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論
　
　

説
（
査
読
論
文
）

ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
の
源
流
と
現
代
性

―

シ
ュ
モ
ラ
ー
と
コ
ー
エ
ン
の
社
会
政
策
思
想
を
中
心
と
し
て―

山
　

口
　
　
　

宏

序
言

　

福
祉
国
家
の
危
機
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
叫
ば
れ
て
き
た
が
、
不
安
定
で
周

縁
的
な
労
働
者
が
増
大
す
る
現
在
、
共
同
性
が
よ
り
大
き
く
掘
り
崩
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
競
争
を
生
き
延
び
る
た
め
に
安
価
な
労

働
力
利
用
を
広
げ
て
き
た
資
本
の
も
と
、
も
ち
ろ
ん
単
純
な
類
比
は
で
き
な
い

が
、
福
祉
国
家
が
発
展
す
る
以
前
の
、
よ
り
む
き
だ
し
の
競
争
性
を
示
し
て
い

た
資
本
主
義
が
、
時
代
錯
誤
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
て
現
前
し
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
な
か
、
労
働
者
の
搾
取
に
対
す
る
一
九
世
紀
社
会
主
義

思
想
の
批
判
的
視
座
も
ま
た
同
時
代
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
て
く
る
。

　

周
縁
化
さ
れ
る
労
働
者
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
は
、
社
会
運
動
に
向
け
た
連
帯
の

可
能
性
が
理
論
的
に
も
模
索
さ
れ
、
ま
た
派
遣
や
日
雇
い
労
働
者
た
ち
の
組
合

運
動
な
ど
も
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
た
だ
多
面
的
な
連
帯
に
よ
る
革
命
運
動
を

構
想
す
る
こ
と
も
重
要
だ
と
し
て
も
、
福
祉
国
家
に
よ
る
社
会
政
策
の
拡
大
も

ま
た
生
を
支
え
る
う
え
で
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
福
祉
国
家
が
管
理
国
家
の

面
を
も
つ
と
し
て
も
、
国
家
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
理
念
的
に
要
請
す
る
た
め

の
思
想
も
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
現
在
、
そ
う
し
た
労
働
問
題
が
先
鋭
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
福
祉
政

策
を
と
ら
え
る
際
に
は
、
普
遍
的
に
生
を
支
え
る
思
想
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
雇
用
・
労
働
形
態
が
正
規
・
非
正
規
な
ど
で
分
断
化
さ
れ
る

な
か
、
最
低
賃
金
や
保
険
の
問
題
も
危
急
の
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
み
な
ら
ず
障
害
者
や
ア
ン
ダ
ー
ク
ラ
ス
な
ど
含
め
て
す
べ
て
、
人
格
価
値

と
し
て
支
え
ら
れ
る
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
も
本
稿
の

基
底
に
流
れ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
福
祉
国
家
の
源
流
に
目
を
向
け
れ
ば
、
具
体
政
策
的
な
面
で
は
ビ
ス

マ
ル
ク
に
よ
る
制
度
化
が
大
き
い
が
、
思
想
的
な
面
で
は
、
い
わ
ゆ
る
講
壇
社

会
主
義
と
呼
ば
れ
る
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
場
を
中
心
と
し
た
国
家
主
導
的
社
会

改
良
思
想
の
流
れ
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
代
表
さ
れ
る
後

期
の
歴
史
学
派
経
済
学
派
に
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
近
年
見

直
し
が
進
ん
で
き
た
潮
流
と
し
て
、
新
カ
ン
ト
派
社
会
主
義
に
よ
る
漸
次
的
な

社
会
改
良
思
想
も
、
そ
れ
に
同
時
代
的
に
並
行
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
国
家
に
よ

る
社
会
政
策
に
期
待
を
寄
せ
る
思
想
潮
流
は
、
資
本
主
義
に
迎
合
す
る
改
良
主
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義
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
が
、
後
の
福
祉

国
家
や
社
会
民
主
主
義
の
思
想
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
正
統
派
で
あ
っ
た
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
講
壇
社
会
主
義
の
な
か
に
あ
っ
た
倫
理
的

思
想
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
福
祉
国

家
が
果
た
す
べ
き
共
同
的
支
え
へ
の
要
請
を
示
す
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
と
く
に
ド
イ
ツ
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本
が
近
代
化
の
な
か
で
福

祉
制
度
と
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
・
ド
イ
ツ
型
の
社
会
保
険
な
ど
を
導
入
し
て
き
た

と
い
う
歴
史
的
経
緯
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
国
家
の
強
い
役
割
と
人
格

倫
理
を
と
も
に
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
て
き
た
そ
の
伝
統
が
、
生
を
支
え
る
た
め

の
国
家
政
策
の
思
想
的
見
直
し
と
い
う
本
稿
の
関
心
か
ら
し
て
、
重
要
な
準
拠

枠
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
実
際
的
・
直
接
的
な
政
策
提
言

よ
り
も
、
そ
の
土
台
と
な
る
価
値
的
方
向
性
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
も

す
れ
ば
古
び
た
権
威
的
思
想
と
し
て
福
祉
思
想
史
の
な
か
で
過
去
の
通
過
点
と

し
て
片
づ
け
ら
れ
る
思
想
の
な
か
に
、
現
在
へ
の
批
判
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
い
と
い
う
意
図
も
あ
る
。

　

本
稿
の
理
路
で
あ
る
が
、
ま
ず
歴
史
学
派
講
壇
社
会
主
義
の
代
表
と
し
て

シ
ュ
モ
ラ
ー
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
労
働
政
策
へ
の
提
言
を
確
認

し
、
王
制
権
力
に
迎
合
し
た
御
用
学
者
的
な
と
ら
え
方
で
は
収
ま
ら
な
い
、
現

在
に
も
響
く
そ
の
批
判
性
を
あ
ら
た
め
て
み
て
い
き
た
い
。
そ
こ
に
は
人
格
性

へ
の
価
値
と
い
う
基
盤
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
確
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
同
時
に
そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
労
働
中
心
主
義
的
な
価
値
づ
け
が
あ
る
こ
と
も

看
取
さ
れ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
を
補
完
す
る
か
た
ち
で
、
よ
り
明
確
に
普
遍
的
な

人
格
価
値
と
社
会
改
良
思
想
と
を
連
結
さ
せ
る
、
新
カ
ン
ト
派
社
会
主
義
の
普

遍
的
倫
理
を
対
置
し
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
他
の
思
想
と
接
続
し
う
る
方
向

も
示
唆
し
な
が
ら
、
現
代
へ
と
向
け
う
る
批
判
の
土
台
を
見
い
だ
し
て
い
き
た

い
。

一
．
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
社
会
改
良
思
想

　

代
議
制
民
主
主
義
を
通
し
た
漸
次
的
改
良
を
目
指
す
方
向
性
と
、
国
家
に
よ

る
上
か
ら
の
改
良
を
志
向
す
る
方
向
性
と
は
異
な
る
が
、
革
命
に
よ
る
資
本
主

義
の
廃
絶
と
国
家
の
止
揚
を
目
指
す
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
虚
偽
的
で
日
和
見
的
な
改
良
主
義
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
内
部
で
は
、
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
修
正
主
義
を

め
ぐ
る
論
争
に
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
後
の
展
開
を
み
れ
ば
、
少
な
く

と
も
結
果
的
に
は
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
流
の
社
会
民
主
主
義
的
改
良
路
線
が
正

し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
こ
う
し
た
古
典
的
な
思
想

史
を
あ
ら
た
め
て
辿
り
な
お
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
マ
ル
ク
ス
主
義

の
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
の
内
か
ら
批
判
的
・
理
想
的
精
神
を
呼
び
起
こ
そ
う

と
し
て
、「
社
会
民
主
党
に
と
っ
て
は
必
要
な
の
は
、ひ
と
り
の
カ
ン
ト
で
あ
る
」

と
呼
び
か
け
た
彼
の
言
葉
（B

ernstein [1899]1921

＝1974: 271

）
を
冒
頭

に
置
き
つ
つ
、
ま
ず
こ
こ
で
は
福
祉
国
家
を
め
ぐ
る
思
想
の
倫
理
的
な
る
も
の

を
、
現
在
へ
の
批
判
へ
の
可
能
性
か
ら
と
ら
え
返
し
て
い
き
た
い
。

　

そ
し
て
国
家
の
役
割
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
社
会
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と

す
る
戦
略
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
「
夜
警
国
家
」
と
の
対
比
で
福
祉
国
家
を
提
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唱
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ラ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
も
当
然
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
く

る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
主
に
講
壇
社
会
主
義
と
呼
ば
れ
る
ド
イ
ツ
（
後
期
）

歴
史
学
派
経
済
学
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
人
物
た
る
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
思
想
を
再

検
討
し
て
み
た
い

）
1
（

。

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
一
八
七
二
年
に
社
会
政
策
学
会
を
立
ち
上
げ
、
ド
イ
ツ
の
社

会
政
策
へ
と
提
言
を
強
く
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
労
働

問
題
が
大
き
く
高
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
普
仏
戦
争
で
の
勝
利
と
プ

ロ
イ
セ
ン
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
統
一
が
あ
っ
た
こ
の
時
期
、
設
立
熱
狂
時
代

（G
ründerjahre

）
と
呼
ば
れ
た
過
熱
的
な
投
機
や
起
業
と
工
業
発
展
を
見
せ
、

ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
の
設
立
不
況
と
経
済
格
差
の
問
題
が
強
調
さ
れ
た
の
も

こ
の
時
期
で
あ
っ
た
（R

iha 1985

＝1992: 136

）。
ま
た
ビ
ス
マ
ル
ク
は
周

知
の
ご
と
く
、
強
権
的
な
富
国
強
兵
的
政
策
を
推
し
進
め
、
い
わ
ゆ
る
ア
メ
と

ム
チ
の
戦
略
に
よ
る
社
会
主
義
へ
の
抑
圧
も
強
め
て
い
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
社
会
政
策
学
会
を
中
心
と
す
る
歴
史
学
派
は
、
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
な
ど
の
自
由
主
義
的
傾
向
が
強
い
者
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は

国
家
に
よ
る
上
か
ら
の
改
良
を
要
請
し
、
税
制
や
労
働
関
連
の
立
法
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
提
起
を
示
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
は
プ
ロ
イ
セ
ン
体
制
寄
り
の
保
守
的

志
向
が
強
い
も
の
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
た
と
え
ば
一
九
六
〇
年

代
に
出
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
社
会
思
想
入
門
書
で
も
、「
ワ
ー
グ

ナ
ー
や
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
お
け
る
国
家
の
役
割
は
、
資
本
主
義
を
統
制
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
維
持
を
は
か
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
」
で
あ
り
、「
ビ

ス
マ
ル
ク
的
ユ
ン
カ
ー
的
官
僚
国
家
の
、
資
本
主
義
に
対
す
る
相
対
的
な
独
自

性
を
、
超
階
級
的
中
立
性
と
誤
認
し
た
」
が
ゆ
え
に
、
国
家
が
中
立
性
の
仮
装

の
も
と
で
労
働
者
政
策
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
主
張
で
き
た
、
と
い
っ
た
見
方

が
示
さ
れ
（
高
島
・
水
田
・
平
田
一
九
六
二

：

二
七
七
）、
と
く
に
マ
ル
ク
ス

主
義
の
強
い
時
期
に
は
こ
う
し
た
見
方
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た

現
在
で
も
、
そ
の
政
府
中
心
の
温
情
主
義
的
な
政
策
思
想
が
権
威
主
義
的
な
ビ

ス
マ
ル
ク
流
の
社
会
保
障
論
と
マ
ッ
チ
し
た
、
と
い
っ
た
把
握
は
あ
る
程
度
一

般
的
で
あ
る
（
山
脇
二
〇
〇
四

：

六
）。
こ
う
し
た
上
か
ら
の
公
共
思
想
に
内

在
す
る
保
守
性
は
確
か
に
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
に
現
代
へ
の
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
批
判
的
基
盤
も
見
い
出
し
う
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
示
し
た
い
の
で

あ
る
。

　

も
と
も
と
ド
イ
ツ
で
は
、
各
領
邦
国
家
に
お
い
て
国
力
増
強
の
た
め
の

ト
ー
タ
ル
な
政
策
を
担
う
管
理
・
行
政
機
関
の
思
想
と
し
て
、
官
房
学

（K
am

eralism
us, K

am
eralw

issenschaft

）の
伝
統
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は「
歳

入
増
加
の
方
策
の
考
案
、
財
政
構
造
の
適
正
な
あ
り
方
の
発
案
、
国
民
的
貿
易

差
額
を
有
利
に
す
る
政
策
の
構
想
、失
業
防
止
を
目
的
と
し
た
新
技
術
の
規
制
、

以
上
の
よ
う
な
純
粋
の
経
済
政
策
が
、
人
口
増
加
の
奨
励
や
国
民
的
統
一
の
促

進
を
め
ぐ
る
社
会
政
策
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
」
の
で
あ
っ
た
（R

iha 1985

＝

1992: 2

）。
人
口
に
も
介
入
し
つ
つ
、
様
々
な
制
度
を
通
し
て
国
力
と
福
祉
の

増
進
を
目
指
し
て
い
く
幅
広
い
レ
ン
ジ
を
も
っ
た
政
策
技
術
で
あ
る
。
こ
う
し

た
官
房
学
の
伝
統
、
お
よ
び
弱
肉
強
食
の
市
民
社
会
に
対
抗
す
る
た
め
の
国
家

に
よ
る
救
済
措
置
の
必
要
を
説
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
の
社
会
保
障
思
想
が
、
歴

史
学
派
の
背
景
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
山
脇
二
〇
〇
四

：

五
）。

　

基
本
的
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
、
一
方
で
ド
イ
ツ
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
と
呼
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ば
れ
る
自
由
放
任
主
義
に
対
抗
し
、
も
う
一
方
で
は
急
進
的
な
社
会
主
義
革
命

に
対
抗
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
漸
次
的
な
改
良
を
唱
え
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス

で
革
命
を
招
い
た
社
会
運
動
も
ド
イ
ツ
で
は
起
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
シ
ュ

モ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
ま
ず
も
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
と
そ
の
偉
大
な
王
に
よ

る
社
会
政
策
の
お
か
げ
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
は
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
テ
ュ
ー

ダ
ー
朝
や
フ
ラ
ン
ス
の
最
良
の
王
と
政
治
家
た
ち
に
よ
る
政
策
に
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
モ
デ
ル
よ
り
も
よ
り
深
く
と
ら
え
、
よ
り
多
く
を
行
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
」（Schm

oller 1890: 47

）。

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
随
所
で
プ
ロ
イ
セ
ン
の
王
や
官
僚
に
対
し
て
、
社
会
政
策
の

中
立
的
な
よ
き
担
い
手
と
し
て
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
般

的
に
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
体
制
擁
護
の
保
守
的
態
度
表
明
と
は
必
ず
し
も
と

ら
え
き
れ
な
い
。
た
と
え
ば
こ
こ
で
引
用
し
た
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は

一
八
七
四
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ジ
ン
グ
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
講
演
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
参
加
し
て
い
た
弟
子
の
シ
ュ
テ
ィ
ー
ダ
は
、
皇
帝
も
列
席
し
て
い
る
場
で

シ
ュ
モ
ラ
ー
が
、「
今
日
で
は
懲
役
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
な
く
莫
大
な
利
益
を

上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
力
を
込
め
て
語
っ
た
様
子
を
記
録
し
て
い
る
。

弟
子
の
記
録
は
あ
る
程
度
割
り
引
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ

は
「
む
し
ろ
皇
帝
や
高
級
官
僚
を
前
に
し
て
、
設
立
熱
狂
時
代
の
投
機
熱
が
も

た
ら
し
た
社
会
問
題
の
深
刻
さ
を
訴
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
支
配
層
に
政
策
変
更

の
必
要
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
、
革
新
的
な
響
き
を
も
っ
て
同
時
代
人
に
受

け
止
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」（
田
村
一
九
九
三

：

二
五
）
面
も
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
保
守
層
か
ら
は
「
社
会
主
義
者
」
と
し
て
警
戒

さ
れ
、
何
度
も
そ
の
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
こ
う
も
言
う
。「
そ
れ
〔
統
治
者
＝
引
用
者
注
〕
が
所
有
者

の
目
で
も
っ
て
、
大
企
業
家
の
目
で
も
っ
て
の
み
社
会
問
題
を
見
る
な
ら
ば
、

ま
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
際
し
て
、
自
ず
と
一
面
的
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

利
害
を
代
表
す
る
商
業
会
議
所
に
の
み
行
な
う
な
ら
ば
、
そ
し
て
今
日
、
あ
ら

ゆ
る
代
表
団
体
や
様
々
に
堕
落
し
た
メ
デ
ィ
ア
業
界
の
な
か
で
、
大
手
の
私
鉄

や
銀
行
、
株
式
会
社
、
工
場
が
雇
っ
た
優
秀
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
通
じ
て
行
使

し
て
い
る
巨
大
な
影
響
に
対
し
て
、
立
法
に
よ
っ
て
最
大
限
の
対
抗
を
し
な
い

の
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
統
治
者
は
プ
ロ
イ
セ
ン
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
伝
統

を
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（Schm

oller 1890: 58― 59

）。
こ
こ
に
も
、
統

治
者
に
対
し
て
、
社
会
政
策
の
あ
る
べ
き
姿
を
当
為
と
し
て
突
き
つ
け
る
鋭
い

調
子
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
歴
史
の
連
続
性
の
感
覚
を
重
視
し
、
急
激
な
革
命
に
よ

る
道
は
必
ず
暴
力
と
独
裁
へ
と
再
び
転
化
す
る
こ
と
を
見
抜
い
て
も
い
た
。「
財

産
や
所
得
の
あ
ま
り
に
大
き
な
不
平
等
や
、
あ
ま
り
に
激
し
い
階
級
闘
争
は
、

時
と
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
政
治
制
度
を
否
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
再
び
絶

対
主
義
的
統
治
の
危
険
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
信
ず
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
発
展
の
な
か
で
国
家
が
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
思
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
と
信
ず
る
」（Schm

oller 1890: 12

）。

　

こ
れ
は
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
で
開
か
れ
た
社
会
問
題
討
議
会
の
開
会
演
説
で
の
言
葉

で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
社
会
主
義
革
命
の
独
裁
転
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い

る
の
は
慧
眼
で
あ
ろ
う
。
だ
が
現
在
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
革
命
運
動
の
可
能

性
が
（
い
ま
の
と
こ
ろ
）
希
薄
化
し
て
市
場
原
理
が
福
祉
を
侵
食
し
て
い
く
な

か
で
、
国
家
の
政
策
を
要
請
す
る
論
理
と
し
て
シ
ュ
モ
ラ
ー
を
再
検
討
し
た
い
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の
で
あ
る
。

　

プ
リ
ン
ス
＝
ス
ミ
ス
、
フ
ァ
ウ
ハ
ー
、
ヴ
ォ
ル
フ
ら
に
代
表
さ
れ
る
当
時

の
ド
イ
ツ
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
は
自
由
放
任
主
義
の
先
導
者
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
対
す
る
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
批
判
は
激
し
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
労
働

者
問
題
は
全
く
存
在
せ
ず
、
…
…
い
ま
や
労
働
者
階
層
は
必
要
な
も
の
は
全
て

持
っ
て
お
り
、
上
昇
し
な
い
者
は
自
己
自
身
に
責
任
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
し
ま

う
が
、「
国
民
経
済
の
自
由
と
い
う
言
葉
は
い
ま
や
、
一
般
大
衆
を
搾
取
す
る

た
め
の
大
企
業
家
や
大
資
本
家
に
と
っ
て
の
自
由
の
み
を
、
そ
し
て
大
企
業
に

と
っ
て
の
自
由
の
み
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」（Schm
oller 1890: 

7

）
こ
う
し
た
言
葉
は
、
労
働
を
守
る
た
め
の
諸
制
度
が
弱
体
化
し
て
い
る
現

在
に
も
、
リ
ア
ル
な
響
き
を
も
っ
て
突
き
刺
さ
る
で
あ
ろ
う
。

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
が
目
指
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
社
会
像
は
、
近
年
も
「
再
チ
ャ

レ
ン
ジ
」
や
「
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
語
ら
れ
る
制
度
が
真
に
整

備
さ
れ
た
体
制
で
あ
る
。「
社
会
主
義
的
意
味
で
の
平
準
化
は
わ
れ
わ
れ
の
社

会
理
想
で
は
な
い
。
様
々
な
人
々
が
梯
子
状
に
段
を
な
し
、
し
か
し
ひ
と
つ
の

段
か
ら
別
の
段
へ
と
容
易
に
移
れ
る
社
会
が
、
最
も
ふ
つ
う
で
最
も
健
全
だ
と

思
わ
れ
る
」
が
、
し
か
し
現
実
に
は
、
上
方
と
下
方
が
急
速
に
増
え
、
中
間
の

段
が
ま
す
ま
す
壊
さ
れ
、
全
く
の
上
と
下
だ
け
に
し
か
足
が
か
り
が
な
い
よ
う

な
、
そ
ん
な
梯
子
へ
と
ま
す
ま
す
近
づ
き
か
け
て
い
る
」（Schm

oller 1890: 

11

）。

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
、
国
家
に
よ
る
保
護
を
求
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
健
全
な

中
間
層
の
発
展
と
、
諸
制
度
に
支
え
ら
れ
た
個
人
の
自
由
・
自
律
を
理
想
と
し

て
描
い
て
い
た
。
次
節
で
も
扱
っ
て
い
く
が
、
そ
の
基
底
に
あ
る
倫
理
は
、
個

人
の
自
由
を
守
る
た
め
に
こ
そ
諸
制
度
を
も
っ
て
社
会
問
題
を
解
決
せ
よ
、
と

い
う
要
請
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
代
の
他
の
倫
理
的
社
会
主
義
と
も
重
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
び
た
楽
観
的
な
価
値
に
見
え
る
と
し
て
も
、
権
威
的

国
家
を
称
揚
す
る
と
い
う
シ
ュ
モ
ラ
ー
像
に
は
収
ま
ら
な
い
、
別
様
の
可
能
性

も
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

二
．
個
人
の
自
由
・
自
律
と
国
家

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
国
家
に
よ
る
諸
制
度
が
社
会
的
不
正
を
修
正
す
る
こ
と
を
求

め
た
。
で
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
考
え
る
正
し
い
社
会
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
一
八
八
一
年
に
書
か
れ
た
、「
正
義
」
を
め
ぐ
る
原

理
的
考
察
で
あ
る
「
国
民
経
済
に
お
け
る
正
義
」
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ

こ
で
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
依
拠
す
る
の
は
、
や
や
あ
い
ま
い
な
が
ら
、
歴
史
の
な
か

で
慣
習
的
に
沈
殿
し
て
き
た
価
値
基
準
と
い
う
、歴
史
主
義
的
な
土
台
で
あ
る
。

　

ま
ず
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
と
く
に
関
心
を
払
う
べ
き
正
義
の
概
念
と
し
て
、「
分

配
的
正
義
（verteilende G

erechtigkeit

）」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
、
個
人
が

行
な
っ
た
行
為
と
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
賞
罰
や
、
あ
る
個
人
の
立
場
と
報
酬
の

高
低
な
ど
、
人
間
と
分
配
さ
れ
る
肯
定
的
・
否
定
的
財
と
い
う
二
つ
の
系
列
の

釣
り
合
い
（P

roportionalität

）
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、な
か
で
も
「
最

も
重
要
な
の
が
全
体
と
し
て
の
社
会
的
階
級
関
係
が
正
し
い
か
不
正
か
に
つ
い

て
の
判
断
で
あ
る
」（Schm

oller 1904: 220― 222

）。

　

で
は
そ
の
判
断
が
由
来
す
る
土
台
は
ど
こ
か
。「
人
間
の
行
為
、
そ
の
徳
と

背
徳
を
評
価
す
る
、
す
な
わ
ち
比
較
し
て
並
べ
る
際
に
は
、
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
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の
慣
習
倫
理
的
（sittlich

）
判
断
が
作
用
し
て
い
る
」
と
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
い
う

（Schm
oller 1904: 221

）。
こ
の
「
慣
習
倫
理
的
」
と
い
う
語
は
、
シ
ュ
モ
ラ
ー

論
の
な
か
で
は
つ
ね
に
そ
の
思
想
を
理
解
す
る
核
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
概
念

だ
が
、
い
わ
ば
社
会
通
念
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、「
無
数
の
人
間
た
ち
の
正

義
感
情
（G

erechtigkeitsgefühl

）
が
歴
史
的
に
沈
殿
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
が
そ
の
肩
に
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
」（Schm

oller 1904: 231

）

で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
の
役
割
は
、
そ
の
正
義
感
情
と
調
和
し
た
結
果
を
も
た

ら
す
よ
う
な
諸
制
度
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
通
し
て
財
や
所
得
の
正
し
い
分
配
を

行
な
い
、
社
会
生
活
を
統
御
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
慣
習
倫
理
は
概
念
規
定
上
す
ぐ
に
わ
か
る
通
り
、
歴
史
・
文
化
的
に
相

対
的
な
性
質
を
も
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
規
定
の
あ
い
ま
い
さ
も
免

れ
得
な
い
。
し
か
し
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
こ
れ
以
上
に
明
確
な
定
義
を
与
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
受
け
継
が
れ
変
化
し
て
い
く
こ
の
共
同
感
覚
的
な

も
の
を
す
べ
て
の
出
発
点
と
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
価
値
多
元
的
な
状

況
に
お
い
て
、
社
会
通
念
的
な
共
通
了
解
が
つ
ね
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
同
じ
時
代
の
同
じ
国
民
の
な
か
で
も
何
が
正
義
か
を
め
ぐ
る
議

論
は
絶
え
な
い
、
と
シ
ュ
モ
ラ
ー
も
認
め
て
い
る
（Schm

oller 1904: 225
）。

た
し
か
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
、原
理
的
な
価
値
対
立
の
場
面
も
想
定
は
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
人
間
の
内
的
・
全
体
的
価
値
で
評
価
し
よ
う
と
す
る
基
準
と
、
成
果

に
応
じ
た
経
済
的
価
値
評
価
と
は
、
生
の
な
か
で
並
び
立
ち
、
対
立
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
人
間
が
よ
り
完
全
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
近
接

し
て
い
く
の
だ
と
し
て
処
理
さ
れ
る
（Schm

oller 1904: 244

）。

　

ま
た
も
う
ひ
と
つ
、
よ
り
実
践
的
な
場
面
で
の
問
題
と
し
て
、
形
式
的
正
義

と
実
質
的
正
義
と
の
対
立
に
つ
い
て
も
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は

形
式
的
に
は
正
し
い
制
度
運
用
と
、
内
容
面
で
の
不
正
や
不
平
等
と
の
齟
齬
で

あ
り
、
た
と
え
ば
救
貧
制
度
で
の
不
正
な
受
給
や
依
存
的
怠
惰
を
招
く
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
の
問
題
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
問
題
は
す
べ
て
の
制
度
に

あ
て
は
ま
り
、
財
と
所
得
の
分
配
に
と
っ
て
も
決
定
的
で
あ
る
と
シ
ュ
モ
ラ
ー

は
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
行
政
機
関
が
全
く
別
の
可
能
性
へ
と
到
達
せ
ず
、
ま

た
施
行
の
形
式
的
な
可
能
性
が
全
く
別
の
も
の
で
な
い
限
り
は
、
ほ
と
ん
ど
の

社
会
主
義
的
実
験
は
、
た
だ
貧
困
制
度
の
帰
結
を
、
国
民
経
済
の
広
い
部
分
へ

と
広
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
ろ
う
」（Schm

oller 1904: 251

）。
ま
た
、
コ

モ
ン
セ
ン
ス
的
な
慣
習
倫
理
に
は
普
遍
的
な
基
準
が
な
い
ゆ
え
に
誤
り
や
迷
妄

の
可
能
性
も
あ
り
、
そ
れ
を
と
り
除
く
の
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
る
と
も

述
べ
る
が
（Schm

oller 1904: 233

）、
し
か
し
彼
は
こ
う
も
い
う
。「
最
後
に

は
形
式
が
も
つ
大
き
な
困
難
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
国

民
を
若
返
ら
せ
気
高
く
す
る
よ
う
な
理
想
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
偉
大
な
時
代
に

あ
っ
て
は
、
よ
り
正
し
い
法
と
最
も
高
貴
な
慣
習
倫
理
が
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
因

習
、
愚
か
さ
の
力
に
打
ち
勝
ち
、
よ
り
良
く
よ
り
正
し
い
新
た
な
制
度
が
立
ち

上
が
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
歴
史
は
示
し
て
い
る
」（Schm

oller 1904: 

252

）。

　

「
国
民
経
済
に
お
け
る
正
義
」
に
示
さ
れ
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
正
義
論
を
み
る

と
、
そ
こ
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
避
け
が
た
い
運
命
と
し
て
問
題
化
し
た
、
あ
の

諸
価
値
の
和
解
し
え
な
い
衝
突
、
神
々
の
闘
争
と
い
う
厳
し
い
視
点
は
な
い
。

諸
文
化
価
値
の
相
克
を
冷
徹
に
見
据
え
る
こ
と
な
く
、
慣
習
倫
理
的
価
値
が
諸

価
値
を
調
和
さ
せ
る
調
停
者
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
た
し
か
に
シ
ュ
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モ
ラ
ー
の
楽
観
的
な
信
仰
告
白
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
（
中
村1972

：81―

82
）。
し
か
し
同
時
に
、
つ
ね
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
歴
史
的
事
象
の
積
み
重
ね
の

な
か
か
ら
進
歩
へ
の
知
見
も
当
為
も
生
ま
れ
る
と
し
て
、
過
去
の
様
々
な
社
会

改
革
も
含
め
た
膨
大
な
歴
史
研
究
を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
た
ん

な
る
思
弁
で
空
虚
な
楽
観
論
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
の
急
進
的
社

会
主
義
が
独
裁
に
陥
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
見
解
に
し
て
も
、
然
り
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
押
さ
え
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
相
対
的
で
あ
る
は

ず
の
慣
習
倫
理
の
「
発
展
」
を
論
じ
る
な
か
で
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
そ
れ
を
測

る
価
値
基
準
と
し
て
置
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
の
自
由
・
自
律
と
い
う

価
値
で
あ
る
。
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
下
層
階
級
を
引
き
上
げ
る
上
層
階
級
の
義
務
を

強
調
し
な
が
ら
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
労
働
者
階
級
・
下
層
階
級
が
文
化
的

財
に
接
し
自
己
陶
冶
し
う
る
よ
う
な
教
育
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
歴
史
を
た
ど
る
な
か
で
は
、
ゲ
ル
マ
ン
・
キ
リ
ス

ト
教
世
界
は
は
じ
め
か
ら
融
和
的
価
値
を
内
在
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
、
先
の
開
会
演
説
で
は
、
そ
れ
は
神
の
前
で
の
人
間
の
平
等
と
、
敵
を
愛
し

貧
者
を
助
け
富
を
軽
蔑
す
る
と
い
う
隣
人
愛
の
教
え
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
（Schm

oller 1890: 12

）。
中
村
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
曖
昧
な
楽
観
性
を
批
判

し
つ
つ
、
そ
の
「
社
会
政
策
の
形
而
上
学
」
の
な
か
で
進
歩
の
究
極
の
動
因
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
で
あ
る
と

結
論
づ
け
る
が
、
そ
の
点
で
中
村
の
議
論
は
正
し
い
（
中
村1972

：55― 56

）。

し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
否
定
的
に
断
罪
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
一
八
七
四
～
五
年
に
書
か
れ
た
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
へ
の
応

答
論
文
で
は
、
い
か
な
る
人
間
も
他
者
の
目
的
に
と
っ
て
の
手
段
で
あ
っ
て
は

な
ら
ず
、
他
者
の
目
的
に
仕
え
る
部
分
と
し
て
機
能
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自

身
と
し
て
自
己
目
的
で
あ
り
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
、
カ
ン
ト
の
道
徳
命
題
に

重
ね
て
あ
る
べ
き
社
会
像
を
示
し
て
い
る
（Schm

oller 1904: 154

）。
こ
れ

に
つ
い
て
ハ
ン
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
カ
ン
ト
の
道
徳
論
へ
の
言
及
か

ら
は
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
全
て
の
市
民
の
さ
ら
な
る
教
育
・
陶
冶
に
最
も
大
き
な

意
義
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
教
育
制
度
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
彼
の
絶

え
ざ
る
努
力
は
、
ま
さ
に
社
会
の
第
四
身
分
の
た
め
に
、
現
在
の
未
成
年
状
態

か
ら「
知
を
通
じ
た
自
己
解
放
」へ
と
い
た
る
道
を
敷
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
」（H

ansen 1993: 145

）。
階
級
利
害
を
超
越
し
た
中
立
的
な
王
・
官
僚
が

政
策
の
担
い
手
と
な
り
、
諸
制
度
に
よ
っ
て
労
働
者
の
生
活
向
上
と
保
護
を
支

え
る
に
し
て
も
、
そ
こ
で
目
指
さ
れ
る
基
本
的
な
価
値
は
、
こ
う
し
た
個
人
の

尊
厳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
は
、
歴
史
主
義
的
な
慣
習
倫
理
の
な
か
に
あ
る

人
格
倫
理
へ
の
志
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
国
家
に
迎
合
す
る

も
の
で
は
な
く
、
国
家
に
対
し
て
批
判
的
に
政
策
を
迫
る
思
想
で
あ
っ
た
。
た

だ
同
時
に
労
働
者
の
保
護
と
い
っ
た
労
働
中
心
的
な
制
度
思
想
も
強
く
出
て
い

た
が
、
そ
れ
は
時
代
背
景
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
労
働

政
策
は
福
祉
の
基
幹
を
な
す
重
要
部
分
で
は
あ
る
。
だ
が
現
在
に
つ
な
げ
て
い

く
際
、
序
言
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
労
働
問
題
を
包
括
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、

普
遍
的
倫
理
に
も
と
づ
く
福
祉
国
家
政
策
へ
の
要
請
が
必
要
だ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
労
働
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
超
え
た
、
無
条
件
の
人
格
価
値
で
あ
る
。
そ

こ
で
人
格
価
値
と
社
会
政
策
へ
の
議
論
を
補
完
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
次
節
で

は
新
カ
ン
ト
派
に
も
目
を
向
け
る
と
同
時
に
、
い
わ
ば
よ
り
機
能
化
さ
れ
た
制
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度
観
の
可
能
性
を
み
て
い
き
た
い
。

三
．
新
カ
ン
ト
派
社
会
主
義
と
機
能
と
し
て
の
国
家
観

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
社
会
改
良
の
倫
理
は
、
同
時
代
的
な
動

き
と
し
て
新
カ
ン
ト
派
に
通
底
す
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
新
カ
ン
ト
派
は
一

般
に
、
西
南
ド
イ
ツ
（
バ
ー
デ
ン
）
学
派
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
二
つ
の
潮

流
に
分
け
ら
れ
る
。
社
会
科
学
方
法
論
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
の
つ
な
が
り
で
前
者

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
社
会
民
主
主
義
的

な
政
治
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
し
ば
し
ば
再
評
価
さ
れ
て
き
た
。
コ
ー
エ
ン
ら

に
代
表
さ
れ
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
は
、
終
末
的
色
合
い
を
脱
色
さ
れ
世
界
内

在
的
に
倫
理
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
に
結
び
つ
け
、
か
つ
社
会
民
主

主
義
的
な
改
良
主
義
の
政
治
思
想
を
打
ち
出
し
た
。
歴
史
主
義
へ
と
定
位
す
る

シ
ュ
モ
ラ
ー
と
、
認
識
と
倫
理
の
普
遍
妥
当
的
基
準
を
志
向
す
る
新
カ
ン
ト
派

と
で
は
、
も
ち
ろ
ん
根
本
的
な
原
理
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
社
会
改

良
へ
の
視
座
に
お
い
て
と
ら
え
れ
ば
、
両
者
に
そ
れ
ほ
ど
の
懸
隔
は
な
い
よ
う

に
み
え
る
。

　

政
治
哲
学
者
の
リ
ュ
ッ
ベ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
哲
学
も
没
落
し
た

一
八
七
〇
年
代
以
降
、
哲
学
の
非
政
治
化
が
急
速
に
進
ん
だ
が
、
そ
の
例
外
が

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
新
カ
ン
ト
派
哲
学
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
忘
れ
ら
れ

た
可
能
性
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
が
抱
い
た
倫
理
学

は
、
急
進
的
な
革
命
主
義
に
反
対
し
、
国
家
に
よ
る
社
会
問
題
の
解
決
を
求
め

る
よ
う
な
、
理
想
主
義
的
な
改
良
主
義
の
社
会
主
義
思
想
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に

と
っ
て
社
会
主
義
と
は
、
悲
痛
な
現
代
の
劣
悪
状
態
の
な
か
に
あ
っ
て
人
間
存

在
を
自
己
目
的
と
し
て
普
遍
的
に
承
認
す
る
、
よ
り
よ
い
状
態
の
像
と
し
て
立

ち
現
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
「
理
想
」
の
政
治
的
実
現
を
め
ざ
す
実
践
的
意

志
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（L

übbe 1963

＝1998: 

112

）。
そ
し
て
カ
ン
ト
を
社
会
主
義
の
大
御
所
と
断
定
し
た
コ
ー
エ
ン
を
、

リ
ュ
ッ
ベ
は
新
カ
ン
ト
派
社
会
主
義
の
真
の
創
始
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
が
、

コ
ー
エ
ン
は
カ
ン
ト
の
「
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
わ
ず
、
自
己
目
的
と
し
て
扱

う
べ
し
」
と
い
う
あ
の
定
言
命
法
は
「
近
代
、
そ
し
て
世
界
史
の
全
て
の
未
来

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
」
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
社
会
主
義
の
理
念
で
あ
る
と

ま
で
述
べ
て
い
る
（C

ohen [1904]1981: 320― 321

）。

　

ま
た
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
思
想
に
お
け
る
カ
ン
ト
主
義
の
復
興
を
跡
付

け
た
ウ
ィ
リ
ー
も
、「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
は
狭
い
認
識
論
の
専
門
主
義
と
非

難
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
社
会
・
政
治
的
意
義
を
も
た
な
い
純
粋
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
現
象
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
」
が
、そ
れ
は
全
く
正
確
で
な
い
と
述
べ
、マ
ー

ル
ブ
ル
ク
の
社
会
主
義
思
想
の
実
践
性
に
目
を
向
け
さ
せ
た
。
そ
し
て
ラ
ン
ゲ

や
コ
ー
エ
ン
の
哲
学
の
主
要
関
心
は
、
国
家
に
よ
る
社
会
正
義
で
あ
り
、
革
命

的
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
教
養
階
級
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
自
由
主
義
に
も
対
抗
し
て
、

民
主
主
義
的
・
進
歩
的
社
会
主
義
を
提
唱
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（W
illey 1978: 102― 104

）。

　

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
社
会
主
義
で
は
、
ラ
ン
ゲ
が
コ
ー
エ
ン
の
先
行
者
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ラ
ン
ゲ
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
し
く
検
討
を
加
え
る
準
備

は
な
い
の
だ
が
、
ラ
ン
ゲ
も
労
働
者
の
劣
悪
な
状
況
を
問
題
に
し
、
労
働
者
の

搾
取
を
除
去
す
る
た
め
の
人
間
性
に
も
と
づ
く
改
良
社
会
主
義
を
提
起
し
て
お
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り
、『
労
働
問
題
』
や
『
唯
物
論
史
』
な
ど
の
通
俗
化
し
た
著
作
を
通
し
て
、

そ
の
主
張
を
よ
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
リ
ュ
ッ
ベ
は
ラ
ン
ゲ

を
評
し
て
「
中
庸
を
え
た
政
治
意
志
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
急
進
的
革
命
を
恐

れ
退
け
る
点
で
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
と
同
じ
く
、
諸
政
策
や
労
働
組
合
の
促
進
な
ど

に
よ
る
漸
進
的
な
改
革
が
説
か
れ
る
。
修
正
主
義
の
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
先

に
引
用
し
た
箇
所
で
は
、「
カ
ン
ト
に
還
れ
」
を
置
き
換
え
て
「
ラ
ン
ゲ
に
還
れ
」

と
す
る
、
と
も
言
っ
て
い
た
。
そ
し
て
よ
り
学
的
な
ス
タ
イ
ル
で
そ
の
カ
ン
ト

的
社
会
主
義
の
理
念
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
の
が
コ
ー
エ
ン
で
あ
る
。

　

コ
ー
エ
ン
は
倫
理
学
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
純
粋
意
志
の
倫
理
学
』
の
な

か
で
、
宗
教
と
国
家
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
宗
教
は
倫
理
に
密
接
に
つ
な

が
っ
て
お
り
、
倫
理
を
促
進
す
る
限
り
で
は
よ
い
が
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
と
倫

理
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
個
々
の
宗
教
は
普
遍
性
を
説
く

と
し
て
も
、
複
数
の
宗
教
の
連
合
と
い
っ
た
こ
と
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
て
も

実
際
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
宗
教
に
は
特
殊
性
が
内
在
し
て
い
る
と
論
ず
る

）
2
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
国
家
は
、
一
見
そ
の
特
殊
性
の
な
か
に
民
族
の
多
数
性
を

固
定
し
て
し
ま
う
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
法
を
通
し
て
人
間
を
全
体
性

（A
llheit

）
へ
と
統
一
す
る
と
い
う
（C

ohen [1904]1981: 60― 61

）。
法
的
人

格
と
し
て
倫
理
的
に
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
様
態
が
ゲ
ノ
ッ
セ
ン

シ
ャ
フ
ト
（
組
合
）
と
呼
ば
れ
る
。
人
格
価
値
に
も
と
づ
く
国
家
は
、
特
殊
性

と
し
て
の
民
族
と
は
異
な
り
一
般
性
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、「
祖
国
愛
と

い
う
聖
な
る
言
葉
で
裏
切
り
を
行
な
う
ロ
マ
ン
主
義
と
は
反
対
に
、
社
会
主
義

は
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
に
結
び
つ
く
」（C

ohen [1904]1981: 253―

254

）。
そ
の
な
か
で
虐
げ
ら
れ
た
労
働
者
の
状
態
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
も

必
然
と
な
り
、
そ
こ
で
は
統
計
な
ど
も
重
要
な
手
段
と
な
る
と
述
べ
ら
れ
る
が

（C
ohen [1904]1981: 310― 311

）、
そ
の
中
心
は
倫
理
性
の
問
題
で
あ
る
。
胃

の
問
題
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
中
心
は
精
神
の
問
題
で
あ
り
倫
理
的

自
由
の
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
点
か
ら
唯
物
論
的
歴
史
把
握
も
批
判
さ
れ

る
（C

ohen [1904]1981: 313

）。
ま
た
現
実
の
国
家
を
正
当
化
す
る
こ
と
か

ら
も
、
コ
ー
エ
ン
の
倫
理
は
離
れ
て
い
る
。
法
と
国
家
の
な
か
で
倫
理
概
念
は

決
し
て
具
体
的
に
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
点
ヘ
ー
ゲ
ル
が
倫
理
の

実
体
と
し
て
現
実
国
家
を
と
ら
え
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
目
的
の
王
国
と
し

て
の
倫
理
世
界
は
理
念
と
し
て
あ
る
（C

ohen [1904]1981: 393

）。

　

コ
ー
エ
ン
は
相
続
税
に
よ
っ
て
格
差
を
是
正
す
る
こ
と
の
必
要
な
ど
を
若
干

述
べ
て
は
い
る
が
、
具
体
的
な
政
策
提
言
は
薄
く
、
概
ね
学
的
哲
学
の
流
儀
で

原
理
的
な
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
ウ
ィ
リ
ー
は
コ
ー
エ
ン
に
つ
い
て
、

国
家
の
強
い
権
威
を
認
め
、
法
・
正
義
の
守
護
者
と
し
て
の
国
家
観
は
ラ
サ
ー

ル
に
近
づ
い
て
い
る
と
評
し
て
い
る
が
（W

illey 1978: 115

）、
と
も
か
く
全

体
性
を
強
調
し
な
が
ら
も
土
台
に
は
個
人
の
倫
理
性
と
尊
厳
が
置
か
れ
て
い
る

の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う

）
3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
や
コ
ー
エ
ン
の
思
想
と
シ
ュ
モ
ラ
ー
と
は
、

普
遍
妥
当
性
倫
理
へ
の
志
向
と
歴
史
主
義
と
い
う
面
で
違
い
も
大
き
く
、
ま
た

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
労
働
者
階
級
が
自
己
を
高
め
て
い
く
た
め
に
文
化
的
財
に
接
近

で
き
る
よ
う
に
と
随
所
で
説
い
て
お
り
、
古
い
教
養
主
義
的
な
色
合
い
も
見
ら

れ
る
が
、
そ
れ
で
も
人
間
性
に
も
と
づ
く
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
社
会
民
主
主
義
的

志
向
と
し
て
は
新
カ
ン
ト
派
と
通
底
す
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
労
働

者
問
題
を
中
心
と
す
る
具
体
政
策
に
お
い
て
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
よ
り
大
き
く
、
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人
格
価
値
の
強
調
と
い
う
点
で
は
新
カ
ン
ト
派
が
よ
り
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
人
格
価
値
を
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
な
も
の
と
し
て
国
家
を
批
判
す
る
志
向

が
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
な
か
に

仄
見
え
る
国
家
観
と
も
絡
め
て
そ
の
こ
と
を
み
て
お
き
た
い
。
先
に
も
触
れ
た

が
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
プ
ロ
イ
セ
ン
体
制
を
肯
定
し
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
力

を
も
っ
た
体
制
迎
合
的
な
学
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
評
価
は
一
般
に
多
い
。
す

べ
て
の
上
位
に
国
家
を
置
い
て
国
家
に
包
摂
し
て
い
く
国
家
有
機
体
的
な
思

想
傾
向
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
上
述
の
論
行
の
な
か
で
は
、
そ

う
し
た
権
威
主
義
的
枠
組
み
だ
け
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
面
が
示
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
新
カ
ン
ト
派
に
は
当
為
に
よ
る
国
家
へ
の
批
判
と
い
う
視
角
が

あ
っ
た
が
、
人
格
倫
理
を
基
底
に
据
え
た
う
え
で
の
機
関
説
的
な
権
力
把
握
と

で
も
い
い
う
る
見
方
も
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
な
か
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

シ
ュ
モ
ラ
ー
は
先
に
引
用
し
た
カ
ン
ト
の
命
題
に
触
れ
た
箇
所
で
、
王
の

存
在
意
義
に
つ
い
て
「
そ
の
唯
一
の
理
想
的
な
権
原
（R

echtstitel

）
は
、

階
級
支
配
に
対
し
て
弱
者
や
不
当
に
扱
わ
れ
る
者
を
守
る
こ
と
に
あ
る
」

（Schm
oller 1904: 154

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
も
、
自
ら

の
国
家
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
流
に
個
人
の
恣
意
を

称
揚
し
て
国
家
を
制
限
す
る
こ
と
か
ら
も
、
す
べ
て
を
飲
み
込
ん
で
い
く
絶
対

主
義
的
理
論
か
ら
も
遠
く
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
国
家
は
「
歴
史
的

生
成
の
な
か
で
、
文
化
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
責
務
が
小
さ
く
な
っ
た
り
大
き

く
な
っ
た
り
す
る
も
の
」
だ
と
述
べ
て
い
る
（Schm

oller 1890: 9

）。

　

こ
う
し
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
王
制
観
・
国
家
観
に
つ
い
て
、
ハ
ン
ゼ
ン
は
い
わ

ば
国
王
機
関
説

）
4
（

と
も
い
う
べ
き
解
釈
を
適
用
す
る
。
上
述
の
ご
と
き
福
祉
的

機
能
が
な
け
れ
ば
、
王
制
は
不
要
と
な
り
、「
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
シ
ュ

モ
ラ
ー
に
よ
っ
て
王
制
と
官
僚
に
示
さ
れ
た
機
能
は
理
解
し
う
る
。」
そ
し
て

シ
ュ
モ
ラ
ー
の
把
握
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、「
今
日
し
ば
し
ば
考
え
ら
れ
る

よ
う
な
、
服
従
や
従
属
、
卑
屈
な
日
和
見
主
義
で
は
な
い
」（H

ansen 1993: 

148

）。
シ
ュ
モ
ラ
ー
は
ド
グ
マ
的
理
論
へ
の
志
向
を
棄
却
し
て
、
事
実
の
積
み

重
ね
に
よ
る
歴
史
研
究
を
志
向
し
、
そ
れ
は
通
常
の
体
系
化
・
理
論
化
に
親
し

ん
で
き
た
弟
子
た
ち
を
戸
惑
わ
せ
も
し
た
が
（
田
村1993

：28― 29

）、
ハ
ン

ゼ
ン
は
そ
う
し
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
方
法
に
、
社
会
制
御
の
た
め
の
機
能
的
観
点

を
読
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
王
制
観
に
つ
い
て
も
「
古
び
た
学
説
の
ド
グ
マ
的

原
理
か
ら
基
準
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
社
会
の
見
渡
し
う
る
個
別
領
域
を

十
分
制
御
す
る
こ
と
に
向
け
た
、
問
題
解
決
と
し
て
の
特
定
の
制
度
的
組
織
モ

デ
ル
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
が
絶
え
ざ
る
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
ま

た
見
て
取
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（H

ansen 1993: 149

）。
こ
う
し
た
見
方
は

些
か
社
会
工
学
的
な
解
釈
に
傾
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
証
的
知
見
を

も
と
に
社
会
問
題
を
制
御
し
て
い
く
こ
と
へ
の
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
志
向
は
、
社
会

主
義
批
判
も
含
め
て
、
つ
ね
に
具
体
的
歴
史
事
象
へ
と
言
及
し
つ
つ
制
度
整
備

を
提
起
し
て
い
く
そ
の
姿
勢
に
看
取
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う

）
5
（

。

　

こ
の
よ
う
に
普
遍
的
な
人
格
価
値
の
倫
理
と
社
会
政
策
と
の
連
関
、
福
祉
国

家
の
倫
理
基
盤
を
考
え
て
い
く
際
、
こ
の
時
代
の
倫
理
的
な
思
想
潮
流
を
あ
ら

た
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
現
在
よ
り
い
っ
そ
う
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
次
節
で
は
、
現
代
的
視
座
へ
と
つ
な
げ
る
た
め

に
、
示
唆
的
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
が
別
様
の
議
論
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
そ
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の
意
義
を
よ
り
広
い
文
脈
に
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

四
．
福
祉
国
家
の
倫
理
性
と
現
代

　

前
段
ま
で
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
や
新
カ
ン
ト
派
の
思
想
が
現
在
に
対
し
て
も
つ
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
人
格
価
値
を
倫
理
基
盤

と
し
て
福
祉
国
家
政
策
を
要
請
す
る
た
め
の
思
想
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
も
で
き

た
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
近
年
の
フ
ー
コ
ー
的
な
権
力
批
判
な
ど
を
通
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に

は
、こ
う
し
た
倫
理
的
議
論
は
ナ
イ
ー
ヴ
す
ぎ
る
よ
う
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。

福
祉
国
家
が
管
理
国
家
的
側
面
を
も
つ
こ
と
は
、
優
生
学
的
な
例
を
は
じ
め
と

し
て
、
つ
ね
に
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
自
由
主
義
の
体
制

に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
視
角
は
落
と
せ
な
い
。

　

ま
た
人
格
価
値
と
言
っ
て
も
、
現
在
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
「
自
分

さ
が
し
」
や
「
個
性
」
の
ご
と
き
価
値
観
と
し
て
そ
れ
を
と
ら
え
れ
ば
、
簡
単

に
肯
定
し
え
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
統
治
性
批
判
の
観
点
か
ら
、
フ
ー
コ
ー
の

影
響
を
受
け
た
論
者
た
ち
な
ど
は
、
新
自
由
主
義
の
市
場
原
理
と
自
己
責
任
倫

理
を
批
判
的
に
論
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
ズ
は
、
福
祉
国
家
体
制
が
社
会

保
障
を
通
し
て
包
摂
的
に
統
合
し
、
私
的
領
域
の
自
立
性
を
弱
め
て
い
く
の
に

対
し
て
、
新
自
由
主
義
の
統
治
で
は
、
社
会
保
障
は
私
的
な
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
の
問
題
と
な
り
、
自
己
を
起
業
し
て
い
く
べ
き
個
人
と
し
て
駆
り
立

て
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（R

ose 1996: 48― 59

）
6
（

）。
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
で

自
己
責
任
化
が
強
調
さ
れ
る
新
自
由
主
義
の
な
か
で
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
心

理
主
義
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
自
己
探
求
は
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
人
格
価
値
と

は
別
様
の
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
統
治
批
判
へ
の
観
点
を
素
通
り
し
て
過
去
の
思

想
へ
と
回
帰
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
、
そ
う
し
た
観
点

は
担
保
し
た
う
え
で
、
労
働
の
場
も
含
め
て
社
会
全
体
で
連
帯
性
が
希
薄
化
し

貧
困
な
ど
も
よ
り
先
鋭
化
す
る
現
在
、
国
家
政
策
と
し
て
普
遍
的
な
支
え
を
要

請
す
る
た
め
の
批
判
的
準
拠
枠
を
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
本
稿
で
扱
っ
た
思
想
の
な
か
に
潜
在
す
る
意
義
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
社
会
政
策
研
究
の
確
立
者
、
大
河
内
一
男
は
、
資
本
制
の
内
的

必
然
性
と
し
て
労
働
政
策
を
と
ら
え
る
理
論
を
練
り
上
げ
て
い
く
際
、
倫
理

主
義
・
理
想
主
義
的
な
立
場
か
ら
社
会
政
策
を
道
義
的
性
格
の
も
の
と
し
て

解
釈
す
る
考
え
方
へ
の
違
和
感
か
ら
出
発
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
（
大
河
内

1970

：61― 64

）。
だ
が
そ
れ
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
、
倫
理
主
義
・
理
想
主
義

か
ら
現
在
の
社
会
政
策
を
撃
つ
思
想
も
、
い
ま
大
い
に
必
要
と
な
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
市
民
レ
ベ
ル
の
「
マ
ル
テ
ィ
テ
ュ
ー
ド
」
な
連
帯
も

可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
国
民
国
家
的
枠
内
で
の
福
祉

国
家
に
よ
る
政
策
は
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
含
ん
だ
思
想
が
必
要
な

の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
政
策
レ
ベ
ル
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
想
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
普

遍
的
な
人
格
価
値
と
制
度
構
築
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
近
年
見
直

さ
れ
て
い
る
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
」
な
ど
も
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
な
る

は
ず
で
あ
る

）
7
（

。
ま
た
そ
う
し
た
具
体
的
政
策
と
並
行
し
て
、
思
想
レ
ベ
ル
で
新

自
由
主
義
を
排
撃
し
う
る
多
様
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
も
そ
の
た
め
の
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一
矢
で
あ
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
福
祉
国
家
の
ネ
カ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
と
ら
え
、
た
と
え
ば
健
康

増
進
法
の
よ
う
に
生
に
介
入
す
る
権
力
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
労
働
や
生
の
支

え
が
掘
り
崩
さ
れ
て
い
く
状
況
に
対
し
て
、
福
祉
国
家
に
個
人
の
自
由
を
支
え

る
制
度
整
備
を
要
請
し
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
当
為
と
し
て
突
き
つ
け
て

い
く
た
め
の
理
論
的
土
台
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

注
（
1
）
　

講
壇
社
会
主
義
の
枠
組
み
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
ワ
グ
ナ
ー
な
ど
も
当
然
論
ず
る

必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
労
働
政
策
へ
の
重
点
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置

く
こ
と
も
あ
り
、
さ
し
あ
た
っ
て
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
検
討
に
と
ど
め
て
お
く
。

（
2
）
　

た
だ
し
コ
ー
エ
ン
は
宗
教
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ

リ
ス
ト
教
的
一
神
教
の
倫
理
性
に
つ
い
て
終
生
論
じ
続
け
て
い
る
。
や
や
時
代
は
下

る
が
、『
哲
学
体
系
に
お
け
る
宗
教
の
概
念
』
で
は
、
個
人
の
唯
一
性
と
全
体
性
や
、

受
苦
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
、
非
常
に
抽
象
的
に
貧
困
と
受
苦
、
メ
シ
ア
主
義
の
意
味

を
社
会
主
義
に
結
び
つ
け
て
い
る
箇
所
（C

ohen [1915]1996: 127
）
も
あ
る
。

（
3
）
　

社
会
主
義
思
想
の
傾
向
と
し
て
は
コ
ー
エ
ン
と
ラ
ン
ゲ
は
似
て
い
る
が
、
認
識
論

的
な
部
分
で
は
ラ
ン
ゲ
は
感
覚
生
理
学
的
な
カ
ン
ト
解
釈
が
強
く
、
両
者
の
相
違

が
一
般
に
指
摘
さ
れ
る
（K

öhnke 1986: 237― 257, O
llig 1979: 19

）。
そ
も
そ
も
、

認
識
形
式
が
対
象
を
規
定
す
る
そ
の
あ
り
方
を
確
定
し
て
い
く
新
カ
ン
ト
派
の
問
題

圏
に
は
、
観
念
論
的
な
方
向
性
も
あ
れ
ば
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
よ
う
な
生
理
学
的
構

造
か
ら
の
接
近
も
あ
り
、
ケ
ー
ン
ケ
も
い
う
よ
う
に
異
質
な
諸
潮
流
の
集
積
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（K

öhnke 1986: 213

）。

（
4
）
　

こ
れ
は
ハ
ン
ゼ
ン
の
語
で
は
な
く
、
筆
者
が
天
皇
機
関
説
に
な
ぞ
ら
え
た
呼
称
で

あ
る
。
体
制
保
守
的
・
右
翼
的
と
み
な
さ
れ
る
思
想
家
に
は
、
最
高
権
力
を
個
人
主

義
の
人
格
倫
理
や
社
会
正
義
の
た
め
の
機
能
と
し
て
要
請
し
、
そ
の
権
力
を
崇
拝
し

て
い
な
い
と
い
う
位
相
が
し
ば
し
ば
あ
り
う
る
。た
と
え
ば
ベ
ク
ト
ル
は
異
な
る
が
、

個
人
主
義
と
人
類
の
普
遍
理
想
も
抱
き
つ
つ
、
天
皇
絶
対
君
主
制
の
虚
構
を
暴
露
す

る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
逆
用
し
て
国
民
の
国
家
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
北
一
輝
が
そ

う
で
あ
る
（
松
本[1972] 1996

）。

（
5
）
　

た
と
え
ば
ミ
ュ
ー
ス
ィ
ヒ
ガ
ン
ク
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
の
孤
立
し

た
個
人
性
道
徳
で
は
な
く
、
個
人
が
共
同
体
の
一
部
と
し
て
の
み
、
国
家
に
お
い
て

の
み
客
観
的
価
値
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
カ
ン
ト
を
超
克
し
た
ヘ
ー
ゲ

ル
的
倫
理
の
も
と
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
（M

üssiggang 1968: 210

）。
た
し
か
に

国
家
に
よ
る
上
か
ら
の
政
策
や
歴
史
的
・
慣
習
倫
理
的
な
正
義
論
な
ど
は
、
現
実
的

な
も
の
が
理
想
的
で
あ
る
と
し
、
ま
た
理
性
の
歴
史
的
展
開
を
体
系
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
歴
史
主
義
に
も
道
を
開
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
圏
内
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し

か
し
上
記
の
よ
う
に
、
人
格
倫
理
を
上
位
審
級
に
置
き
、
そ
こ
に
国
家
へ
の
要
請
を

基
礎
づ
け
る
と
い
う
構
え
を
シ
ュ
モ
ラ
ー
に
読
み
取
り
う
る
と
す
れ
ば
、
国
家
に
よ

る
包
摂
図
式
に
収
め
る
こ
と
は
些
か
早
急
で
あ
ろ
う
。
つ
ね
に
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
土
台

に
あ
っ
た
の
は
、
自
由
と
自
律
の
価
値
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
）
　

こ
う
し
た
新
自
由
主
義
の
統
治
と
い
う
観
点
か
ら
、
以
前
筆
者
は
精
神
障
害
へ
の

統
治
戦
略
に
つ
い
て
論
じ
た
（
山
口2005

）。

（
7
）
　

こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
も
、
社
会
参
加
の
必
要
と
自
己
責
任
化
の
陥
穽
と
の
相

剋
を
論
じ
た
な
か
で
、
後
期
フ
ー
コ
ー
の
倫
理
と
つ
な
げ
て
論
及
し
た
（
山
口

2008

）。
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