
ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法

―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―柏

木

治

は
じ
め
に

ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
の
背
景
に
世
代
的
断
絶
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
九
世
紀
前
半
と
い
う
時
代
は
、
そ

れ
ま
で
以
上
に
年
齢
を
意
識
さ
せ
る
歴
史
的
事
情
が
あ
り
、
世
代
と
思
想
と
を
結
び
つ
き
や
す
く
す
る
要
因
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
っ
た
。
何

よ
り
大
革
命
の
断
絶
が
大
き
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
あ
と
も
帝
政
、
二
度
に
わ
た
る
王
政
復
古
、
七
月
王
政
と
い
う
ふ
う
に

目
ま
ぐ
る
し
く
政
体
が
変
転
し
、
そ
の
た
び
に
革
命
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
て
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
課
さ

れ
続
け
て
き
た
。
こ
の
時
代
の
政
治
思
想
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
革
命
の
位
置
づ
け
を
と
お
し
て
主
張
す
べ
き
思
想
を
語
っ
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
革
命
を
断
罪
し
、
旧
体
制
の
復
興
を
是
と
す
る
伝
統
主
義
の
立
場
に
と
っ
て
も
、
革
命
を

継
承
し
、
共
和
主
義
政
体
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
立
場
に
と
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
、
革
命
を
ひ
と
つ
の
過
渡
的
段
階
と
と
ら
え
、
未
来

に
向
け
て
あ
た
ら
し
い
思
想
地
図
を
描
こ
う
と
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
王
政
復
古
期
と
七
月
王
政
時
代
の
政
治
思
想
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
と
い
う
点
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
一
八
一
四

年
か
ら
四
八
年
の
期
間
は
、
歴
史
家
の
あ
い
だ
で
も
従
来
あ
ま
り
重
要
な
時
期
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
、
政
治
学
に
お
い

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第70巻第⚓号／
柏木 治 最終⚓校／通し

二
九



て
も
歴
史
学
に
お
い
て
も
新
た
な
光
が
あ
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
一
八
一
四
年
か
ら

の
王
政
復
古
と
い
う
時
代
（
第
一
次
お
よ
び
第
二
次
）
の
前
期
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
こ
の
時
代
を
生
き
た
文
人
た
ち
（
今
日
的
な
意
味

で
の
「
文
学
者
」
と
い
う
概
念
は
ま
だ
な
く
、
多
く
の
著
述
家
は
政
治
、
哲
学
、
文
学
な
ど
広
く
論
じ
て
い
た
）
が
激
し
く
動
く
政
治
的

現
実
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
構
え
で
対
処
し
て
い
た
か
を
検
討
し
つ
つ
、「
政
治
思
想
」（
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
）、「
世
代

意
識
」、「
民
衆
像
」
を
論
点
と
し
て
こ
の
時
代
の
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
的
風
土
の
あ
り
よ
う
を
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
風
に
概
観
し
て
み
た
い
。

一

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル

王
政
復
古
か
ら
七
月
王
政
に
か
け
て
の
時
代
は
、
前
史
と
し
て
大
革
命
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
へ
と
続
く
動
乱
が
あ
り
、
後
に
は
政
治

的
に
大
き
く
成
熟
す
る
二
月
革
命
以
降
の
歴
史
が
あ
り
、
両
者
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
「
過
渡
期
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ

た
。
い
っ
て
み
れ
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
あ
と
の
あ
た
ら
し
い
時
代
の
な
か
で
な
お
旧
体
制
を
繰
り
返
し
て
い
る
時
代
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン

ヴ
ァ
ロ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、「
新
し
き
も
の
の
な
か
に
お
け
る
旧
き
も
の
の
持ㅟ

続ㅟ

」、「
転
覆
の
未
完
成
」
あ
る
い
は
「
あ
た
ら

し
い
社
会
政
治
秩
序
の
困
難
な
成ㅟ

熟ㅟ

」
（
⚑
）

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
政
治
史
家
は
こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
否
定

し
、
大
革
命
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
市
民
的
平
等
と
政
治
的
自
由
（
こ
れ
は
一
七
八
九
年
の
原

理
で
あ
る
）
の
な
か
に
安
定
し
た
秩
序
を
構
築
で
き
る
よ
う
な
政
治
的
合
理
性
の
追
求
を
挙
げ
、
そ
れ
に
正
面
か
ら
取
り
組
ま
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
時
代
の
特
徴
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る（

2
）。

一
九
世
紀
初
頭
、
自
由
主
義
派
の
一
部
が
こ
ぞ
っ
て
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
た
問
題
は
、
自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
関
係
で
あ
っ
た
。

当
然
の
こ
と
だ
が
、
公
的
な
も
の
に
民
主
的
に
参
加
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
私
的
自
由
は
制
限
さ
れ
る
。
逆
に
私
的
自
由
を
最
大

限
に
主
張
す
れ
ば
、
公
的
領
域
で
の
平
等
性
の
確
保
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
自
由
主
義
派
の
人
び
と
が
目
指
そ
う
と
し
た
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の
は
、
公
的
な
意
味
で
の
「
市
民
」（
citoyen）
が
再
び
「
個
」（
individu）
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
肥
大
化
し
、「
個
」
を
抑
圧
あ
る
い

は
解
体
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
か
に
す
れ
ば
両
者
の
均
衡
は
実
現
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
よ

う
な
問
い
は
、
一
九
世
紀
の
最
初
の
世
代
を
生
き
た
者
た
ち
に
と
っ
て
は
当
然
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
が
議
論

の
正
面
に
据
え
た
問
題
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
王
政
復
古
の
ご
く
初
期
に
広
く
議
論
さ
れ
、
知
識
人
に
は
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
帝
政
が

終
わ
り
、
数
多
く
の
刊
行
物
が
急
に
増
加
し
、
こ
う
し
た
議
論
の
受
け
皿
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
ラ
・
ミ
ネ
ル
ヴ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
』

（
La
M
inerve
française
一
八
一
八
年
創
刊
）、『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
』（
Le
M
ercure
du
dix‒neuvièm
e
siècle）、『
検
閲
官
』（
Le

Censeur）、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
検
閲
官
』（
Le
Censeur
européen）、『
政
治
・
哲
学
・
文
学
史
料
』（
Les
A
rchives
politiques,

philosophiquesetlittéraires
一
八
一
七
年
刊
行
）、『
グ
ロ
ー
ブ
』（
LeG
lobe）、『
国
民
派
』（
LeN
ational）、『
フ
ラ
ン
ス
誌
』（
La

R
evue
française）
な
ど
が
主
な
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
ら
の
定
期
刊
行
物
は
こ
ぞ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
が
置
か
れ
た
政
治
的
地
位
、
採
る
べ
き

方
向
性
に
つ
い
て
の
論
評
を
載
せ
た
。
文
学
的
色
合
い
の
濃
い
も
の
も
多
い
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
当
時
は
い
ま
ほ
ど
「
文
学
者
」

と
い
う
職
業
的
ジ
ャ
ン
ル
が
明
確
に
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
歴
史
的
に
「
文
人
」
と
い
え
ば
文
学
に
か
ぎ
ら
ず
、
政
治
問
題
か
ら
宗
教
問

題
ま
で
、
幅
広
く
執
筆
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
り
、
そ
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
理
由
に
加
え
て
、
文
学
的
趣
向
は
検
閲
を
免
れ
る

た
め
の
手
段
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
た
。
直
接
的
に
政
治
問
題
を
語
る
よ
り
は
文
学
の
衣
装
を
着
せ
て
批
評
を
す
る
ほ
う
が
検
閲
に
か

か
り
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
一
九
世
紀
の
は
じ
め
、
い
ち
早
く
こ
う
し
た
問
題
に
敏
感
に
反
応
し
た
ス
タ
ー
ル
夫
人
も
文
学
の
領
域
か
ら
切
り
込
ん
で
い

る
。
い
わ
ゆ
る
世
紀
の
変
わ
り
目
に
出
版
さ
れ
た
『
文
学
論
』（
D
e
la
littérature
considérée
dans
ses
rapports
avec
les

institutionssociales
一
八
〇
〇
）
が
そ
れ
だ
が
、
そ
の
四
年
ほ
ど
ま
え
に
上
梓
さ
れ
た
『
個
人
と
国
民
の
幸
福
に
与
え
る
情
念
の
影
響

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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に
つ
い
て
』（
D
e
l’influence
despassionssur
le
bonheur
desindividusetdesnations
一
七
九
六
）
に
お
い
て
す
で
に
同
じ
主

題
が
別
の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
早
く
か
ら
ル
ソ
ー
に
影
響
さ
れ
、
二
〇
歳
で
ル
ソ
ー
に
関
す
る
著
作
（『
ル
ソ
ー
の
性
格
と
著

作
に
つ
い
て
の
書
簡
』
Lettres
sur
le
caractère
etles
écrits
de
Jean‒Jacques
R
ousseau
一
七
八
八
）
を
も
の
し
て
い
た
彼
女
だ

が
、
亡
命
生
活
に
よ
っ
て
ス
イ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
滞
在
し
な
が
ら
一
七
九
三
年
か
ら
準
備
し
て
い
た
最
初
の
大
著
が
『
情
念
の
影
響

に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
終
わ
り
ゆ
く
旧
体
制
、
そ
し
て
大
革
命
の
悲
劇
的
動
乱
に
お
け
る
体
験
を
土
台
に
、
の
ち
の
『
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
』

や
『
コ
リ
ン
ヌ
』
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
個
人
的
、
ひ
い
て
は
政
治
的
幸
福
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
を
中
心
に
据
え
た
も
の
で
あ
っ

た
。「
情
念
、
人
間
の
意
志
と
は
独
立
し
て
人
間
を
翻
弄
す
る
こ
の
衝
動
的
な
力
、
こ
れ
こ
そ
が
個
人
と
政
治
の
幸
福
に
と
っ
て
真
の
障

害
で
あ
る
」

（
⚓
）

と
述
べ
、
一
方
で
「
情
念
が
な
け
れ
ば
政
府
は
も
ち
あ
げ
る
べ
き
重
さ
に
力
が
比
例
す
る
ど
ん
な
梃
と
も
同
じ
く
ら
い
に
単

純
な
も
の
に
な
ろ
う
し
、
人
間
の
運
命
も
欲
望
と
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
可
能
性
と
の
あ
い
だ
の
釣
り
合
い
か
ら
し
か
構
成
さ
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
も
い
う
。
こ
う
し
て
彼
女
は
道
徳
と
政
治
を
同
列
に
置
き
、
も
っ
ぱ
ら
情
念
が
そ
れ
ら
に
つ
き
つ
け
る
困
難
を
み

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る（

⚔
）。

そ
の
際
、
夫
人
が
拠
り
所
に
し
た
の
は
カ
タ
ル
シ
ス
、
す
な
わ
ち
「
情
念
の
浄
化
」（
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
こ
の
語
句

purgation
des
passionsを
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
の
訳
語
と
し
て
あ
て
る
）
で
あ
っ
た
。
恐
ろ
し
い
ば
か
り
の
情
念

の
暴
走
は
大
革
命
の
負
の
側
面
と
し
て
炙
り
だ
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
で
悲
劇
的
な
激
情
を
抑
制
す
る
に
は
や
は
り

理
性
を
鍛
え
る
ほ
か
は
な
い
。
必
要
な
の
は
理
性
を
行
使
す
る
た
め
の
明
確
な
法
則
で
あ
り
、
当
時
の
政
治
学
が
「
幾
何
学
的
明
証
性
」

を
希
求
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
個
人
の
道
徳
も
「
演
算
」
の
対
象
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う（

⚕
）。「
明
証
性
」
と
い
う
言
葉
は
『
文

学
論
』
で
も
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
、
人
び
と
を
「
情
念
の
領
域
」
か
ら
抜
け
出
さ
せ
る
の
は
明
証
性
に
よ
る
と
も
言
っ
て
い
る（

⚖
）。
夫
人
に

よ
れ
ば
、
専
制
政
治
に
政
治
学
（
science
politique）
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
そ
も
そ
も
こ
の
体
制
は
悟
性
に
よ
る
「
演
算
」
の
対
象
に
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も
な
ら
な
い
。
科
学
的
思
考
だ
け
が
情
念
の
爆
発
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
、
政
治
に
幾
何
学
的
明
証
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
こ
こ
に
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
思
想
の
影
響
を
み
て
と
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。

今
日
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
文
学
と
政
治
社
会
制
度
と
を
同
次
元
で
論
じ
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
抵
抗
を
感
じ
る
が
、『
文
学
論
』
の

正
式
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
論
じ
方
は
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
の
視
点
か
ら
し
て
も
む
し
ろ
当
然

と
い
え
た
。
か
れ
ら
の
意
図
は
政
治
と
道
徳
を
科
学
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
は
前
世
紀
の
遺
産
と
も
い
う
べ
き
革
命
の

精
神
を
現
実
社
会
に
適
合
さ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
。「
あ
ら
ゆ
る
才
能
と
あ
ら
ゆ
る
作
業
の
結
合
に
よ
っ
て
、
制
度
は
真
の
生
き
た
百
科

全
書
と
な
り
う
る
」
と
カ
バ
ニ
ス
は
い
う（

⚗
）。
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
考
え
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
が
一
貫
し
た
理
性
的

思
考
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
百
科
全
書
の
よ
う
に
合
理
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
観
念
の
生
成
を
知
る
こ
と
が
以
下
の
技
術
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
だ
れ
も
否
定
し
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
の

観
念
を
伝
達
す
る
技
術
、
す
な
わ
ち
文
法
の
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
観
念
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
真
理
を
湧
き
出
さ
せ
る

技
術
、
す
な
わ
ち
論
理
学
の
、
獲
得
さ
れ
た
真
理
を
教
え
広
め
る
技
術
、
す
な
わ
ち
知
識
教
育
（
instruction）
の
、
人
間
の
慣
習

を
形
成
す
る
技
術
、
す
な
わ
ち
人
格
教
育
（
éducation）
の
、
さ
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
を
感
知
し
そ
れ
を
統
御
す
る
い
っ

そ
う
重
要
な
技
術
、
す
な
わ
ち
道
徳
の
、
そ
し
て
最
後
に
、
他
の
す
べ
て
の
技
術
が
協
同
し
て
こ
そ
そ
の
技
術
の
成
功
に
つ
な
が
る
、

技
術
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
技
術
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
自
ら
の
同
類
か
ら
受
け
る
援
助
は
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
、
そ
し
て

不
愉
快
は
可
能
な
か
ぎ
り
少
な
く
な
る
よ
う
に
社
会
を
統
御
す
る
技
術
、
こ
れ
ら
の
技
術
そ
れ
ぞ
れ
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を（

⚘
）。

こ
れ
は
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
・
ト
ラ
シ
ー
が
「
考
え
る
能
力
に
つ
い
て
の
意
見
書
」（
M
ém
oire
sur
la
faculté
de
penser）

（
⚙
）

で
書
い

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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た
一
文
で
あ
る
。
ト
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
く
か
を
知
る
こ
と
が
ま
ず
厳
密
な
意
味
で

の
「
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
」
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
観
念
を
伝
達
す
る
技
術
で
あ
る
文
法
と
、
観
念
を
組
み
合
わ
せ
て
正
し
い
思
惟

を
生
成
す
る
論
理
学
を
あ
わ
せ
て
広
義
の
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
道
具
的
側
面
に
定
位
す
れ
ば
文
法

に
な
り
、
目
的
論
的
に
捉
え
れ
ば
論
理
学
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
三
つ
は
現
実
に
お
い
て
は
一
体
を
な
す
。
要
す
る
に
、
観
念
が
ど

の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
伝
達
・
拡
散
さ
れ
、
個
人
的
あ
る
い
は
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
を
知
る
こ
と
、

そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
知
識
は
相
互
に
深
く
連
結
し
あ
っ
て
い
て
、
全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
学
を
な
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
人
間
形
成
を
目
指
す
と
と
も
に
社
会
構
築
の
基
盤
に
も
な
っ
て
い
る

と
い
う
点
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。「
観
念
学
」
と
翻
訳
さ
れ
る
と
わ
か
り
に
く
い
が
、
こ
の
学
は
た
ん
に
抽
象
哲
学
の
思
弁
的
展
開

で
は
な
く
、
革
命
時
代
に
あ
た
ら
し
い
人
間
と
社
会
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
実
践
哲
学
で
あ
り
、
時
の
政
治
と
直
結
し
た
思
想
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ズ
ヴ
ィ
が
「
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
は
も
し
ロ
ッ
ク
、
ベ
ー
コ
ン
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
い
な
け
れ
ば
哲
学
的
に
あ
り
え
な
か
っ

た
だ
ろ
う
し
、
一
七
八
九
年
が
な
か
っ
た
ら
以
前
の
よ
う
に
な
お
抽
象
的
で
実
効
性
の
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」

（
10
）

と
い

う
の
は
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
現
実
的
実
効
性
を
意
図
し
た
の
は
、
革
命
の
動
乱
、
と

く
に
恐
怖
政
治
に
対
す
る
省
察
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
革
命
は
本
来
、
理
性
へ
の
絶
対
的
信
頼
の
も
と
に
遂
行
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
狂
気
と
見
ま
が
う
よ
う
な
激
し
い
感
情
（
情
念
）
の
奔
流
に
も
ま
れ
、
血
な
ま
ぐ
さ
い

恐
怖
政
治
を
現
出
さ
せ
た
。
理
性
が
容
易
に
狂
気
へ
と
反
転
す
る
さ
ま
を
人
び
と
は
ま
ざ
ま
ざ
と
見
た
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
ス
タ
ー
ル

夫
人
の
出
発
点
も
、
ま
さ
に
こ
の
怒
濤
の
よ
う
な
情
念
（
passions）
を
ど
の
よ
う
に
抑
制
す
る
か
と
い
う
問
題
に
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
以
降
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
は
、
社
会
的
制
度
を
革
命
的
理
性
に
拠
り
つ
つ
も
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を
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理
性
の
狂
奔
か
ら
守
る
か
と
い
う
問
題
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
の
枢
要
な
部
分
が
社
会
制
度
の
確
立
と
い
う
現
実
的
目

的
に
向
け
ら
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ル
夫
人
以
降
、
自
由
主
義
陣
営
に
属
し
て
い
た
文
人
た
ち
の
課
題
も
、
政
治
的
立
ち

位
置
に
右
派
左
派
の
別
は
あ
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
あ
る
種
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
要
請
の
も
と
、
名
実
と
も
に
王
政
復
古
の
政
治
的
中
核
を
担
い
は
じ
め
る
の
が
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル（

11
）

た
ち
で
あ
る
。
一
八
二
〇
年
ご
ろ
か
ら
ギ
ゾ
ー
が
そ
の
指
導
的
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
あ
た
ら
し
い
世
紀
と
と
も
に
生
ま

れ
た
あ
た
ら
し
い
世
代
に
は
、
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
の
混
乱
の
あ
と
を
う
け
て
、
真
の
意
味
で
革
命
を
終
わ
ら
せ
、
一
八
世
紀
思
想

の
遺
産
で
あ
る
理
性
に
立
脚
し
た
自
由
を
保
障
す
る
体
制
を
確
立
し
、
安
定
し
た
代
議
制
に
よ
る
政
府
を
創
る
と
い
う
実
践
的
な
目
標
が

あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
自
由
の
肯
定
と
民
主
主
義
の
発
展
を
現
実
の
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
悩
ま
し
い
問
題
で

も
あ
る
。
ギ
ゾ
ー
は
時
代
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
こ
の
任
務
の
特
殊
性
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
前
世
紀
の
思
想
を
厳
し
く
糾
弾
す
る
。

「
哲
学
は
、
哲
学
が
政
治
を
解
決
に
導
き
、
そ
し
て
制
度
、
法
、
公
権
力
は
学
識
あ
る
理
性
の
被
造
物
と
な
り
下
僕
と
な
る
と
豪
語
し
て

い
た
。
馬
鹿
げ
た
傲
慢
さ
だ
〔
…
…
〕」

（
12
）。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
識
そ
の
も
の
が
大
革
命
の
悲
劇
的
な
暴
走
を
招
い
た
と
い
う
。

理
念
的
な
議
論
ば
か
り
が
先
行
し
た
結
果
、
現
実
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
る
か
を
ほ
と
ん
ど
検
討
し
な
か
っ
た
こ
と
が

こ
う
し
た
結
果
を
生
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
一
八
一
五
年
に
い
た
る
ま
で
、
哲
学
が
革
命
の
不
幸
を
論
評
す
る
者
と
し
て
出
逢
っ

た
の
は
、
仮
借
な
き
敵
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
白
け
き
っ
た
共
犯
者
ば
か
り
だ
っ
た
。
一
方
は
復
讐
に
燃
え
、
他
方
は
平
穏
に
飢
え
、
革
命

の
原
理
に
対
置
で
き
る
も
の
と
い
え
ば
、
一
方
は
復
古
的
な
反
動
、
他
方
は
疲
労
か
ら
く
る
懐
疑
主
義
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

（
13
）。

そ
こ
で
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
は
こ
の
両
者
を
退
け
、
旧
体
制
に
戻
る
こ
と
も
、
革
命
の
原
理
に
も
ろ
手
を
挙
げ
て
賛
同
す
る
こ
と
も

せ
ず
、
一
七
八
九
年
だ
け
で
な
く
歴
史
全
体
の
結
果
と
し
て
あ
る
現
時
点
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
率
直
に
受
け
入
れ
、
理
性
に
よ
る
土
台
、

と
い
っ
て
も
旧
体
制
の
社
会
を
そ
の
名
に
お
い
て
破
壊
し
た
よ
う
な
理
論
と
は
異
な
る
土
台
の
う
え
に
政
府
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
の

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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だ
と
い
う（

14
）。
革
命
と
闘
い
つ
つ
そ
れ
を
護
る
と
い
う
、
一
見
す
る
と
二
律
背
反
的
な
立
場
に
進
ん
で
身
を
置
き
、
そ
れ
ら
を
止
揚
す
る
か

た
ち
で
あ
た
ら
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
政
体
を
創
造
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
分
た
ち
に
課
さ
れ
た
使
命
と
自
覚
し
て
い
る
の
だ
。
ふ
た
つ

の
時
代
、
ふ
た
つ
の
立
場
を
つ
な
ぐ
折
衷
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
一
九
世
紀
前
半
の
精
神
風
土
は
、
文
学
か
ら
政
治
思
想

に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
混
淆
も
し
く
は
折
衷
を
特
徴
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
回
想
す
る
ギ
ゾ
ー
の
筆
致
も
、
否
定
と

肯
定
の
は
ざ
ま
で
調
停
を
目
指
し
つ
つ
論
を
紡
い
で
い
く
た
め
、
結
果
と
し
て
多
様
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
息
の
長
い
文
章
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
。

哲
学
的
高
揚
と
政
治
的
節
度
の
こ
の
混
淆
、
諸
々
の
法
と
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
に
対
す
る
こ
の
理
性
的
尊
重
、
あ
た
ら
し
く
も
あ
り
保

守
的
で
も
あ
り
、
反
革
命
的
で
あ
り
な
が
ら
復
古
的
で
も
な
く
、
し
か
も
言
葉
に
お
い
て
し
ば
し
ば
尊
大
で
あ
り
つ
つ
も
実
質
に
お

い
て
謙
虚
で
あ
る
よ
う
な
理
論

ド
ク
ト
リ
ン、
こ
れ
ら
に
こ
そ
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
は
自
ら
の
重
要
さ
と
名
前
を
負
う
た
の
で
あ
る（

15
）。

ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
王
政
復
古
と
い
う
時
代
は
、
た
だ
知
的
に
も
の
ご
と
を
練
り
上
げ
る
努
力
に
よ
っ
て
の
み
性
格
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
実
行
へ
と
そ
の
地
平
を
拓
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
焦
点
を

あ
て
て
検
討
し
な
け
れ
ば
歴
史
的
意
味
を
見
失
っ
て
し
ま
う（

16
）。
変
革
の
理
念
を
練
り
、
そ
の
原
理
と
な
る
も
の
を
確
立
す
る
と
同
時
に
、

そ
れ
を
現
実
社
会
へ
適
用
す
る
た
め
に
い
わ
ば
翻
訳
す
る
努
力
が
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
―
―
そ
の
よ
う
な
認
識
が
現
実
に
共
有
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
見
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
政ㅟ

治ㅟ

にㅟ

つㅟ

いㅟ

てㅟ

考ㅟ

えㅟ

るㅟ

者ㅟ

は
同
時
に
政ㅟ

治ㅟ

をㅟ

行ㅟ

うㅟ

者ㅟ

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来

分
か
た
れ
て
い
た
こ
の
両
者
を
合
致
さ
せ
、
学
者
と
政
治
家
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
―
―
そ
の
よ
う
な
時
代
の
必
然
的
要
求
を
も
っ
と
も

典
型
的
な
か
た
ち
で
体
現
し
た
の
が
ギ
ゾ
ー
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
ギ
ゾ
ー
時
代
」（
Le
m
om
entGuizot）
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る（

17
）。

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
巻
第
三
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第70巻第⚓号／
柏木 治 最終⚓校／通し

三
六

最終⚓校／通し



と
こ
ろ
で
、
革
命
と
帝
政
の
動
乱
を
生
き
、
大
な
り
小
な
り
自
由
主
義
の
洗
礼
を
受
け
て
き
た
人
び
と
が
一
八
一
四
年
以
降
を
あ
た
ら

し
い
時
代
と
捉
え
、
気
概
を
も
っ
て
あ
ら
た
な
価
値
の
創
造
へ
と
進
む
の
は
理
解
で
き
る
が
、
も
う
少
し
あ
と
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
た

者
た
ち
は
こ
う
し
た
事
態
に
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
の
思
想
と
実
践
は
、
や
や
単
純
化
し
て
い

え
ば
、
革
命
の
正
負
を
み
ず
か
ら
の
経
験
の
な
か
に
溶
か
し
込
み
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
な
も
の
を
精
製
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し

か
し
、
つ
ぎ
の
世
代
は
革
命
の
あ
と
に
、
早
く
て
も
そ
の
渦
中
で
生
ま
れ
、
ほ
と
ん
ど
経
験
的
裏
打
ち
が
な
い
。
実
際
に
一
九
世
紀
前
半

の
自
由
主
義
の
世
代
と
い
っ
た
括
り
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
革
命
を
「
知
る
」
世
代
と
そ
の
あ
と
に
く
る
世
代
と
の
あ
い
だ
に
差

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
世
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

二

王
政
復
古
と
「
世
代
」

ル
イ
・
ジ
ラ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
八
二
七
年
に
お
け
る
人
口
構
成
を
み
る
と
、
全
人
口
の
三
分
の
二
は
革
命
勃
発
の
一
七
八
九
年
に
は

ま
だ
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
一
七
八
九
年
時
点
で
二
〇
歳
を
超
え
て
い
た
者
は
す
で
に
全
人
口
の
九
分
の
一
に
ま
で
減
っ
て
い
た（

18
）。
こ
の
よ

う
な
状
況
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
王
政
復
古
の
時
代
に
い
わ
ゆ
る
世
代
意
識
が
強
く
押
し
出
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
思
想
は
革
命
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
が
、
革
命
を
み
ず
か

ら
の
経
験
と
し
て
生
き
た
人
間
の
割
合
は
、
こ
の
時
期
に
は
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
革
命
を
知
る
世
代
と
そ
の
後
の
世
代
、
そ

こ
に
は
当
然
な
が
ら
歴
史
認
識
に
お
い
て
も
と
る
べ
き
政
治
的
態
度
に
お
い
て
も
、
な
に
が
し
か
の
違
い
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

世
紀
の
変
わ
り
目
あ
た
り
に
生
ま
れ
た
世
代
、
言
い
換
え
れ
ば
、
十
代
の
半
ば
か
後
半
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
が
終
わ
り
、
あ
た
か
も
歴

史
が
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
世
代
は
、
こ
の
時
期
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
ほ
ど

述
べ
た
よ
う
に
、
革
命
時
代
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
を
幼
年
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
生
き
た
ギ
ゾ
ー
の
よ
う
な
人
び
と
に
と
っ
て
、
一
八

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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一
四
年
は
先
達
た
ち
が
破
壊
し
た
旧
い
フ
ラ
ン
ス
を
建
て
直
す
契
機
と
な
っ
た
年
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
か
れ
ら
に
は
歴
史
的
使
命
感

が
あ
っ
た
。
一
七
八
九
年
の
闘
士
た
ち
が
学
ん
だ
一
八
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
と
袂
を
分
か
ち（

19
）、
革
命
の
遺
産
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
ま
っ

た
く
あ
た
ら
し
い
社
会
を
創
造
す
る
世
代
に
属
す
る
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
未
来
に
目
を
向
け
た
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
世
代
の
分
断
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
で
は
そ
の
あ
と
に
く
る
世
代
は
ど
う
か
。

も
ち
ろ
ん
幼
少
期
の
環
境
や
階
級
的
立
場
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
が
、
一
八
世
紀
的
思
想
の
縛
り
や
革
命
時
代
の
記
憶
が
な
い
が
ゆ
え

に
、
む
し
ろ
直
前
の
世
代
以
上
に
あ
た
ら
し
い
未
来
へ
の
不
安
と
期
待
を
率
直
に
感
じ
取
っ
て
い
た
節
が
あ
る
。

わ
た
し
は
自
分
自
身
の
無
力
さ
に
痛
ま
し
い
ほ
ど
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
た
。
わ
た
し
の
時
代
の
無
力
さ
に
、
と
言
っ
て
も
い
い
。
な
ぜ

な
ら
、
自
分
の
ま
わ
り
に
頼
れ
る
案
内
役
も
い
な
け
れ
ば
、
慄
き
つ
つ
も
焦
る
よ
う
な
気
持
ち
で
歩
を
進
め
よ
う
と
す
る
同
道
の
仲

間
さ
え
見
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ（

20
）。

エ
ド
ガ
ー
ル
・
キ
ネ
（
一
八
〇
三
年
生
ま
れ
）
の
記
し
た
こ
の
よ
う
な
無
力
感
は
、
た
し
か
に
過
去
を
破
壊
さ
れ
た
者
の
寄
る
辺
な
き

不
安
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
絶
望
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
絶
望
に
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、「
し
ば
し
ば
こ
の
苦
悩

が
絶
望
に
い
た
る
と
は
い
え
、
憂
愁
や
生
き
る
こ
と
へ
の
倦
怠
、
前
世
紀
末
ご
ろ
に
漠
た
る
情
熱
と
よ
ば
れ
た
も
の
す
べ
て
に
類
似
す
る

も
の
は
何
ひ
と
つ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
点
だ
。
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
否
定
的
な
要
素
を
ロ
マ
ン
主
義
的
な
感
性
の
は
し
り
と
認
識

さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
同
時
代
人
の
記
述
を
も
う
少
し
仔
細
に
追
え
ば
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
、
い

わ
ゆ
る
世
紀
病
的
な
情
感
と
は
か
な
り
異
な
る
心
持
ち
が
芽
生
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
続
い
て
述
べ
ら
れ
る
「
精
神
に
か
か
わ
る
事

柄
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
刷
新
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
予
感
が
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
未
来
へ
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の
期
待
感
が
差
し
込
ん
で
い
る
。「
そ
れ
は
む
し
ろ
生
き
た
い
と
い
う
盲
目
的
な
焦
り
、
落
ち
着
か
な
い
期
待
、
将
来
へ
の
待
て
ぬ
野
心
、

蘇
る
思
想
の
一
種
の
陶
酔
、
帝
政
が
去
っ
た
あ
と
の
魂
の
狂
っ
た
よ
う
な
渇
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
い
ま
だ
空
っ
ぽ
の
世
界
の

真
ん
中
で
、
生
み
出
し
た
い
、
創
造
し
た
い
と
い
う
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
願
望
と
結
び
つ
い
て
い
た
」

（
21
）。

わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
る
と
、
世
界
と
う
ま
く
折
り
合
い
が
つ
か
ず
に
苦
悩
す
る
自
己
意
識
と
い
っ
た
内
向
的
ま
な
ざ
し
に
力
点
を
お
い

て
ロ
マ
ン
主
義
を
捉
え
が
ち
だ
。
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
い
え
ば
「
自
我
（
M
oi）
の
回
帰
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
た
し
か

に
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
革
命
、
帝
政
、
復
古
王
政
と
、
短
期
間
で
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
体
制
の
な
か
で
う

ま
れ
た
政
治
的
不
信
、
さ
ら
に
は
、
か
つ
て
は
絶
対
的
と
思
わ
れ
て
い
た
体
制
的
価
値
（
す
な
わ
ち
自
分
の
外
部
に
あ
る
価
値
）
に
対
す

る
不
信
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
人
び
と
を
自
身
の
内
な
る
価
値
へ
と
目
を
向
け
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
王
政
復

古
と
と
も
に
再
生
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
お
い
て
も
、
革
命
に
よ
っ
て
一
度
は
否
定
さ
れ
た
教
会
の
権
威
に
す
が
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
神
と
自
分
と
の
直
接
的
対
話
の
な
か
に
宗
教
的
神
秘
や
荘
厳
な
美
を
感
じ
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
源
流
に
は
ル
ソ
ー
の
『
告

白
』（
一
七
八
二
、
八
九
）、
さ
ら
に
は
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』（
一
七
七
四
）

（
22
）

を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主

義
の
影
響
が
大
き
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
わ
た
し
」
を
語
る
文
学
が
圧
倒
的
な
流
行
を
お
さ
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
周
知
の
事
実
だ
。

一
九
世
紀
の
初
め
か
ら
、『
ア
タ
ラ
』『
ル
ネ
』
を
筆
頭
に
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
や
『
コ
リ
ン
ヌ
』、
さ
ら
に
は
『
ア
ド
ル
フ
』
と
い
っ
た

登
場
人
物
の
名
前
（
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
）
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た
作
品
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
書
か
れ
は
じ
め
る
が（

23
）、
こ
れ
も
世
界
に
た
っ
た

一
個
の
「
わ
た
し
」
の
あ
り
よ
う
を
内
観
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
の
反
映
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
自
我
の
小
説
は
、
目
ま
ぐ
る

し
い
政
変
の
あ
と
、
変
動
す
る
不
安
定
き
わ
ま
り
な
い
外
的
価
値
に
す
が
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
あ
た
か
も
崩
れ
去
っ
た
大
伽
藍
の

瓦
礫
の
あ
い
だ
で
な
す
す
べ
も
な
く
立
ち
す
く
む
が
ご
と
く
、
実
存
的
な
不
安
に
怯
え
る
若
い
世
代
に
共
通
す
る
精
神
的
傾
向
の
文
学
的

表
現
で
あ
っ
た
。
あ
る
種
の
虚
無
感
や
現
実
逃
避
が
つ
き
ま
と
う
の
も
当
然
の
こ
と
で
、
焦
燥
と
倦
怠
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
彩
ら
れ
た
根

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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拠
な
き
自
信
と
挫
折
感
、
自
己
承
認
欲
求
と
意
志
力
の
欠
如
に
よ
る
無
力
感
な
ど
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
よ
う
な
漠
た
る
情
念
（
シ
ャ

ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
そ
れ
を
«
le
vague
despassions»
と
よ
ん
だ（

24
））
に
苛
ま
れ
る
心
情
が
さ
ま
ざ
ま
に
吐
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
さ

さ
か
教
科
書
風
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
「
世
紀
病
」（
m
aldu
siècle）
と
称
さ
れ
た
精
神
状
態（

25
）は
、
現
実
離
れ
し
た
理
想
主
義
的
傾
向
を

文
学
に
吹
き
込
み
、
ロ
マ
ン
主
義
の
一
大
特
徴
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
若
者
の
意
識
の
な
か
に
は
も
っ
と
明
る
い
希
望
の
光
が
さ
し
て
い
る
。
自
分
た
ち

の
時
代
を
担
う
よ
う
な
世
代
意
識
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
あ
き
ら
か
に
外
部
へ
の
、
す
な
わ
ち
社
会
へ
の
希
望
的
な
視
線
を
投
げ
か
け
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。

あ
た
ら
し
い
世
代
が
立
ち
上
が
る
。
こ
の
世
代
は
ふ
た
つ
の
党
派
が
発
言
権
を
有
し
て
い
た
時
代
、
懐
疑
主
義
の
さ
な
か
で
生
を
受

け
た
。
こ
の
世
代
は
耳
を
傾
け
、
そ
し
て
理
解
し
た
。
自
分
た
ち
に
と
っ
て
古
い
教
理
に
権
威
は
な
い
。
自
分
た
ち
に
と
っ
て
懐
疑

主
義
は
そ
の
よ
う
な
教
理
に
対
し
て
正
当
だ
が
、
そ
れ
自
体
は
間
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
か
を
壊
せ
ば
何
も
残
ら
な
い
。
そ
し
て

こ
の
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た
ち
の
父
親
を
追
い
越
し
、
父
親
た
ち
の
い
う
理
論
の
虚
し
さ
を
感
じ
と
っ
た
の
だ
。
か
れ
ら
に
は
あ
た

ら
し
い
信
仰
の
予
感
が
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
熱
狂
し
つ
つ
、
確
信
と
決
意
を
も
っ
て
こ
の
魅
惑
的
な
見
通
し
に
し
が
み
つ
く
。
あ
た

ら
し
い
日
々
へ
の
希
望
は
か
れ
ら
の
う
ち
に
あ
る
。
か
れ
ら
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
運
命
を
授
け
ら
れ
た
使
徒
で
あ
り
、
世
界
の
救
済

は
か
れ
ら
の
手
の
内
に
あ
る
の
だ（

26
）。

こ
の
文
章
は
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
が
一
八
二
三
年
に
書
い
た
も
の
で
、
二
年
後
の
一
八
二
五
年
五
月
二
四
日
の
『
グ
ロ
ー
ブ
』

紙
に
「
い
か
に
し
て
古
い
教
義

ド
グ
マ

は
終
わ
る
か
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
ひ
と
つ
の
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
し
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て
伝
播
し
、
広
が
り
、
支
配
的
に
な
っ
た
の
ち
、
ド
グ
マ
化
し
て
廃
れ
て
い
く
か
、
そ
の
過
程
を
一
般
的
に
叙
述
し
た
も
の
だ
が
、
右
に

引
い
た
と
お
り
、
あ
き
ら
か
に
か
れ
の
生
き
た
時
代
の
世
代
交
代
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
が
生
ま
れ
た
の

は
一
七
九
六
年
で
、
王
政
復
古
を
経
験
す
る
の
は
十
代
の
終
わ
り
近
く
で
あ
り
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
の
は
二
七
歳
前
後
で
あ
っ
た
。

多
様
な
要
素
を
は
ら
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
淵
源
を
も
つ
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
や
感
性
を
一
言
で
言
い
表
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
が
、
か

ぎ
り
な
く
同
時
代
に
視
点
を
近
づ
け
て
見
る
な
ら
ば
、「
い
ま
・
こ
こ
」
の
現
実
か
ら
の
逃
避
や
ひ
た
す
ら
自
己
の
内
部
へ
と
遡
行
す
る

一
派
が
い
た
と
同
時
に
、
時
代
を
切
り
拓
く
精
神
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
、
あ
る
世
代
的
ま
と
ま
り
を
強
烈
に
意
識
し
、
そ
れ
を
政
治
行

動
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
若
者
た
ち
の
存
在
も
ま
た
、
ロ
マ
ン
主
義
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
色
を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
と
い
う
点
を
軽
視
し
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
よ
り
一
歳
年
下
の
シ
ャ
ル
ル
・
レ
ミ
ュ
ザ
（
一
七
九
七
年
生
ま
れ
）
も
自
分
の
属
し
て
い
る
世
代
を

明
確
に
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る（

27
）。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
一
九
世
紀
と
と
も
に
生
ま
れ
た
世
代
は
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
ら
の
世
代
と
は
微
妙
に
時
代
意
識
が
異

な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
さ
き
ほ
ど
「
世
紀
病
」
に
触
れ
た
が
、
ミ
ュ
ッ
セ
の
言
葉
を
引
い
て
み
よ
う
。

い
ま
の
世
紀
病
は
す
べ
て
ふ
た
つ
の
理
由
に
由
来
す
る
。
九
三
年
と
一
八
一
四
年
を
通
過
し
た
人
び
と
は
心
に
ふ
た
つ
の
傷
を

負
っ
て
い
る
―
―
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
の
す
べ
て
、
い
ま
だ
に
存
在
し
な
い
も
の
の
す
べ
て
。
わ
れ
わ
れ
の
不
幸
の
秘

密
を
他
所
に
も
と
め
て
は
な
ら
な
い（

28
）。

べ
つ
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
が
不
安
定
で
予
測
困
難
な
一
九
世
紀
前
半
の
よ
う
な
時
代
に
こ
そ
、
人
び
と
の
心
性
は

現
実
逃
避
的
な
軌
跡
を
描
く
一
方
で
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
地
平
へ
と
収
斂
し
て
い
く
傾
向
を
同
時
に
み
せ
る（

29
）。
銀
行
家
や
実
業
家
を
名

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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実
と
も
に
支
配
者
層
へ
と
押
し
上
げ
る
機
運
を
う
み
、「
金
」
や
「
市
場
」
へ
の
信
仰
が
絶
大
な
も
の
と
な
っ
て
表
出
し
て
く
る
の
も
こ

の
時
代
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
香
水
商
の
隆
盛
と
破
産
を
描
い
た
小
説
の
な
か
で
、「
で
き
ご
と
自
体
が
絶
対
的
だ
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
な
く
、
そ
の
結
果
は
何
か
ら
何
ま
で
個
人
し
だ
い
な
の
で
あ
る
。
不
幸
と
は
天
才
に
と
っ
て
は
踏
み
台
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ

て
は
清
め
の
池
、
賢
い
人
間
に
は
宝
の
蔵
、
弱
い
人
間
た
ち
に
は
奈
落
な
の
だ
」

（
30
）

と
述
べ
た
が
、
す
べ
て
が
個
人
の
才
能
と
力
量
に
委
ね

ら
れ
は
じ
め
た
社
会
（
こ
の
小
説
の
舞
台
は
一
八
一
八
年
か
ら
二
三
年
ご
ろ
）
の
不
安
と
期
待
に
彩
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

九
三
年
を
通
過
し
な
か
っ
た
世
代
は
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
ら
の
世
代
よ
り
も
そ
う
し
た
現
実
に
近
い
と
こ
ろ
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら

時
代
を
見
据
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
政
治
も
そ
の
現
実
へ
の
関
心
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
精
神
を
体
現
し

て
い
た
の
が
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
で
あ
り
、
否
応
な
く
現
実
を
相
手
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
多
分
に
ク
ー
ザ
ン
風
の
折
衷
主
義
に

与
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。

三

民
衆
の
ロ
マ
ン
主
義
的
形
象

一
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
ま
な
ざ
し
は
、
現
実
に
近
い
と
こ
ろ
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
は
る
か
に
隔
た
っ
た
遠

景
と
し
て
対
象
を
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
認
識
を
う
む
。
周
知
の
と
お
り
、「
民
衆
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
大
き
く

異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
育
む
こ
と
に
な
る
。

一
八
世
紀
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
革
命
の
担
い
手
と
し
て
民
衆
が
神
話
化
さ
れ
て
い
く
の
は
一
九
世
紀
前
半
の
こ
と
だ
。
ミ
シ
ュ
レ
が
こ

れ
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
も
う
少
し
時
代
が
下
っ
て
の
こ
と
で
あ
る（

31
）。
じ
つ
は
、
王
政
復
古
と
と
も
に
活
発
化
し
た
教
権

主
義
に
対
抗
す
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
一
八
世
紀
の
思
想
が
息
を
吹
き
返
し
た
。
王
政
復
古
の
時
代
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
一
八

世
紀
の
思
想
家
た
ち
の
書
物
が
数
多
く
再
版
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
、
す
な
わ
ち
帝
政
時
代
に
は
、
宗
教
が
問
題
に
な
る

關
西
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こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
レ
ミ
ュ
ザ
が
幼
少
期
の
母
の
サ
ロ
ン
の
記
憶
を
た
ど
っ
て
書
い
て
い
る
と
お
り
、「
宗
教
は
政
治
的
必
要

性
と
い
う
名
目
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
も
擁
護
す
る
こ
と
も
と
も
に
無
意
味
な
こ
と
の

よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ（

32
）。
そ
れ
が
王
政
復
古
と
と
も
に
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
。
王
権
と
教
会
の
合
体
と
い
う
理
念
が
再
び
あ

ら
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
伝
統
主
義
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
期
待
を
、
革
命
の
精
神
を
継
承
す
る
者
た
ち
に
は
逆
に
深
い
警
戒
の
念

を
呼
び
さ
ま
す
こ
と
と
な
っ
た
。
啓
蒙
主
義
時
代
の
反
王
政
、
反
教
権
主
義
的
な
書
籍
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
の
も
こ
う
し
た
警
戒
か

ら
で
あ
る
。
テ
ュ
ロ
ー
=
ダ
ン
ジ
ャ
ン
は
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

帝
政
期
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
の
再
版
は
一
度
た
り
と
も
な
か
っ
た
。
一
八
一
七
年
か
ら
一
八
二
四
年
に
か
け
て
、
前
者
は

一
二
回
、
後
者
は
一
三
回
も
再
版
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
全
集
三
一
万
六
千
部
、
ル
ソ
ー
全
集
二
四
万
部
が
出
版
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
全
体
で
二
〇
〇
万
冊
以
上
。
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ド
ル
バ
ッ
ク
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
、
ヴ
ォ
ル
ネ
ー
も
大
い

な
る
戦
い
に
参
加
す
る
た
め
に
墓
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
た（

33
）。

こ
れ
は
反
教
権
主
義
の
動
向
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
王
政
復
古
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ほ
ど
ル
ソ
ー
や
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
が
前
景
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
と
く
に
反
教
権
主
義
が
反
体
制
派
の
重
要
な
思
想
的
足
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
修
道
会
（
Congrégation）
と
イ
エ
ズ
ス
会
、
司
祭
党
（
parti‒prêtre）
と
い
っ
た
熱
烈
な
カ
ト
リ
ッ

ク
支
持
団
体
に
対
す
る
敵
視
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
修
道
会
の
隠
然
た
る
影
響
力
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』

が
如
実
に
描
い
て
い
る
と
お
り
だ（

34
）。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
な
か
で
、
民
衆
は
一
八
世
紀
思
想
の
蘇
生
に
援
護
さ
れ
る
か
た
ち
で
人
民
主
権
の
受
託
者
と
し
て
原

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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理
化
さ
れ
、
サ
ン
=
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
と
し
て
図
像
と
と
も
に
神
話
化
さ
れ
理
念
化
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に

即
し
て
み
れ
ば
そ
う
で
は
な
い
。
産
業
革
命
の
進
展
と
と
も
に
、
大
都
市
、
と
く
に
首
都
パ
リ
に
は
多
く
の
労
働
者
が
押
し
寄
せ
、
そ
れ

が
現
実
の
民
衆
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
く
の
だ
。
都
市
人
口
の
爆
発
的
増
大
に
よ
っ
て
都
市
の
同
質
性
は
一
段
と
崩
れ
、
伝
統
的
な
階

層
の
枠
組
か
ら
は
逸
脱
す
る
「
よ
そ
者
」
が
数
多
く
闊
歩
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ウ
ェ
ク
ス
ラ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
都
市
で
は
警
戒
心
を
も
ち
な
が
ら
「
他
者
」
を
「
観
察
」
す
る
視
線
が
行
き
交
う
。
奇
妙
に
も
、
と
う
に
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
い
た

は
ず
の
観
相
学
が
流
行
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る（

35
）。
理
念
化
さ
れ
た
民
衆
と
現
実
の
民
衆
。「
近
く
に
あ
り
な
が
ら
遠
く
に
あ
り
、
わ
れ
わ

れ
の
内
に
い
な
が
ら
外
に
も
い
る
民
衆
、
自
明
の
理
な
の
に
見
い
だ
せ
ず
、
追
い
つ
け
る
は
ず
な
の
に
追
い
つ
け
な
い
」、「
巨
人
に
し
て

小
人
た
る
民
衆
、
純
潔
に
し
て
穢
れ
た
る
民
衆
、
つ
ね
に
勝
利
を
約
束
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
つ
ね
に
敗
北
す
る
悲
し
い
民
衆
」

（
36
）―
―
民
衆

と
は
そ
の
よ
う
な
謎
め
い
た
複
合
的
観
念
な
の
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
民
衆
は
原
理
的
に
は
人
民
主
権
の
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
一
九
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
や
ド

ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
も
じ
つ
は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
民
主
権
の
観
念
は
革
命
の
行
き
過

ぎ
を
助
長
し
た
元
凶
と
み
な
さ
れ
、
あ
ち
こ
ち
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
の
中
核
を
担
う
観
念
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
の
時
代
の
民
衆
は
ま
だ
理
性
に
よ
る
政
府
と
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
情
念
（
passions）
に
支
配
さ
れ
、
激

情
に
翻
弄
さ
れ
る
「
未
開
人
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
王
政
復
古
の
政
治
が
革
命
の
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
目

指
し
た
も
の
は
理
性
的
で
科
学
的
な
政
治
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
の
哲
学
を
介
し
て
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
へ
と
受
け
継

が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ル
夫
人
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
情
念
を
で
き
る
だ
け
政
治
か
ら
引
き
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
情
念
的
存
在
と
み
な
さ
れ
た
民
衆
に
主
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
極
力
避
け
る
べ
き
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。 關
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ロ
マ
ン
主
義
は
一
八
世
紀
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
民
衆
は
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
て
し

か
る
べ
き
人
び
と
の
集
合
で
あ
り
、
本
来
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
遠
景
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
理
念
的
民
衆
で
あ
っ
て
、
間
近
に
捉
え
ら
れ
た
民
衆
は
「
未
開
人
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
「
異
文
化
」

で
あ
っ
た
。
革
命
の
担
い
手
と
し
て
神
話
化
さ
れ
た
民
衆
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
生
活
圏
に
接
近
す
る
や
、
の
ち
に
ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ

が
描
く
よ
う
な
文
明
の
埒
外
に
い
る
野
蛮
人
と
み
な
さ
れ
る（

37
）。「
タ
ヒ
チ
や
イ
ロ
コ
イ
の
人
び
と
の
生
活
習
慣
の
研
究
か
ら
出
発
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
が
フ
ラ
ン
ス
の
農
民
を
見
は
じ
め
、
信
仰
や
生
活
様
式
に
お
い
て
か
の
地
の
人
び
と
と
さ
し
て
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に

自
国
の
農
民
も
い
る
と
考
え
る
に
い
た
る
ま
で
は
、
ほ
ん
の
一
歩
の
距
離
で
し
か
な
か
っ
た
」

（
38
）

と
い
う
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
の
指
摘
は
都

会
の
民
衆
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
パ
リ
は
新
世
界
の
森
の
よ
う
な
も
の
で
、
た
く
さ
ん
の
野
蛮
人
が
う
ろ
つ
い
て
い
る
」

（
39
）

と
い
う
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
叙
述
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
民
衆
の
見
方
も
ま
た
両
義
的
で
あ
る
。
遠
く
に
み
る
民
衆

は
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
の
民
衆
詩
人
フ
ェ
ラ
ン
テ
・
パ
ラ
の
よ
う
に
高
貴
で
あ
り
理
想
化
さ
れ
る
一
方
、
近
く
に
み
る
民
衆
は
排
斥
さ
れ

る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。「
わ
た
し
は
民
衆
を
愛
す
る
し
、
か
れ
ら
を
抑
圧
す
る
者
は
大
嫌
い
だ
。
が
、
民
衆
と
と
も
に
暮
ら
す
と
な
れ

ば
、
そ
れ
は
絶
え
ざ
る
責
め
苦
だ
ろ
う
」

（
40
）。

こ
こ
に
は
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
精
神
構
造
に
原
理
的
に
宿
る
遠
近
法
が
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム

（
異
国
趣
味
）
の
視
線
と
共
通
す
る
部
分
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
。
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
逆
説
と
称
し
て

そ
の
本
質
に
迫
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
理
想
の
役
割
を
果
た
す
も
っ
と
も
適
し
た
候
補
者
は
も
っ
と
も
遠
く
に
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
知

ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
民
で
あ
り
、
文
化
で
あ
る
。〔
中
略
〕
他
者
を
よ
く
知
る
と
い
う
こ
と
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
両
立
不

ロ
マ
ン
主
義
的
遠
近
法
―
―
王
政
復
古
期
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
あ
い
だ
―
―
（
柏
木
）
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可
能
で
あ
る
。
だ
が
一
方
、
他
者
に
つ
い
て
の
無
知
は
他
者
を
ほ
め
た
た
え
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ

ズ
ム
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
望
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
知
で
あ
り
つ
つ
〔
他
者
を
知
ら
ず
し
て
〕
ほ
め
た
た

え
よ
う
と
望
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
構
成
す
る
逆
説
で
あ
る（

41
）。

ロ
マ
ン
主
義
の
民
衆
へ
の
ま
な
ざ
し
も
ま
た
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
構
成
す
る
逆
説
と
同
じ
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
民
衆

は
も
っ
と
も
遠
く
に
あ
る
と
き
に
称
賛
の
対
象
と
な
る
。
民
衆
を
知
ら
な
け
れ
ば
称
え
よ
う
も
な
い
は
ず
な
の
に
、
遠
く
に
置
き
、
無
知

で
あ
り
つ
つ
彼
ら
を
理
想
化
す
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
ロ
マ
ン
主
義
的
な
ま
な
ざ
し
の
構
造
は
、
多
分
に
こ
の
よ
う
な
遠
近
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
時
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
し
、「
い
ま
・
こ
こ
」
の
現
実
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
心
性
に
も
こ

の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
た
ち
の
現
実
主
義
的
な
姿
勢
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
反
ロ
マ
ン
主
義
的
と
も

い
え
る
だ
ろ
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
に
徹
す
る
こ
と
は
現
実
と
の
近
さ
ゆ
え
に
凡
庸
で
あ
り
、
七
月
王
政
期
に
は
か
れ
ら
の
担
う
政
府
は
「
中

庸
主
義
」（
juste‒m
ilieu）
と
も
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
実
へ
の
引
き
戻
し
が
な
け
れ
ば
お
そ
ら
く
そ
の

後
の
ロ
マ
ン
主
義
は
も
っ
と
痩
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
現
実
主
義
の
引
力
と
そ
の
反
作
用
の
あ
い
だ
で
ロ
マ
ン
主
義

の
運
動
が
よ
り
豊
饒
な
展
開
を
み
せ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

註（
⚑
）Pi erre

Rosanvall on, Le
m
om
ent G

ui zot, Galli m
ard, 1985, p. 12.

（
⚒
）Ibi d., p. 13.
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（
⚓
）M

adam
e
de
Staël, D

e
l’i nfl uence

despassi onssur
l e
bonheur

desi ndi vi duset desnati ons, Jean
N
ourer, Lausanne, 1796, p. 10.

（
⚔
）Ibi d., p. 10.

（
⚕
）Ibi d., p. 13.

（
⚖
）D

e
l a
litt érat ure

consi dérée
danssesrapport savec

l esi nstit uti onssoci al es,i n
Œ
uvresde

M
adam

e
l a
baronne

de
St aël ‒H

ol st ei n, t. II,
Lef èvre, 1838, p. 387.

（
⚗
）
François
A
zouvi,
«
L’institut
national:
une
véritable
encyclopédie
vivante?
»,
F.
A
zouvi
(dir.),
L’Im
stitution
de
la
raison,

EH
ESS-V
rin,1992,pp.51-61.

（
⚘
）D

estutt
de
T
racy, M

ém
oi re

sur
l a
f acult é

de
penser, D

e
l a
m
ét aphysi que

de
K
ant et aut res

t ext es, A
nne
et
H
enry

D
eneys

(éds. ),
Fayard, 1992, pp. 37-39.

（
⚙
）
こ
れ
は
一
七
九
六
年
に
書
か
れ
、
同
年
四
月
二
一
日
（
共
和
歴
四
年
花
月
二
日
）
に
朗
読
さ
れ
た
。

（
10
）Françoi s

A
zouvi, «

A
vant‒propos

»
de
L’ Instit uti on

de
l a
rai son, op. cit., p. 11.

（
11
）「
純
理
派
」「
正
理
論
派
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
訳
語
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
」
と
し
て
お
く
。
こ
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と

一
八
一
七
年
、
下
院
の
廊
下
で
使
用
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
当
初
は
カ
ミ
ー
ユ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ン
、
ド
・
ブ
ロ
イ
、
ロ
ワ
イ
エ
=
コ
ラ
ー
ル
の
三
人
を
指
す

も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
キ
ゾ
ー
を
中
心
と
す
る
知
的
・
政
治
的
集
団
を
こ
の
語
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
現
の
起
源
と
集
団
の
成
立
に
つ
い

て
はD

uvergi erde
H
auranne, H

i st oi redu
gouvernem

ent parl em
ent ai reen

France( 1814-1848), M
i chel Lévy, 1857-71, t. III, p. 534

を

参
照
。

（
12
）
François
Guizot,M
ém
oirespour
servir
à
l’histoire
de
m
on
tem
ps,M
ichelLévy,1858,t.I,p.157.

（
13
）
Ibid.,p.158.

（
14
）
Ibid.,p.158.

（
15
）
Ibid.,p.159.

（
16
）Pi erre
Rosavall on, op. cit., p. 28.

（
17
）Ibi d., pp. 28-29.

（
18
）
Louis
Girard,Le
libéralism
e
en
France
de
1814
à
1848.D
octrine
etm
ouvem
ent,Paris,CD
U
,1966,pp.212-213.
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（
19
）
ギ
ゾ
ー
は
一
七
八
七
年
生
ま
れ
で
、
一
八
一
四
年
に
は
二
七
歳
に
な
っ
て
い
る
。

（
20
）Edgar

Q
ui net, H

i st oi re
de
m
esi dées, H

achette, 1905, p. 181.
（
21
）
Ibid.,p.182.

（
22
）
最
初
の
仏
訳
は
二
年
後
の
一
七
七
六
年
、
Baron
S.de
Seckendorfに
よ
る
が
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
版
が
出
る
こ
と
に
な
る
。

（
23
）
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
『
ア
タ
ラ
』
と
『
ル
ネ
』
は
そ
れ
ぞ
れ
一
八
〇
一
年
、
〇
二
年
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
『
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
』
と
『
コ
リ
ン
ヌ
』
は

〇
二
、
〇
七
年
、
セ
ナ
ン
ク
ー
ル
の
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』
は
〇
四
年
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
『
ア
ド
ル
フ
』
は
〇
六
年
（
発
表
は
一
六
年
）

で
あ
る
。

（
24
）
François‒René
de
Chateaubriand,Œ
uvresrom
anesquesetvoyagesI,Gallim
ard,coll.«
Bibliothèque
de
la
Pléiade
»,1969,p.111.

（
25
）「
世
紀
病
」
の
定
義
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
Pierre
Barbéris,Balzac
et
le
m
al
du
siècle.
Contribution
à
une
physiologie
du
m
onde

m
oderne,Gallim
ard,1970
の
第
一
巻
第
一
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
26
）T

héodor
Jouff roy, «

Com
m
entl es

dogm
es
fi ni ssent»,i n

M
él angesphil osophi ques, L. H

achette
etC

ie, 1866, pp. 13-14.

（
27
）「
も
っ
と
も
関
心
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
人
間
の
理
性
が
な
す
探
求
と
進
歩
を
こ
と
ご
と
く
要
約
し
、
時
代
の
世
論
と
呼
び
う
る
も
の
を
そ
の
最
新
の
か

た
ち
で
確
定
し
確
立
す
る
義
務
、
ほ
と
ん
ど
使
命
と
い
う
べ
き
も
の
が
自
分
に
あ
る
と
信
じ
た
世
代
に
こ
の
著
者
は
属
し
て
い
る
。」Charl esRém

usat,
Criti queset ét udeslitt érai res, ou

Passé
et Présent, «

Préf ace
», Pari s, Lagrange, 1847, p. 12.

（
28
）A

lf red
de
M
usset, Œ

uvrescom
pl èt esen

prose, Galli m
ard, coll. «

Bi bli othèque
de
l a
Pl éi ade

», 1938, p. 81.

（
29
）
拙
著
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
～
経
済
の
思
想
、
ロ
マ
ン
主
義
、
作
家
で
あ
る
こ
と
～
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
一
頁
。

（
30
）H

onoré
de
Bal zac, H

i st oi re
de
l a
grandeur

et de
l a
décadance

de
César

Bi rot eau,i n
La
Com

édi e
hum

ai ne, édi ti on
publi é

sous
l a

di recti on
de
Pi erre‒Georges

Castex, Galli m
ard, coll. «

Bi bli othèque
de
l a
Pl éi ade

», t. V
I, 1977, p. 54.

（
31
）
ミ
シ
ュ
レ
が
『
民
衆
』
を
出
版
す
る
の
は
一
八
四
六
年
で
あ
る
。

（
32
）Charl esde

Rém
usat, «

T
h. Jouff roy

(M
él angesposthum

es)
», R
evuedesD

euxM
ondes, X

IV
eannée, t. 7,j uill età

septem
bre
1844, p.

422.

（
33
）
PaulT
hureau‒D
angin,Le
Partilibéralsousla
R
estauration,E.Plon
etCie,1888,p.330.

（
34
）
た
と
え
ば
第
一
部
第
五
章
に
ブ
ザ
ン
ソ
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
叙
任
司
祭
と
地
元
の
治
安
判
事
と
の
対
立
が
描
か
れ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
叙
任
司
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祭
と
い
う
の
が
修
道
会
（
コ
ン
グ
レ
ガ
シ
ヨ
ン
）
の
ス
パ
イ
と
目
さ
れ
て
い
て
、「
子
沢
山
だ
っ
た
」
治
安
判
事
は
そ
の
う
ち
「『
立
憲
派
』
を
読
ん
で
い

る
住
民
に
不
利
な
判
決
を
下
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
そ
の
影
響
力
が
知
れ
る
。
相
手
が
判
事
で
あ
れ
、
聖
職
者
で
あ
れ
、
職
を
追
わ
れ
る
と
い
う

一
種
の
恐
怖
政
治
を
敷
い
て
修
道
会
は
地
域
を
支
配
下
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
Stendhal,Le
R
ouge
etle
N
oir̄,in
Œ
uvres
rom
anesques

com
plètes,t.I,Gallim
ard,coll.«
Bibliothèque
de
la
Pléiade
»,2005,pp.369-370.

（
35
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ウ
ェ
ク
ス
ラ
ー
『
人
間
喜
劇

十
九
世
紀
パ
リ
の
観
相
術
と
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
』
高
山
宏
訳
、
あ
り
な
書
房
、
一
九
八
七
年
。

（
36
）A

l ai n
Pessi n, Le

m
yt he

du
peupl e

etl a
soci ét é

f rançai se
du
X
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esi ècl e, Presses

uni versi tai res
de
France, 1992, p. 15.

（
37
）
ル
イ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
『
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働
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級
と
危
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級
』
喜
安
朗
ほ
か
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三
四
一
頁
。

（
38
）
ピ
ー
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・
バ
ー
ク
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
文
化
』
中
村
賢
二
郎
、
谷
泰
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
八
八
年
、
一
八
六
頁
。

（
39
）
H
onoré
de
Balzac,
Splendeurs
et
m
isères
des
courtisanes,
in
La
Com
édie
hum
aine,
édition
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sous
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de

Pierre‒Georges
Castex,Gallim
ard,coll.«
Bibliothèque
de
la
Pléiade
»,t.V
I,1977,p.652.

（
40
）
Stendhal,V
ie
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H
enry
Brulard,in
Œ
uvresintim
es,t.II,Gallim
ard,coll.«
Bibliothèque
de
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»,1982,p.686.

（
41
）
T
zvetan
T
odorov,N
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réflexion
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diversité
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aine,Seuil,1989,p.356.ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
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わ

れ
わ
れ
と
他
者

フ
ラ
ン
ス
思
想
に
お
け
る
他
者
像
』
小
野
潮
、
江
口
修
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
六
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四
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頁
参
照
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