は
、
以
下
の
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
支
配
者
か
ら
の
自
由
を
確
立

し
よ
う
と
試
み
つ
つ
、
か
つ
て
の
支
配
者
が
教
え
て
く
れ
た
教
訓
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
（T

agore, 

pp. 258-259
）。

２　

タ
ゴ
ー
ル
が
直
面
し
た
問
題

　

バ
ー
リ
ン
は
こ
こ
で
タ
ゴ
ー
ル
に
戻
る
。
バ
ー
リ
ン
は
自
分
が
、
英
国
と
イ
ン
ド
の
関
係
に
詳
し
く
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
よ
っ
て
、
以

上
で
自
分
が
述
べ
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
に
と
っ
て
は
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
無
関
係
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
た
だ
、
自
分
が

タ
ゴ
ー
ル
の
著
作
（
と
く
に
イ
ン
ド
の
教
育
と
統
一
に
か
ん
す
る
も
の
）
を
読
ん
だ
限
り
で
は
、
彼
が
直
面
し
た
問
題
は
、
十
九
世
紀
の
ロ

シ
ア
や
ド
イ
ツ
の
批
評
家
や
改
革
者
を
悩
ま
せ
た
問
題
と
異
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
他
の
国
々
（
二
十
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ラ
テ

ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
）
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
国
々
は
す
べ
て
、
長
年
に
わ
た
る
外
国
か
ら
の
支
配
に
よ
っ
て
、

自
分
た
ち
が
両
義
的
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
の
物
真
似
を
す
る
と
、
自
分
た
ち
の
本
来

の
能
力
を
失
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
物
真
似
を
や
め
る
と
、
没
落
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
た

ち
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
お
よ
び
ラ
テ
ン
語
の
古
典
、
古
代
ロ
ー
マ
法
、
お
よ
び
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
た
ち
に
つ
い
て
忘
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
人
の
教
育
の
基
礎
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
経
験
も
示

唆
的
で
あ
る
。
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
は
臣
下
に
ト
ラ
ウ
マ
に
残
る
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
彼
は
ロ
シ
ア
の
壁
を
壊
し
、
ド
ア
や
窓
を
開
け
、
教

育
さ
れ
た
階
層
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
階
層
は
、
非
ロ
シ
ア
的
な
慣
習
や
態
度
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
外
国
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
を
話
し
、

一
般
の
人
々
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
。
一
般
の
大
衆
は
、
中
世
の
よ
う
な
貧
困
状
態
に
あ
り
、
無
知
で
、
粗
野
で
あ
っ
た
。
新
し
い
階
層

は
、
半
ば
外
国
人
の
よ
う
に
教
育
さ
れ
て
い
た
（T

agore, pp. 259-260

）。
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傷
は
と
て
も
深
い
。
そ
れ
を
ど
う
治
す
か
は
、
公
共
心
に
富
み
教
育
さ
れ
た
す
べ
て
の
ロ
シ
ア
人
を
、
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
悩
ま
せ
て
き

た
。
視
野
の
広
い
人
々
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
よ
る
文
化
的
侵
害
の
効
果
は
、
そ
れ
を
無
視
し
た
り
、
そ
れ
を
排
除
し
た
り
し
て
も
元

に
戻
せ
な
い
と
分
か
っ
て
い
た
。
時
計
の
針
は
戻
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
シ
ア
は
世
界
の
な
か
で
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
の
よ

う
な
万
里
の
長
城
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
勇
敢
な
反
動
主
義
者
の
な
か
に
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
主
張
す
る
者
が
い
た
。
す
な
わ
ち
、
世

俗
的
な
教
育
を
や
め
て
、
い
わ
ゆ
る
進
歩
を
や
め
て
、
ロ
シ
ア
を
今
あ
る
ま
ま
に
冷
凍
保
存
す
る
な
ら
ば
、
死
す
べ
き
運
命
に
あ
る
西
欧
の

病
原
菌
は
消
滅
す
る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
そ
の
病
原
菌
の
活
動
は
鈍
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
、
す
な
わ
ち
ス
ト
ア

派
の
聖
人
の
態
度
（
外
の
世
界
へ
の
通
路
を
塞
い
で
し
ま
う
）
は
、
成
功
し
な
い
。
古
代
の
文
化
は
現
代
人
を
生
か
し
続
け
る
の
に
は
不
十

分
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
い
も
の
の
上
に
、
新
し
い
も
の
を
接
ぎ
木
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
次
善
の
策
だ
が
、
外
国
に
由
来

す
る
も
の
を
す
べ
て
誤
り
だ
と
す
る
の
は
、
悲
惨
な
機
能
不
全
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
あ
る
民
族
（a nation

）
は
、
成
長
を
続
け
た
い

の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
を
珍
し
い
植
物
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
民
族
は
、
外
気
の
な
か
で
し
か
、
す
べ
て
に
共
通
す
る
公
的
世
界

で
し
か
、
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
は
、
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
や
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
の
み
を
食
べ
て
い
て
は
、
生
き
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
（T

agore, p. 260

）。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
タ
ゴ
ー
ル
を
読
む
と
、
イ
ン
ド
が
十
九
世
紀
末
に
直
面
し
て
い
た
問
題
も
、
以
上
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ

れ
か
ら
、
タ
ゴ
ー
ル
の
叡
智
が
示
さ
れ
る
の
は
困
難
な
中
道
を
選
ぶ
と
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
急
進
的
な
近
代
化
と
い
う
ス
キ
ュ
ラ
と
、

高
慢
で
陰
鬱
な
伝
統
主
義
と
い
う
カ
リ
ュ
ブ
デ
ィ
ス
の
い
ず
れ
に
も
偏
ら
な
い
と
い
う
道
で
あ
る
（
タ
ゴ
ー
ル
は
西
洋
寄
り
だ
と
言
う
者
も

あ
る
が
、
バ
ー
リ
ン
が
タ
ゴ
ー
ル
を
英
文
で
読
む
限
り
、
彼
は
中
心
に
位
置
し
て
い
る
）。
問
題
を
誇
張
し
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
問
題
に
屈

す
る
こ
と
も
な
く
、
し
か
も
両
側
（
左
派
と
右
派
、
西
洋
派
と
伝
統
派
）
か
ら
の
軽
蔑
や
脅
し
に
直
面
し
な
が
ら
、
真
理
を
探
す
こ
と
。
こ

れ
こ
そ
が
、
バ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
タ
ゴ
ー
ル
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
英
雄
的
行
為
な
の
で
あ
る
（T

agore, p. 260

）。
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そ
れ
で
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が
と
る
困
難
な
道
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。（
バ
ー
リ
ン
は
こ
こ
で
﹁
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
﹂
と
表
記
し
て
い
る
が
、

文
脈
的
に
そ
れ
は
﹁
英
国
（B

ritain

）﹂
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。）
一
方
に
は
英
国
が
あ
り
、
他
方
に
は
素
晴
ら
し
い
イ
ン
ド
の
過
去

が
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
、英
文
学
が
脅
威
で
も
あ
り
恩
恵
で
も
あ
る
こ
と
に
し
っ
か
り
と
気
づ
い
て
い
た
。﹁
教
育
の
転
換
﹂と
い
う
論
文
で
、

彼
は
言
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
を
忘
れ
、
自
ら
を
英
国
人
と
同
一
化
さ
せ
る
人
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
服
を
着
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
物
の

ビ
ー
玉
で
身
を
飾
っ
て
い
る
未
開
の
族
長
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
教
育
に
か
ん
す
る
小
冊
子
で
、
自
分
自
身
を
忘
れ
て
自
分

た
ち
の
生
活
と
か
け
離
れ
た
外
国
の
生
活
に
根
ざ
す
教
育
に
対
し
て
、
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
英
米
で
は
、
英
国
や
ア
メ
リ
カ
の
優

れ
た
作
家
の
文
学
で
教
育
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
英
米
の
優
れ
た
文
学
は
、
英
米
の
人
々
の
祖
先
の
生
活
形
態
に
つ
い
て
語
る
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
先
祖
の
生
活
形
態
に
つ
い
て
も
語
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
生
活
形
態
は
、

ロ
シ
ア
や
ボ
ヘ
ミ
ア
や
ギ
リ
シ
ア
の
町
や
村
の
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
集
落
の
、
シ
チ
リ
ア
や
シ
リ
ア
の
小
村
の
、
ア
フ
リ
カ
の
草
原
の
祖
先
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
形
態
と
は
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
こ
う
し
た
状
況
（
英
文
学
を
通
じ
て
の
英
国
人
と
の
同
一
化
）
が

起
こ
っ
た
ら
、
教
育
と
生
活
の
あ
い
だ
の
矛
盾
が
深
刻
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
ベ
ン
ガ
ル
語
の
復
活
が
必
要
と
な
る
。
ベ
ン
ガ
ル
語

は
、
彼
の
同
国
人
の
あ
い
だ
の
自
然
な
媒
介
物
な
の
で
あ
り
、
借
り
て
き
た
洋
服
（
そ
れ
が
い
か
に
素
晴
ら
し
く
て
心
地
良
か
っ
た
と
し
て

も
）
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
彼
は
以
下
も
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
英
国
へ
の
ド
ア
を
閉
じ
て
、
西
洋
の
病
を
治
し
、
過

去
に
帰
る
こ
と
は
、そ
し
て
西
洋
の
邪
悪
な
贈
り
物
（
産
業
化
お
よ
び
そ
れ
が
も
た
ら
す
自
然
の
ま
ま
の
人
間
的
価
値
の
劣
化
お
よ
び
破
壊
）

を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
望
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
（Tagore, p. 261
）。

　

タ
ゴ
ー
ル
は
、
イ
ン
ド
の
英
国
と
の
関
係
が
、
利
益
を
も
た
ら
す
け
れ
ど
も
陰
鬱
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
英
国
人
は
、
最

初
は
貿
易
者
と
し
て
、
次
に
主
人
と
し
て
や
っ
て
き
た
。
イ
ン
ド
人
に
真
摯
に
尽
く
し
た
英
国
人
も
い
た
け
れ
ど
も
、
主
人
と
使
用
人
と
い

う
関
係
は
両
者
の
性
格
を
ね
じ
曲
げ
た
。
両
者
と
も
他
方
を
、
人
間
（
平
等
者
）
と
し
て
承
認
す
る
の
が
容
易
で
な
い
と
分
か
っ
た
。
た
し
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か
に
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
だ
し
、
百
年
後
に
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
別
の
形
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
で
も
、
英
国
の
特
性
と
英
国
の
達
成
し
た
こ
と
を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
称
賛
し
た
。
彼
は
英

国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
、
情
念
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
判
断
し
た
。
彼
の
評
価
は
冷
静
で
、
厳
格
で
、
公
明
正
大
（just

）
で
あ
っ
た
。
英
国

が
も
た
ら
し
た
も
の
を
、
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
り
、
捨
て
て
し
ま
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
（T

agore, pp. 261-262

）。

　

た
だ
し
、
イ
ン
ド
人
は
、
英
国
人
の
経
験
を
伝
え
る
た
め
の
英
語
表
現
を
用
い
て
、
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
英
語
表
現
は
、
イ
ン
ド
人
を
束
縛
し
て
し
ま
う
し
、
イ
ン
ド
人
の
思
考
と
想
像
力
に
拘
束
衣
を
着
せ
て
、
不

自
然
な
方
向
へ
と
発
展
を
歪
め
て
し
ま
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
由
（
独
立
や
、
自
分
自
身
を
世
界
の
平
等
な
市
民
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
）

の
第
一
の
要
請
は
、
自
分
自
身
の
声
で
話
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
賢
い
や
り
か
た
よ

り
も
、
自
分
自
身
の
声
で
く
だ
ら
な
い
こ
と
を
話
し
た
方
が
よ
い
。
英
国
人
が
確
立
し
た
こ
と
は
、
優
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
英
語
は
、
大
い
な
る
世
界
に
通
じ
る
窓
で
あ
る
。
そ
の
窓
を
閉
じ
て
し
ま
う
の
は
、
イ
ン
ド
に
と

っ
て
は
罪
で
あ
る
。
し
か
し
、
窓
は
ド
ア
で
は
な
い
。
窓
か
ら
外
を
眺
め
る
だ
け
と
い
う
の
は
不
条
理
な
の
で
あ
る
（T

agore, p. 262

）。

３　

強
さ
を
得
る
必
要
性

　

で
は
、
他
者
（
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
は
英
国
人
）
に
依
存
し
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
強
さ

（strength

）
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
彼
は
タ
ゴ
ー
ル
を
引
用
す
る
。﹁
唯
一
の
真
の
天
の
賜
物
（gift

）
は
、
強
さ
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
は
無
意
味
で
あ
る
﹂。
タ
ゴ
ー
ル
は
、
す
べ
て
の
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
（
例
え
ば
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
や
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
）
と
同
じ
く
、

無
知
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
現
実
逃
避
が
、
真
理
の
感
情
的
言
い
逃
れ
に
よ
っ
て
、
冷
笑
主
義
や
残
忍
性
の
よ
う
な
破
滅
的
な
も
の
に
な
る
こ
と

を
、
把
握
し
て
い
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
、
子
ど
も
と
神
の
例
を
出
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
常
に
、
自
分
よ
り
強
い
獣
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
子
ど
も
は
神
に
聞
い
た
。﹁
神
様
、
な
ぜ
す
べ
て
の
生
物
が
私
を
食
べ
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
﹂。
神
は
答
え
る
。﹁
そ
れ
は
し
ょ

う
が
な
い
こ
と
だ
。
私
が
お
前
を
見
る
と
き
、
私
も
お
前
を
食
べ
た
く
な
る
﹂。
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
寓
話
か
ら
以
下
の
教
訓
を
引
き
出
し
て

い
る
。
人
は
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
く
な
け
れ
ば
平
等
も
、
正
義
も
な
い
。
諸
国
家
（all States

）
の
平
等
と
い
う
も
の
は
、
理

想
主
義
的
な
口
先
だ
け
の
お
説
教
で
あ
る
。
現
実
の
人
間
を
前
提
と
す
れ
ば
、
弱
者
へ
の
正
義
は
め
っ
た
に
獲
得
さ
れ
な
い
。
人
間
に
、
聖

人
し
か
獲
得
で
き
な
い
よ
う
な
徳
を
目
指
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
利
用
で
き
そ
う
な
仕
方
で
人
間
を
改
良
す
る
こ
と
を
目
指
さ
せ
る

し
か
な
い
の
で
あ
る
（T

agore, pp. 262-263

）。

　

以
上
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
タ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
と
、
人
間
は
承
認
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
が
、
強
く
な
け
れ
ば
承
認
を
得
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
人
は
、
協
定
や
組
織
に
よ
っ
て
強
さ
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
相
手
か
ら
の
見
返
り
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
な
お
、
強
さ
（strength

）
で
は
な
く
力
（pow

er

）
へ
と
向
か
う
道
も
あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を
拒
絶
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
的

な
善
悪
の
彼
岸
（am

oralism

）
や
暴
力
は
自
己
破
滅
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
暴
力
に
よ
っ
て
反
撃
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ガ
ン
デ
ィ
ー
お
よ
び
ト
ル
ス
ト
イ
に
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
彼
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
単
純
化
は
受
け
入
れ
な
い

し
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
政
治
的
で
非
世
俗
的
な
目
的
も
受
容
し
な
い
。
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
、
組
織
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術
を
習
得
す

る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
組
織
と
は
、
教
育
さ
れ
て
い
る
者
と
大
衆
の
あ
い
だ
に
橋
を
か
け
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
橋
が
架
け

ら
れ
な
け
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
主
義
、
寡
頭
政
治
、
抑
圧
が
、
さ
ら
に
は
大
衆
の
側
か
ら
の
承
認
を
求
め
る
叫
び
が
、
生
み
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
叫
び
は
、
社
会
構
造
の
破
壊
や
革
命
的
な
混
乱
の
前
触
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
避
け
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
正
し
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
い
な
る
犠
牲
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
強
さ
は
、
厳
格
か
つ
無
慈
悲
に
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

と
同
時
に
、
平
和
的
な
手
段
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（T

agore, p. 263
）。

　

さ
て
、
タ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
英
国
人
が
﹁
わ
れ
わ
れ
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
﹂
の
は
、
イ
ン
ド
人
が
貧
困
者
だ
か
ら
で
あ
る
。



（　
　
　
　

）

ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論

同
志
社
法
学　

六
九
巻
五
号�

八
九

一
六
六
七

イ
ン
ド
人
が
強
く
な
れ
ば
、
英
国
人
と
イ
ン
ド
人
は
兄
弟
と
な
る
。
イ
ン
ド
人
が
弱
い
あ
い
だ
は
、
脅
さ
れ
、
無
視
さ
れ
、
屈
辱
を
加
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
階
層
な
い
し
民
族
（a nation

）
の
社
会
的
自
意
識
の
目
覚
め
で
あ
る
。
結
局
、
自
分
を
尊
重
で
き
る
者
だ

け
が
、
他
者
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
自
ら
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
も
助
け
て
く
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
誰
か
が
助
け
て
く
れ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
で
は
な
い
。
英
国
人
は
、
自
分
た
ち
は
イ
ン
ド
に
正
義
を
も
た
ら
し
た
と
言

う
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
人
が
求
め
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
欲
し
て
い
る
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
人
間
性

（hum
anity

）
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、﹁
正
義
を
得
る
と
い
う
の
は
、
パ
ン
を
求
め
て
石
を
も
ら
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
珍
し
く
て
高
価
か
も
し
れ
な
い
が
、
空
腹
を
満
た
し
て
は
く
れ
な
い
﹂。
衣
食
が
足
り
る
ま
で
は
そ
れ
は
不
要
で
あ
る
。
国
際
主
義

は
高
貴
な
理
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
緊
張
関
係
に
耐
え
ら
れ
る
程
に
強
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る

（T
agore, pp. 263-264

）。

　

タ
ゴ
ー
ル
は
、
詩
人
が
捉
え
る
こ
と
の
難
し
い
は
ず
の
、
現
実
世
界
の
直
接
的
な
見
方
や
理
解
を
示
し
た
。
彼
は
、
底
の
浅
い
国
際
主
義

は
現
実
的
で
な
い
と
し
た
。
人
種
、
共
同
体
、
民
族
（nations

）
は
常
に
、
境
界
を
打
ち
破
り
、
自
分
た
ち
の
独
特
の
特
性
を
破
壊
し
、

相
互
の
闘
争
か
ら
抜
け
出
し
、
一
つ
の
大
い
な
る
普
遍
社
会
に
結
合
す
る
よ
う
促
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
究
極
的
な
理
想
と
し
て
は
申
し
分

な
い
。
こ
の
理
想
は
、
諸
国
民
（peoples

）
が
お
お
よ
そ
等
し
い
力
と
地
位
を
有
し
て
い
る
社
会
と
は
適
合
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際

に
は
、
多
く
の
不
平
等
が
存
在
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
引
き
裂
か
れ
、
弱
く
、
屈
辱
を
加
え
ら
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
は
、
ま
ず
は

集
結
し
、
強
く
な
り
、
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
次
に
、
自
分
た
ち
の
資
源
を
使
っ
て
、
自
分
た
ち
の
土
壌
に
お
い
て
、
自
分

た
ち
の
言
語
で
、
借
り
物
で
な
い
記
憶
に
よ
っ
て
、
外
国
の
文
化
や
経
済
に
全
面
的
に
は
依
存
せ
ず
に
、
相
当
程
度
に
成
長
し
た
り
発
展
し

た
り
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（T

agore, p. 264

）。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
以
上
こ
そ
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
永
遠
に
妥
当
す
る
側
面
で
あ
り
、
民
族
自
決
（self-determ

ination

）
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の
唯
一
の
真
な
る
論
拠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
は
民
族
の
結
び
つ
き
（the national links

）
が
な
け
れ
ば
、
全
人
類
の
大
い
な
る
結

び
つ
き
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
永
遠
に
妥
当
す
る
側
面
の
）
両
側
に
は
、
有
力
か
つ
注
目

さ
れ
る
二
つ
の
誤
謬
が
あ
る
。
一
方
で
は
、
飢
え
た
狼
が
い
て
、
誠
実
そ
う
な
国
際
主
義
者
の
服
を
身
に
ま
と
い
、
羊
に
向
か
っ
て
、
卑
劣

で
破
壊
的
な
狂
信
的
愛
国
主
義
の
害
悪
を
吹
き
込
ん
で
い
る
。
他
方
で
は
、
羊
が
、
病
的
な
切
望
を
口
に
し
て
い
る
。
自
分
は
狼
に
食
べ
ら

れ
て
、
無
駄
な
戦
い
は
や
め
て
、
大
い
な
る
統
一
体
に
統
合
さ
れ
た
方
が
よ
い
、
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、
過
去
や
、
人
間
的

な
主
張
は
失
っ
て
も
よ
い
の
だ
、
と
（T

agore, pp. 264-265

）。

　

タ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
両
者
の
あ
い
だ
の
狭
い
道
に
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
。
彼
は
、
困
難
な
真
理
に
つ
い
て
の
自
分
の
見
解
を
裏
切
る

こ
と
は
な
い
。
彼
は
、
過
去
へ
の
情
熱
的
な
過
度
の
称
賛
を
批
判
す
る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
称
賛
は
、
イ
ン
ド
を
、﹁
柱
に
縛
り
つ
け
ら
れ

た
生
贄
の
羊
の
よ
う
だ
っ
た
﹂
過
去
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
称
賛
を
な
す
人
々
を
批
判
す
る
。
タ
ゴ
ー
ル
に
言
わ

せ
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
過
去
を
過
度
に
称
賛
す
る
人
々
は
、
反
動
的
で
、
真
の
政
治
的
自
由
と
は
何
か
を
知
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
政
治
的

自
由
と
い
う
観
念
が
由
来
す
る
の
は
、
英
国
の
思
想
家
で
あ
り
、
英
国
の
書
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
は
英
国
人
か
ら
離
れ
る
べ
き
だ
が
、

英
国
人
が
指
針
と
し
て
い
る
真
理
か
ら
は
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
狭
い
道
を
進
ん
で
い
る
と
き
に
、
イ
ン
ド
は
身
内
か
ら
背
中

を
刺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︱
テ
ロ
リ
ス
ト
な
い
し
融
和
主
義
者
に
よ
っ
て
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
リ
ン
の
考
え
で
は
、
そ
れ
（
背
中

を
刺
す
こ
と
）
は
十
分
な
効
果
を
あ
げ
な
い
だ
ろ
う
。
イ
ン
ド
人
は
と
て
も
大
人
数
だ
し
、
国
土
は
広
大
で
あ
る
か
ら
、
平
和
的
な
圧
力
に

よ
っ
て
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
全
員
で
進
ん
で
い
け
ば
、
最
終
的
に
は
目
的
を
達
成
で
き
る
だ
ろ
う
（T

agore, p. 

265

）。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
誇
張
し
た
り
極
端
に
走
っ
た
り
す
る
の
は
た
や
す
い
。
お
そ
ら
く
、
誇
張
す
る
人
々
だ
け
が
、
そ
の
行
動
や
思
考

で
歴
史
に
お
い
て
記
憶
さ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
、
そ
れ
か
ら
福
音
書
の
著
作
者
た
ち
や
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
、
ホ
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ッ
ブ
ズ
、
ル
ソ
ー
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
は
皆
、
誇
張
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
国
（a country

）
に
つ
い
て
、
巨
大
で
革
命

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
有
す
る
べ
き
だ
と
か
、
す
べ
て
を
単
一
の
目
的
に
服
さ
せ
る
べ
き
だ
と
感
情
的
に
唱
え
る
の
は
た
や
す
い
。
過
去
に

帰
れ
、
外
国
の
邪
悪
さ
か
ら
逃
避
し
、
自
分
た
ち
だ
け
の
資
源
で
生
き
よ
、
誇
り
を
も
ち
、
独
立
し
、
外
国
に
関
心
を
も
つ
な
と
言
う
の
は
、

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
は
そ
う
し
た
声
を
聞
い
て
き
た
。
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
に
賛
辞
を
送
り
、
そ
し
て
、
そ
れ

に
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
（T

agore, pp. 265-266

）。

　

バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
タ
ゴ
ー
ル
は
、
長
い
実
り
豊
か
な
人
生
の
な
か
で
、
社
会
的
・
政
治
的
活
動
よ
り
も
、
美
し
い
も
の
や
真
な
る
も

の
を
実
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
こ
れ
は
、
自
己
規
律
や
、
例
外
的
な
忍
耐
強
さ
や
、
誠
実
さ
を
伴
う
。
社
会
の
問
題
や
、
文
化
の
問
題

や
、
と
く
に
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
書
く
と
き
、
彼
は
過
度
の
単
純
化
を
す
る
こ
と
な
く
複
雑
な
真
理
に
つ
い
て
書
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
哲

学
者
Ｃ
・
Ｉ
・
ル
イ
ス
は
言
っ
た
。
真
理
を
発
見
し
た
と
き
に
、
そ
れ
が
常
に
お
も
し
ろ
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
お
も
し
ろ
い
こ
と

よ
り
も
、
真
理
に
つ
い
て
語
る
方
が
は
る
か
に
大
事
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
ま
さ
に
、
真
理
だ
け
を
語
っ
た
の
で
あ
る
（T

agore, p. 

266

）。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
全
体
像
を
確
認
し
た
上
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
知
ら
れ
ざ
る
起
源
と
し
て
カ
ン

ト
を
位
置
づ
け
る
バ
ー
リ
ン
の
議
論
と
、
承
認
の
欲
求
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
彼
の
理
解
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
最
後
に
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
て
お
こ
う
。

　

十
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世
紀
初
頭
の
思
想
家
た
ち
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
を
予
言
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
こ
の
問
い
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に
つ
い
て
、
バ
ー
リ
ン
は
二
つ
の
答
え
（
理
由
）
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
一
つ
に
は
お
そ
ら
く
、
啓
蒙
さ
れ
た
自
由
主
義
的
な

（
そ
し
て
社
会
主
義
的
な
）
歴
史
家
の
ウ
ィ
ッ
グ
的
解
釈
の
せ
い
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
一
方
に
は
暗
い
力
が
、
他
方
に
は
光

が
あ
る
。
後
者
（
光
）
は
、
人
間
の
差
異
で
は
な
く
、
人
間
が
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
を
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
リ
ン
に
言

わ
せ
れ
ば
、人
間
の
差
異
と
い
う
も
の
は
実
在
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
か
ら
発
生
す
る
民
族
的
感
情
（national sentim

ent

）
は
、光
と
闇
、

進
歩
と
反
動
の
両
側
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。
無
視
さ
れ
た
差
異
は
自
己
主
張
し
、
最
終
的
に
は
画
一
化
を
称
賛
す
る
人
々
を
押
し
の
け
て
興

隆
す
る
。
理
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
、
単
一
か
つ
科
学
的
に
組
織
さ
れ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
と
い
う
理
想
は
、
啓
蒙
主
義
の
綱
領
の
核
心
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
カ
ン
ト
は
、
非
合
理
性
を
批
判
し
た
け
れ
ど
も
、﹁
人
間
性
と
い
う
曲
が
っ
た
材
木
か
ら
は
ま
っ

す
ぐ
な
も
の
は
生
ま
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る）
₃₁
（

。

　

筆
者
の
理
解
で
は
、
バ
ー
リ
ン
は
お
そ
ら
く
以
上
を
認
識
す
る
が
ゆ
え
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
擁
護
し
た
は
ず
の
カ
ン
ト
が
、
知

ら
れ
ざ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
自
律
と
い
う
理
念
を
擁
護
し
た
が
、

自
律
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
人
間
（m

an

）
で
あ
り
、
選
択
を
な
す
自
我
は
個
人
で
あ
っ
た
（K

ant, pp. 236-237, 243

）。
し
か
し
、
彼

の
忠
実
で
な
い
弟
子
で
あ
る
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、
真
の
自
我
は
個
人
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
集
団
で
あ
り
、
民
族
（the 

nation

）
で
あ
る
。
彼
は
民
族
を
政
治
国
家
と
同
一
視
し
た
。
個
人
は
国
家
の
要
素
で
あ
り
、
そ
の
一
部
と
な
る
。
個
人
は
組
織
や
全
体
と

同
一
化
す
る
の
で
あ
る
（K

ant, pp. 243-244

）。
さ
て
、
経
済
的
に
苦
し
く
、
外
国
に
支
配
さ
れ
た
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
民
族
の

感
覚
は
、
狂
信
的
で
暴
力
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
病
理
的
な
怒
り
の
形
態
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
誰
か
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
傷
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
は
、
個
人
の
道
徳
的
自
律
の
観
念
を
、
民
族
の
道
徳
的
自
律
の
観
念
へ
と
転
換
さ
せ
た
。
個
人

の
意
志
は
民
族
の
意
志
と
な
り
、
個
人
は
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
と
同
一
化
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
活
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、

カ
ン
ト
の
自
由
な
自
我
と
い
う
教
説
は
、
共
同
的
な
意
志
の
観
念
と
な
っ
た
。
そ
の
中
心
に
は
民
族
な
い
し
国
民
国
家
の
利
益
お
よ
び
目
的
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と
い
う
観
念
が
存
す
る
の
で
あ
る
（K

ant, p. 247

）。

　

さ
て
、
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
十
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世
紀
初
頭
の
思
想
家
た
ち
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
を
予
言
で
き
な
か
っ
た

も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
思
想
家
た
ち
が
、
驚
く
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
も
想
像
力
に

富
み
、
最
も
急
進
的
な
思
想
家
で
あ
っ
て
も
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
生
を
予
想
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
は
あ
ま
り
に
遠
く
て
抽
象
的
だ
っ
た
の
で
あ
る）
₃₂
（

。

　

バ
ー
リ
ン
自
身
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
の
著
作
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
イ
ン
ド
に
お

け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
か
ん
す
る
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
承
認
の
欲
求
と
い
う
側
面
が
あ

る
。
こ
こ
で
言
う
承
認
と
は
、
人
間
と
し
て
取
り
扱
っ
て
も
ら
う
、
平
等
者
と
し
て
取
り
扱
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る

（T
agore, p. 256

）。
さ
て
、人
間
は
承
認
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
が
、強
く
な
け
れ
ば
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、人
間
は
、

協
定
や
組
織
に
よ
っ
て
強
さ
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（T

agore, p. 263

）。
な
お
、
そ
う
し
た
強
さ
を
獲
得
す
る
際
、
自
分
を
支
配
し
て

い
た
国
を
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
国
が
教
え
て
く
れ
た
教
訓
に
つ
い
て
は
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（T

agore, pp. 

258-259

）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
引
き
裂
か
れ
、
弱
く
、
屈
辱
を
加
え
ら
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
は
、
ま
ず
は
集
結
し
、
強
く
な
り
、

解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
次
に
、
自
分
た
ち
の
資
源
を
使
っ
て
、
自
分
た
ち
の
土
壌
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
の
言
語
で
、
借
り

物
で
な
い
記
憶
に
よ
っ
て
、
外
国
の
文
化
や
経
済
に
全
面
的
に
は
依
存
せ
ず
に
、
相
当
程
度
に
成
長
し
た
り
発
展
し
た
り
す
る
機
会
を
与
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（T

agore, p. 264

）。

　

以
上
で
、
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
、
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
。
な
お
、
バ
ー

リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
内
外
で
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る）
₃₃
（

。
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
彼
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
つ
い
て
の
筆
者
な
り
の
見
解
を
提
示
す
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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（
1
）　Isaiah B

erlin, ‘Tw
o C

oncepts of L
iberty’, in Isaiah B

erlin, L
iberty, edited by H

enry H
ardy 

（O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 2002

）. 

生
松
敬
三
訳﹁
二

つ
の
自
由
概
念
﹂
小
川
晃
一
・
小
池
銈
・
福
田
歓
一
・
生
松
敬
三
共
訳
﹃
自
由
論
﹄（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
年
）。

（
2
）　

Isaiah
 B

erlin
, F

reed
om

 a
n

d
 Its B

etra
y

a
l: S

ix
 E

n
em

ies of H
u

m
a

n
 L

iberty
, ed

ited
 by H

en
ry H

ard
y 

（P
rin

ceton
 an

d
 O

xford
: P

rin
ceton 

U
niversity P

ress, 2002

）, p. 54.

（
3
）　Ibid., p. 57. 

（
4
）　

バ
ー
リ
ン
の
論
文
で
頻
出
す
る‘nation’

と
い
う
用
語
で
あ
る
が
、
訳
語
を
統
一
す
る
、
文
脈
に
よ
っ
て
訳
し
分
け
る
、
あ
る
い
は
﹁
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
訳
出
す
る
、
と
い

う
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
訳
語
と
し
て
は
、
民
族
、
国
民
、
国
家
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
訳
語
を
統
一
す
る
と
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伝

わ
ら
な
く
な
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
も
、﹁
民
族
﹂
と
い
う
訳
語
を
用
い
て
い
る
。‘people’

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
、
国
民
、
民
族
、
人
民
な
ど
の
訳
語
が
あ
る
が
、
本
稿

で
は
﹁
国
民
﹂
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（
5
）　Ibid., pp. 66-67.

（
6
）　Isaiah B

erlin, ‘R
abindranath T

agore and the C
onsciousness of N

ationality’, in Isaiah B
erlin, T

h
e S

en
se of R

ea
lity: S

tu
d

ies in
 Id

ea
s a

n
d

 T
h

eir 

H
istory, edited by H

enry H
ardy （L

ondon: P
im

lico, 1997

）, pp. 259-266.

（
7
）　Isaiah B

erlin and N
athan G

ardels, ‘Tw
o C

oncepts of N
ationalism

: A
n Interview

 w
ith Isaiah B

erlin’, in T
h

e N
ew

 York R
eview

 of B
ooks, vol. 38, no. 

19 （1991

）. 

斎
藤
純
一
訳
﹁
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
二
つ
の
概
念
﹂
み
す
ず
三
七
六
号
（
一
九
九
二
年
七
月
号
）。

（
8
）　Ibid., p. 19. 

邦
訳
、
一
二
頁
。

（
9
）　Ibid. 

邦
訳
、
一
四
頁
。

（
10
）　Ibid. 

邦
訳
、
一
三
頁
。

（
11
）　Ibid. 

邦
訳
、
一
三
︱
一
四
頁
。

（
12
）　Ibid. 

邦
訳
、
一
四
頁
。

（
13
）　Ibid., pp. 21-22. 

邦
訳
、
二
一
頁
。

（
14
）　Ibid., p. 22. 

邦
訳
、
二
二
頁
。

（
15
）　Ibid. 

邦
訳
、
二
二
︱
二
三
頁
。

（
16
）　

Isaiah B
erlin, ‘The B

ent Tw
ig: O

n the R
ise of N

ationalism
’, in Isaiah B

erlin, T
h

e C
rooked

 T
im

ber of H
u

m
a

n
ity: C

h
a

p
ters in

 th
e H

istory of 
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Id
ea

s, second edition, edited by H
enry H

ardy （P
rinceton and O

xford: P
rinceton U

niversity P
ress, 2013

）. 

福
田
歓
一
訳
﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
︱
︱
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
に
つ
い
て
﹂、
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
著
、
福
田
歓
一
・
河
合
秀
和
・
田
中
治
男
・
松
本
礼
二
訳
﹃
理
想
の
追
求
（
バ
ー
リ
ン
選
集
４
）﹄（
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
）。
な
お
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
に
よ
る
と
、
バ
ー
リ
ン
は
﹁
曲
げ
ら
れ
た
小
枝
﹂
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
詩
人
シ
ラ
ー
だ
と
し
て
い
る
。
た

し
か
に
、
シ
ラ
ー
の
議
論
は
こ
の
表
現
と
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
れ
は
バ
ー
リ
ン
の
記
憶
違
い
で
あ
る
。
こ
の
表
現
を
用
い
た
の
は
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
者
プ
レ

ハ
ー
ノ
フ
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
の
思
想
史
家
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
チ
ェ
ル
ニ
ス
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
ル
ニ
ス
は
バ
ー
リ
ン
が
論
文
で
引
用
し
た
こ
と

の
あ
る
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
著
書
か
ら
、
こ
の
表
現
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
そ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
さ
れ
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た
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rinceton and O

xford: P
rinceton U

niversity P
ress, 2013

）, ch. 4. （
原
書
初
版
の
邦
訳
と
し
て
、
河
合
秀
和
訳
﹃
バ
ー
リ
ン
の
政
治

哲
学
入
門
﹄
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
が
あ
る
。）; A

vishai M
argalit, ‘T

he C
rooked T

im
ber of N

ationalism
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日
本
で
は
以
下
が
あ
る
。
富
沢
克
﹁﹃
ナ
シ
ョ
ナ
ル
問
題
﹄
再
考
︱
﹃
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄
の
理
論
的
基
礎
に
関

す
る
考
察
﹂
同
志
社
法
学
六
三
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）、
富
沢
克
﹁﹃
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹄
の
問
題
圏
︱
﹃
ル
ソ
ー
問
題
﹄
の
視
角
か
ら
﹂
富
沢
克
編
著
﹃﹁
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
再
検
討
︱
国
際
比
較
の
視
点
か
ら
見
た
新
し
い
秩
序
像
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
森
達
也
﹁
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
が

語
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
オ
ニ
ズ
ム
︱
︱
Ｊ
・
Ｇ
・
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ス
ま
で
﹂
政
治
哲
学
一
三
号
（
二
〇
一
二
年
）、
上
森
亮
﹃
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン

︱
︱
多
元
主
義
の
政
治
哲
学
﹄（
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
）
第
九
章
。
バ
ー
リ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
（
と
く
に
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
か
ん
す
る
議
論
）
に
対
し
て
は
批
判
的
な

論
考
も
あ
る
。E

dw
ard Said, ‘Isaiah B

erlin: A
n A

fterthought’, in E
dw

ard Said, T
h

e E
n

d
 of th

e P
ea

ce P
rocess: O

slo a
n

d
 A

fter （N
ew

 York: P
antheon 

B
ooks, 2000

）, pp. 219-222. 

早
尾
貴
紀
﹃
ユ
ダ
ヤ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
あ
い
だ
︱
︱
民
族
／
国
家
の
ア
ポ
リ
ア
﹄（
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
）
第
七
章
。




