
カ
ン
ト
の
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二

0
0年
経
過
し
た
。
こ
の
二

0
0年
間
を
眺
め
渡
し
て
み
る

と
、
カ
ン
ト
が
期
待
し
た
方
向
へ
と
人
類
の
歴
史
が
展
開
し
て
き
た
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
が
平
和
を
享
受
で
き
た

期
間
は
こ
の
二

0
0年
の
う
ち
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
今
世
紀
に
入
っ
て
は
、
人
類
は
、
空
前
の
大
戦
争
を
二
度
も
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
先
の
大
戦
か
ら
の
こ
の
五

0
年
間
に
し
て
も
、
世
界
は
紛
争
、
対
立
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

現
在
一
方
で
、
国
家
間
の
境
界
は
、
絶
え
ず
緊
密
に
な
っ
て
行
く
経
済
的
相
互
依
存
関
係
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
驚
異

的
発
展
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
社
会
主
義
国
家
の
大
規
模
な
解
体
の
後
、
世
界
は
た
だ
―
つ
の
資
本
主
義
市
場
に
化
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
歴
史
は
い
ま
だ
近
代
の
合
理
化
の
仮
借
な
い
貫
徹
の
過
程

に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
人
間
は
ま
だ
啓
蒙
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
過
程
が
た

ん
に
「
進
歩
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
。

他
方
、
世
界
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
民
族
主
義
的
な
対
立
抗
争
が
勃
発
し
て
き
て
お
り
、
悲
惨
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
軋
礫
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
経
済
的
要
因
が
か
ら
み
あ
っ
て
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
本

来
明
白
に
は
確
定
で
き
な
い
民
族
の
違
い
と
か
、
あ
る
い
は
宗
教
、
生
き
方
の
相
違
も
関
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
度
に
工
業
化
さ
れ

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実

小

カ
ン
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た
国
家
で
も
、
よ
り
高
額
の
報
酬
を
求
め
る
労
働
者
た
ち
が
、
あ
る
い
は
祖
国
で
生
存
の
条
件
を
奪
わ
れ
た
ひ
と
び
と
が
、
合
法
非
合

法
を
問
わ
ず
流
入
し
、
多
民
族
社
会
が
出
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
対
立
の
種
に
は
事
欠
か
な
い
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
平
和
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
。
と
り
あ
え
ず
は
、
国
家
間
の
戦
争
状
態
の
欠
如
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
平
和
の
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
立
場
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
強
大
な
国
家
は
現
状
維
持
的
平

和
を
望
む
で
あ
ろ
う
し
、
虐
げ
ら
れ
た
民
族
は
、
お
の
ず
か
ら
別
の
形
の
平
和
を
求
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
そ
の
時
代
の
国

家
状
況
を
固
定
し
た
上
で
、
平
和
を
希
求
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
的
侵
略
を
非
難
し
て
い
る
し
、
ま
た
、

新
た
な
国
家
の
創
設
の
可
能
性
も
否
定
し
は
し
な
い
。
し
か
し
と
り
あ
え
ず
は
、
理
念
と
し
て
の
国
家
間
の
平
和
を
カ
ン
ト
は
念
頭
に

お
い
て
い
る
。

と
も
か
く
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
「
進
歩
」
と
い
う
観
念
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
「
啓
蒙
」
と
そ
の
理
念
が
い
ま

だ
有
効
で
あ
る
と
は
、
た
だ
ち
に
は
信
じ
が
た
い
。
人
間
は
い
ま
如
何
な
る
歴
史
的
過
程
の
中
に
い
る
の
か
。
歴
史
は
ど
の
よ
う
な
方

向
に
動
き
つ
つ
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
現
在
と
て
も
難
し
い
。
こ
う
し
た
時
期
に
当
た
っ
て
、
平
和
論
を

頂
点
と
す
る
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
検
討
し
、
カ
ン
ト
の
思
索
が
現
代
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
得
る
か
と
問
う
こ
と

は
、
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
現
実
の
問
題
と
向
き
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

カ
ン
ト
の
人
間
観
と
歴
史
哲
学

(
1
)
 

カ
ン
ト
は
啓
蒙
の
哲
学
者
で
あ
る
。
啓
蒙
と
は
、
「
自
己
自
身
に
責
め
の
あ
る
未
成
年
状
態
か
ら
の
脱
却
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
未

成
年
状
態
と
は
、
他
者
に
依
存
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
と
く
に
思
考
に
お
い
て
自
ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
指
導
の
も
と
に
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あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
に
ゆ
え
そ
う
し
た
状
態
が
自
己
自
身
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
自
ら
考
え
る
と
い
う
能
力
を

各
人
が
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
人
が
持
っ
て
い
る
そ
の
能
力
を
あ
え
て
使
用
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
依
存
状
態
の
方
が

安
逸
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
か
れ
が
生
き
た
時
代
は
、
す
で
に
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
の
過
程
が
す
で
に
成
就

し
た
時
代
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
今
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
に
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
い
や
、
む

し
ろ
啓
蒙
の
時
代
に
生
き
て
い
る
の
だ
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
過
渡
期
に
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
時
代
診
断
が
示
さ
れ
て
い

る
と
同
時
に
、
歴
史
の
進
歩
に
対
す
る
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
そ
の
見
通
し
あ
る
い
は
希
望
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
、
た
ん
に
歴
史
的
発
展
の
必
然
性
に
訴
え

た
り
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
反
省
し
て
見
れ
ば
、
理
性
の
歩
み
は
、
個
々
の
人
間
の
主
体
的
行
為
を
離
れ
て
必
ず

や
啓
蒙
を
成
就
す
る
方
向
に
向
か
う
、
と
は
言
わ
な
い
。
ま
た
逆
に
カ
ン
ト
は
、
根
本
的
に
は
実
践
理
性
の
命
令
に
よ
る
人
間
の
道
徳

的
行
為
の
必
要
性
の
み
を
強
調
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
歴
史
が
そ
れ
独
自
の
運
動
法
則
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
あ
ら

ゆ
る
局
面
を
個
々
人
の
主
体
的
行
為
に
還
元
す
る
方
途
を
カ
ン
ト
は
取
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
カ
ン
ト
は
そ
の
歴
史
哲
学
に
、
い
ま
述
べ
た
両
面
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
兼
ね
合
い
が
問
題
で
は
あ
る
の
だ
が
、

結
論
的
に
言
え
ば
、
歴
史
に
か
ん
す
る
前
者
の
要
素
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
過
程
が
総
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
得
る
か
と
い
う

問
題
は
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
の
中
に
は
、
自
然
目
的
論
と
い
う
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
他
方
、
歴
史
を
前
進
さ
せ
る
主
体
の
形
成

の
問
題
は
、
一
種
の
公
共
性
の
構
成
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
両
者
の
湯
合
と
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
カ
ン
ト
の
人
間
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
ま

ず
自
然
目
的
論
に
つ
い
て
扱
お
う
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実
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第
一
に
は
、
自
由
は
、
現
象
の
世
界
と
は
断
絶
し
た
場
に
、
つ
ま
り
英
知
的
世
界
に
そ
の
基
盤
を
持
つ
。
そ
の
現
象
形
態
で
あ
る
人

間
の
具
体
的
行
為
は
、
経
験
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
法
則
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
歴

史
上
の
行
為
が
自
由
な
る
意
志
の
発
現
と
し
て
見
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
単
に
経
験
的
な
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
ま
さ

に
、
こ
の
両
世
界
を
包
括
す
る
領
域
で
あ
る
。

次
に
、
歴
史
は
、
物
語
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
個
々
の
出
来
事
あ
る
い
は
行
為
を
よ
り
大
き
な
文
脈
で
示
す
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ

る
種
の
規
則
的
な
歴
史
の
進
行
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
「
個
々
の
人
間
、
い
や
民
族
全
体
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
考
え
に
し
た
が
っ
て
、

し
ば
し
ば
他
者
の
考
え
に
反
し
て
自
身
の
意
図
を
追
求
し
て
い
る
の
に
、
彼
ら
は
彼
ら
自
身
に
は
未
知
で
あ
る
自
然
の
意
図
に
導
き
の

糸
と
し
て
気
づ
か
ず
に
し
た
が
っ
て
進
み
、
そ
の
意
図
の
促
進
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
え
て
は
お
ら
ず
、
た
と
え
彼
ら

(
4
)
 

に
そ
の
自
然
の
意
図
が
よ
く
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
そ
れ
に
重
き
を
置
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

そ
れ
故
最
後
に
、
歴
史
と
い
う
の
は
、
個
々
人
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
人
類
と
い
う
場
面
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し

き
る
。 「

形
而
上
学
的
観
点
か
ら
意
志
の
自
由
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
概
念
が
得
ら
れ
よ
う
と
も
、
意
志
の
現
象
つ
ま
り
人
間
の
行
為
は
、
他

の
い
ず
れ
の
自
然
の
出
来
事
と
同
じ
く
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
物
語
る

こ
と
に
携
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
現
象
の
原
因
が
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
。
人

間
の
意
志
の
戯
れ
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
、
歴
史
は
、
自
由
の
規
則
的
な
進
行
を
発
見
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
そ

の
よ
う
に
し
て
、
個
々
の
主
体
の
場
面
で
は
錯
綜
し
て
無
規
則
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
現
象
も
、
人
類
全
体
と
い
う
場
で
は
、
人
間

(3) 

の
根
源
的
素
質
が
、
緩
慢
で
は
あ
っ
て
も
、
つ
ね
に
進
展
し
発
展
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
の
基
本
的
発
想
が
す
べ
て
出
そ
ろ
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
論
点
は
三
つ
に
整
理
で
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た
場
面
で
こ
そ
、
歴
史
の
進
展
あ
る
い
は
進
歩
と
い
う
も
の
が
確
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
理
性
的
に
思
惟
さ
れ
た
歴
史
の
目
的
は
、
人
間
が
そ
の
外
的
な
自
由
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
共
和
的
法
共
同
体

の
設
立
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
自
己
の
自
由
が
他
者
の
自
由
を
傷
つ
け
な
い
と
い
う
限
定
は
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
法
共
同
体

は
、
た
ん
に
一
国
家
で
の
体
制
と
見
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
国
家
内
部
の
法
共
同
体
は
、
国
家
間
の
共
同
的

存
在
に
直
接
連
な
る
。
「
完
全
な
意
味
で
の
公
民
的
組
織
を
設
定
す
る
問
題
は
、
諸
国
家
の
あ
い
だ
に
外
的
な
合
法
的
関
係
を
創
設
す
る

(5) 

問
題
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
解
決
が
実
現
し
な
け
れ
ば
、
前
者
も
解
決
さ
れ
得
な
い
。
」
つ
ま
り
、
前
者
は
後
者
を
前

提
す
る
。

国
際
的
な
平
和
は
、
一
国
家
に
お
け
る
法
共
同
体
の
延
長
線
上
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
国
家
間
に
お
い
て
連
合
的
組
織
が
出
来
上
が

り
、
そ
こ
に
国
際
法
に
基
づ
い
て
一
種
の
共
和
的
法
秩
序
が
支
配
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
平
和
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ

ン
ト
の
歴
史
哲
学
は
、
平
和
と
い
う
主
題
を
離
れ
て
は
本
来
語
り
得
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
も
っ
と
も
困
難
で
、
人
類
が
最
後
に
解
決
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の

目
標
は
、
歴
史
的
展
開
の
歩
み
の
な
か
で
直
線
的
に
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
歴
史
を
進
展
さ
せ
る
要
素
と
し
て
、
人

間
の
自
然
を
も
同
時
に
意
味
す
る
「
自
然
」
が
登
場
す
る
。
そ
の
自
然
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
目
的
と
し
て
法
的
秩
序
を
招
来
す
る

と
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
際
、
階
級
闘
争
、
社
会
的
敵
対
関
係
、
あ
る
い
は
戦
争
で
さ
え
も
「
自
然
」
の
な
す
わ
ざ
で
あ
り
、
歴
史
の
中
で

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
「
自
然
の
素
質
を
す
べ
て
展
開
さ
せ
る
た
め
に
自
然
が
用
い
る
手
段
は
、
社
会
に
お
け
る
素
質
の

(6) 

敵
対
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
が
最
後
に
は
法
則
に
し
た
が
っ
た
社
会
の
秩
序
の
原
因
に
な
る
限
り
で
で
は
あ
る
が
」
。
こ
れ
は
、
ホ
ッ

プ
ス
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
全
般
的
戦
争
状
態
と
い
う
自
然
状
態
が
、
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
自
己
保
存
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
な

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実

71 



り
、
社
会
契
約
の
必
要
が
生
ず
る
、
と
い
う
よ
う
な
論
理
構
成
と
類
比
的
に
理
解
で
き
る
が
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
力
点
は
、
闘
争
対
立

に
よ
っ
て
人
間
の
自
然
で
あ
る
そ
の
素
質
が
開
発
さ
れ
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
湯
合
の
人
間
の
素
質
と
は
、
文
化
を
生
み

出
す
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
文
化
は
人
間
を
教
化
し
ま
た
訓
練
し
素
質
を
洗
練
さ
せ
る
、
つ
ま
り
人
間
を
啓
蒙
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
人
間
そ
の
も
の
の
変
化
な
く
し
て
、
法
状
態
は
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
法
的
秩
序
が
達
成
さ
れ
た
状
況
で
は
、
そ
の
構
成
者
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
争
い
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
市
民

的
社
会
に
は
対
立
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
法
の
強
制
に
よ
っ
て
制
限
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
洞
察
を
指
し
示
し
て
い
る
の
が
、
カ
ン
ト
の
「
非
社
交
的
社
交
性
」
と
い
う
術
語
で
あ
る
。
「
わ
た
し
は
、
対
立
と
い
う
こ

と
で
、
人
間
の
非
社
交
的
社
交
性
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
社
交
状
態
に
は
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
社
交

(7) 

状
態
を
常
に
分
裂
さ
せ
よ
う
と
脅
か
す
通
汎
的
抵
抗
と
結
び
つ
い
て
い
る
人
間
の
傾
向
性
で
あ
る
」
こ
の
対
抗
関
係
に
よ
っ
て
、
人
間

は
自
然
状
態
を
脱
し
て
、
歴
史
の
展
開
を
生
み
出
す
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
中
心
思
想
あ
る
い
は
根
本
前
提
と
も
言
う
べ
き
人
間
論
に

属
す
る
。

人
間
は
有
限
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
大
前
提
で
あ
る
。
そ
の
有
限
性
の
拠
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
理
性
の
二
つ
の

側
面
が
一
致
で
き
な
い
点
に
存
す
る
。
も
っ
と
も
一
般
的
に
言
え
ば
、
理
性
の
普
遍
性
と
個
別
性
、
感
性
と
悟
性
、
理
論
理
性
と
実
践

理
性
は
合
致
し
な
い
、
あ
る
い
は
合
致
で
き
な
い
。
個
別
性
と
普
逼
性
と
の
同
時
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
両
者
の
結
合
と
い
う
よ
う

な
媒
介
さ
れ
た
関
係
は
な
く
、
両
者
は
止
揚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

あ
る
い
は
よ
り
実
践
的
な
文
脈
で
言
え
ば
、
人
間
に
お
け
る
分
裂
は
、
普
逼
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
道
徳
的
善
と
、
個
別
性
の
み
を

顧
慮
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
共
存
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
と
き
お
り
後
者
の
人
間
観
に
大
き
く
傾
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

だ
か
ら
、
む
し
ろ
こ
う
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
目
的
論
を
歴
史
に
導
入
す
る
の
は
、
一
部
で
は
悲
観
主
義
に
傾
く
カ
ン
ト
の
人
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間
観
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
。
つ
ま
り
、
人
間
性
に
対
す
る
不
信
を
前
提
し
た
上
で
、
な
お
歴
史
に
対
し
て
あ
る
種
の
体
系
性
な
い
し

一
貫
性
を
期
待
し
得
る
た
め
に
は
、
人
間
の
個
別
的
行
為
以
外
の
と
こ
ろ
で
、
あ
る
意
味
で
必
然
的
な
歴
史
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
統
制

的
原
理
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
、
考
案
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

「
理
念
」
の
第
六
章
で
は
、
カ
ン
ト
の
懐
疑
的
人
間
観
が
見
出
さ
れ
る
。
「
人
間
は
、
そ
の
種
の
他
の
も
の
た
ち
と
生
き
る
場
合
に
は
、

主
人
が
必
要
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
確
か
に
そ
の
自
由
を
他
の
同
類
の
も
の
た
ち
に
対
し
て
誤
用
す
る
か
ら
で

あ
る
。
人
間
は
理
性
的
な
被
造
物
と
し
て
、
自
由
に
限
界
を
も
う
け
る
法
則
を
欲
す
る
と
は
い
え
、
人
間
の
利
己
的
で
動
物
的
な
傾
向

性
、
つ
ま
り
許
さ
れ
る
な
ら
自
分
自
身
を
例
外
と
す
る
と
い
う
傾
向
性
が
人
間
を
誘
惑
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
人
間
は
自
己

自
身
の
意
志
を
打
ち
破
り
、
そ
こ
で
す
べ
て
が
自
由
で
あ
る
よ
う
な
一
般
的
な
意
志
に
追
従
さ
せ
る
よ
う
に
し
向
け
る
主
人
を
必
要
と

(8) 

す
る
。
」
と
こ
ろ
が
こ
う
し
て
必
要
と
さ
れ
た
主
人
自
身
人
間
な
の
で
あ
っ
て
、
正
義
へ
の
志
向
と
同
時
に
、
自
己
の
自
由
の
誤
用
へ
の

傾
向
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
そ
れ
こ
そ
そ
の
完
全
な
解
決
は
不
可
能
で
あ
る
。
歪
ん
だ
材
木

(
9
)
 

は
、
そ
こ
か
ら
人
間
は
で
き
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ま
っ
す
ぐ
な
材
木
に
切
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

こ
う
し
た
人
間
観
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
で
も
な
お
歴
史
の
動
向
に
た
い
し
て
希
望
を
持
ち
得
る
べ
く
、
カ
ン
ト
は
、
歴
史
に
お
け
る

あ
る
種
の
必
然
性
を
自
然
目
的
論
と
い
う
形
で
示
そ
う
と
し
た
。
そ
う
い
う
傾
向
は
、
た
と
え
ば
「
永
久
平
和
論
」
の
「
永
遠
平
和
の

保
障
」
の
箇
所
に
強
く
現
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
歴
史
的
過
程
が
、
明
確
な
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
書
か

(10) 

れ
得
る
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
「
た
だ
小
説
し
か
成
立
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
」
。
そ
う
し
た
プ
ラ
ン
が
見
い
だ
せ
な
い
場
が
歴
史
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
意
囮
は
、
本
来
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
明
確
な
ら
ざ
る
領
域
で
あ
る
歴
史

は
、
自
然
目
的
論
と
し
て
統
制
的
な
性
格
し
か
持
ち
得
な
い
。
カ
ン
ト
は
決
し
て
理
性
の
客
観
化
と
し
て
歴
史
を
把
握
し
て
い
た
の
で

は
な
い
。
「
行
為
し
な
が
ら
歴
史
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
確
定
的
な
知
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
物
語
の
カ

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
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啓
蒙
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、

一
種
の
公
共
性
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
理
性
の
公
共
的
使
用
に
よ
っ
て
、
啓
蒙

公
開
性
あ
る
い
は
公
共
性

(11) 

テ
ゴ
リ
ー
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
目
的
論
と
は
、
歴
史
の
解
釈
モ
デ
ル
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

市
民
的
社
会
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
決
定
的
な
契
機
は
、
道
徳
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
法
秩
序
と
い
う
の
は
、

人
間
の
道
徳
的
発
展
の
た
め
の
形
式
的
条
件
で
あ
る
。
反
対
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
道
徳
的
な
発
展
が
可
能
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
法

状
態
は
全
体
と
し
て
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
善
な
る
も
の
は
、
道
徳
的
に
善
で
あ
る
志
操
に

(12) 

結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
単
な
る
仮
象
に
す
ぎ
ず
、
き
ら
め
く
悲
惨
な
の
だ
」
。
自
然
目
的
論
と
い
う
解
釈
モ
デ
ル
は
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
カ
ン
ト
の
根
本
理
念
か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

歴
史
の
自
然
的
過
程
を
通
し
て
、
道
徳
的
発
展
の
前
提
条
件
と
な
る
べ
き
法
状
態
が
作
り
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
的
過
程
が
人
間
の
自
由
な
る
活
動
に
よ
っ
て
初
め
て
動
き
出
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
三
つ
の
条
件
を
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
可
能
的
な
体
制
の
本
性
に
か
ん
す
る
正
し

(13) 

い
認
識
、
世
間
を
多
く
遍
歴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
老
練
さ
、
そ
れ
に
そ
う
し
た
老
練
さ
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
善
意
志
」

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
人
間
観
か
ら
言
え
ば
、
か
な
り
困
難
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
不
可
能
に

近
い
。
こ
う
し
た
条
件
を
備
え
る
に
至
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
条
件
に
接
近
で
き
る
た
め
に
は
、
人
間
の
啓
蒙
が
必
要
で

あ
る
。
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は
前
進
で
き
る
。
そ
う
し
た
使
用
は
、
知
識
の
あ
る
公
衆
が
な
す
も
の
と
さ
れ
る
。
い
つ
も
部
分
的
な
利
害
に
規
定
さ
れ
て
い
る
私
的

理
性
使
用
に
比
ぺ
て
、
公
共
的
使
用
は
啓
蒙
の
過
程
を
保
障
す
る
。
そ
う
し
た
使
用
と
は
、
個
別
的
な
利
害
関
心
か
ら
離
れ
、
あ
る
普

遍
的
な
立
湯
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
通
常
の
理
解
で
い
う
「
公
的
」
と
は
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
私
的
な
利
害
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
普
通
公

的
と
い
わ
れ
る
公
務
員
と
い
う
職
業
的
活
動
の
利
害
か
ら
も
自
己
自
身
を
遠
ざ
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
官
僚
機
構
の
な
か
で
、
あ
る

(14) 

特
定
の
立
場
に
立
っ
て
な
さ
れ
る
理
性
使
用
も
ま
た
私
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。

カ
ン
ト
は
、
理
性
の
公
共
的
使
用
と
い
い
、
あ
る
い
は
別
の
文
脈
で
は
公
開
性
と
も
い
う
。
「
永
遠
平
和
論
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は

公
法
の
超
越
論
的
公
式
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
言
い
方
は
、
本
質
的
に
は
同
一
の
事
態
を
意
味
し
て
い
る
、
と
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。
公
共
的
使
用
と
は
、
主
体
の
側
面
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
開
性
は
、
公
共
的
使
用
が
保
障
さ
れ
る
制
度
的
空
間

を
示
す
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
使
用
は
個
々
人
に
と
っ
て
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
個
々
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
ほ

と
ん
ど
本
性
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
末
成
年
性
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
、
難
し
い
。
ー
ー
ー
し
か
し
、
公
衆
が
自
分
自
身
を
啓
蒙
す
る
こ
と

(15) 

は
、
む
し
ろ
可
能
で
あ
る
。
そ
の
公
衆
に
自
由
を
認
め
さ
え
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ
る
」
。
個
別
的
な
理
性
は
、
あ
る
限
定
を

つ
ね
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
他
者
に
対
し
て
開
か
れ
た
理
性
使
用
を
と
お
し
て
限
定
的
個
別
的
理
性
が
、
集
合
的
に
普
遍
性
へ
と
接

近
す
る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
カ
ン
ト
が
公
開
性
を
強
調
す
る
所
以
も
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
歴
史
に
お
い

て
集
団
的
に
は
じ
め
て
進
歩
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
所
説
と
も
符
合
す
る
。

た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
、
悪
あ
る
い
は
不
正
義
は
、
隠
れ
る
と
言
う
。
「
ど
の
よ
う
な
法
的
要
求
で
も
、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
る
可
能
性
を

み
ず
か
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
を
欠
く
と
い
か
な
る
正
義
も
存
在
し
な
い
し
（
正
義
は
た
だ
公
に
知
ら
れ
る

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実
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(16) 

も
の
と
し
て
の
み
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
）
ー
」
、
「
（
そ
の
目
的
を
の
が
さ
な
い
た
め
に
）
公
表
性
を
必
要
と
す
る
す
べ
て
の

(17) 

格
率
は
、
法
と
政
治
の
双
方
に
合
致
す
る
」
。

(18) 

こ
の
公
衆
と
い
う
サ
ー
ク
ル
は
、
理
性
の
公
共
的
使
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
公
共
性
を
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン

な
ら
ず
と
も
、
美
的
判
断
の
諸
条
件
と
関
連
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
す
ぐ
に
思
い
つ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
美
的
判
断
力
は
、
個

別
的
主
観
的
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
同
時
に
普
遍
性
要
求
を
持
ち
う
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
の
言
う
啓

蒙
の
論
理
と
構
造
上
同
一
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
一
言
の
べ
る
と
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
た

と
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
も
取
り
上
げ
て
い
る
、
共
通
感
覚
に
つ
い
て
述
べ
る
「
判
断
力
批
判
」
の
第
四

0
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
性

の
格
率
が
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
三
つ
の
格
率
か
ら
な
る
。

1
自
分
自
身
で
考
え
る
こ
と

2
自
分
自
身
を
他
者
の
立
場
に
お
い
て
考
え
る
こ
と

(19) 

3
つ
ね
に
自
分
自
身
と
一
致
し
て
考
え
る
こ
と

3
は
、
無
矛
盾
性
を
要
求
す
る
理
性
に
最
低
限
要
求
さ
れ
る
格
率
で
あ
り
、

1
は
、
ま
さ
し
く
啓
蒙
の
標
語
で
あ
っ
た
。
他
者
の
指

導
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
手
で
考
え
る
こ
と
は
、
偏
見
か
ら
の
自
由
を
可
能
と
す
る
。
こ
こ
で
と
く
に
重
要
な
の

は
、
第
二
の
格
率
で
あ
る
。
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公
共
性
の
本
質
が
他
者
関
係
の
あ
り
方
に
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
格
率
は
、
ま
さ
に
公
共
性
を
構
成
す
る
た
め
の
基
本
的
条
件
と
な

る
。
「
他
者
の
立
場
に
お
い
て
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
個
別
的
他
者
の
考
え
方
に
同
調
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ

(20) 

は
、
た
と
え
ば
「
拡
張
さ
れ
た
考
え
方
の
格
率
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
他
者
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
の
個
別
的
主
観
性
を
な
る
べ
く
越
え
出
て
、
普
遍
的
立
場
か
ら
自
己
の
判
断
に
反
省
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。

公
共
的
な
場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
複
数
の
人
間
の
あ
い
だ
に
同
一
性
と
差
異
性
が
同
時
に
支
配
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
ば
、
差
異
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
は

見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
何
ら
か
の
同
一
性
が
な
け
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
も
そ
も
不
可
能
と
な
る
（
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
）
。
「
自
分
自
身
を
他
者
の
立
場
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
」
と
は
、
こ
の
同
一
性
と
差
異
性
の
二
つ
の
条
件

を
兼
ね
備
え
た
判
断
力
の
格
率
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
性
の
構
造
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

(21) 

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ヒ
ン
ス
ケ
は
、
「
現
代
に
挑
む
カ
ン
ト
」
の
中
で
こ
の
格
率
を
、
「
完
全
誤
謬
の
不
可
能
(
U
n
m
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
d
e
s
 totalen 

Irrtums)
」
と
い
う
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
か
な
る
人
間
の
い
か
な
る
言
明
も
完
全
に
誤
謬
で
は
あ
り
得
ず
、
そ

の
な
か
に
真
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
他
者
の
言
明
の
う
ち
に
も
当
然
真
理
は
見
出
さ
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
批
判
期
的
な
色
合
い
を
免
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
完
全
誤
謬
の
不
可
能
性
が
批
判
哲
学
の

認
識
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
、
ト
タ
ー
ル
な
事

柄
の
認
識
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
批
判
哲
学
を
も
た
ら
し
た
問
題
意
識
で
も
あ
っ
た
。
「
純
粋
理
性
批
判
」
は
、
ト
ー

タ
ル
な
認
識
が
客
観
の
側
に
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
視
点
を
主
観
へ
と
逆
転
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
主
観
の
、
あ
る
い
は
理

性
な
い
し
悟
性
の
普
遍
性
に
訴
え
て
こ
そ
、
ト
ー
タ
ル
な
帰
結
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
誤
謬
推
理
で
は
、
す
べ
て
全
体
に

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実
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関
わ
る
認
識
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
む
し
ろ
、
も
っ
と
素
直
に
共
通
感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
る
ぺ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
通
感
覚
と
は
、
「
共
通
な
感
覚

の
理
念
、
つ
ま
り
、
そ
の
反
省
に
お
い
て
他
の
す
べ
て
の
人
の
表
象
の
仕
方
を
考
え
の
な
か
で
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
）
顧
慮
す
る
判
断
能

-22) 

カ
の
理
念
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
践
的
観
点
で
見
ら
れ
た
と
き
、
上
の
格
率
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
発
想
は
、
カ
ン
ト
の
人
間
理
解
と
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
ヒ
ン
ス
ケ
自
身
何
度
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
有

限
な
理
性
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
普
遍
性
の
契
機
を
も
ち
な
が
ら
、
同
時
に
個
別
的
で
あ
る
。
そ
の
両
面
の
自
覚
が
、
自
己
と
他

者
の
位
置
を
交
換
す
る
可
能
性
を
生
み
出
す
。
実
践
理
性
の
場
面
で
い
え
ば
、
道
徳
法
則
は
、
傾
向
性
に
支
配
さ
れ
た
人
間
の
あ
り
方
、

個
別
的
利
害
に
支
配
さ
れ
た
人
間
の
あ
り
方
を
開
示
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
の
基
本
的
な
人
間
観
が
強
固
に
は
た
ら
い
て

く
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
公
共
的
な
場
に
お
い
て
は
じ
め
て
啓
蒙
が
進
展
し
得
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
集
合
的
な

主
体
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
体
は
歴
史
の
目
的
論
的
性
格
を
視
野
に
収
め
、
そ
れ
と
と
も
に
理
念
の
達
成
に
務
め

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
現
れ
て
く
る
問
題
は
、
自
然
目
的
論
と
人
間
の
自
由
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
盲
目
の
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
、
理
性
に
よ
る
人
間
の
自
由
な
実
践
を
そ
の
内
容
と
す
る
実
践
理
性
の
要
請
を
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
歴
史

結

語

歴

史

に

お

け

る

事

実

性

と

規

範

性
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解
釈
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
状
態
は
、
歴
史
に
お
い
て
人
間
の
素
質
あ
る
い
は
自
然
を
通
し
て
達
成
さ
れ
る
。
自
由
に
よ
る
人
間
の
行

為
と
、
自
然
か
ら
そ
の
推
進
力
を
得
る
歴
史
の
必
然
的
な
過
程
と
の
関
係
は
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
本
構
造
に

関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
思
索
の
特
徴
は
、
目
的
論
的
な
い
し
客
観
的
に
見
ら
れ
た
、
個
々
の
人
間
の
行
為
を
越
え
た
過
程
と
し
て
の

歴
史
と
、
歴
史
を
と
も
に
規
定
す
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
人
間
の
実
践
と
が
独
特
の
仕
方
で
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

自
然
過
程
と
人
間
の
啓
蒙
過
程
、
そ
の
双
方
の
目
的
が
最
終
的
に
は
収
れ
ん
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
法
共
同

体
の
設
立
で
あ
る
が
、
し
か
し
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
創
設
は
、
実
践
理
性
の
道
徳
的
要
請
に
基
づ
く
と
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
は
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
よ
う
な
問
題
は
解
決
が
可
能
で

(23) 

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
道
徳
的
改
善
で
は
な
く
て
、
た
ん
に
自
然
の
機
構
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
道
徳

(24) 

的
で
は
あ
り
え
な
い
「
悪
魔
の
民
族
」
に
取
っ
て
さ
え
も
、
法
的
共
同
体
の
設
立
は
可
能
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
カ
ン
ト
が
考
慮
し
て
い
る
の
は
、
現
実
あ
る
い
は
自
然
状
態
が
人
間
を
あ
る
種
の
強
制
状
態
に
置
く
、
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
自
然
あ
る
い
は
現
実
は
、
む
し
ろ
敵
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
は
そ
う
し
た
実
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
人
は
そ
う
し
た
事

実
を
前
に
し
て
、
歴
史
の
威
力
に
圧
倒
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
カ
ン
ト
は
、
対
立
関
係
を
内
包
し
な
が
ら
、
し
か
も
あ
る
種

の
理
性
的
秩
序
を
形
成
し
得
る
市
民
社
会
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
れ
を
歴
史
の
領
域
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
自
然
の
必
然
性
は
、
自
然
目
的
論
の
観
点
か
ら
む
し
ろ
統
制
的
原
理
と
し
て
、
歴
史
を
解
釈
す
る
モ
デ
ル
と
し

て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
は
、
理
性
は
自
然
目
的
論
に
よ
っ
て
、
一
国
家
と
し
て
も
、
ま
た

国
際
的
に
も
法
状
態
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
歴
史
を
解
釈
す
る
。
こ
の
歴
史
過
程
に
は
、
他
方
で
は
、
こ
の
同
じ
理
性
が
積
極
的
に
理
念

を
め
ざ
す
主
体
と
し
て
参
加
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
歴
史
把
握
に
お
い
て
は
、
ひ
ど
く
悲
惨
な
出
来
事
を
含
む
歴
史
の
圧
倒

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実
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的
な
事
実
性
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
不
可
避
の
必
然
的
な
過
程
と
し
て
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
危
険
が
避
け
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
既
存
の
秩
序
の
絶
対
性
、
あ
る
い
は
歴
史
の
現
実
の
歩
み
そ
の
も
の
を
規
範
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
同
時
に
、
そ

う
し
た
歴
史
的
出
来
事
の
意
味
を
洞
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
枠
組
み
が
、
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
は
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と

は
異
な
り
、
理
性
自
身
が
歴
史
と
い
う
客
観
的
な
場
に
お
い
て
現
実
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
一
方
、
歴
史
が
偶
然
的
な
出
来

事
の
集
租
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
も
解
釈
さ
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
自
然
的
過
程
の
解
釈
を
通
じ
て
、
主
体
は
自
ら
の
位
置
を
規
定
し
、
ま
た
、
歴
史
の
自
然
的
事
実
性
を
考
慮
に
入
れ
な
が

(25) 

ら
、
現
実
の
歴
史
と
は
批
判
的
な
距
離
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
過
程
は
い
つ
で
も
過
渡
期
の
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
癒
し
が
た
い
本
性
に
は
、
歴
史
の
理
念

を
最
高
の
段
階
に
ま
で
も
た
ら
す
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
必
然
的
に
、
「
こ
の
理
念
へ
の
接
近
の
み
が
自
然
に
よ
っ

て
課
さ
れ
て
い
組
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
接
近
が
「
永
遠
平
和
論
」
出
版
以
来
二

0
0年
間
で
少
し
で
も
達
成
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
全
く
疑
問
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
的
事
実
が
法
共
同
体
の
国
際
的
な
設
立
と
い
う
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
、
も
っ
と
一
般
的
に
言
う
な
ら
、
歴
史
の
趨

勢
を
解
釈
で
き
る
何
ら
か
の
理
念
的
枠
組
み
、
解
釈
モ
デ
ル
が
が
も
は
や
成
立
し
得
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

い
ま
な
お
理
性
の
普
遍
性
に
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
し
か
ほ
か
に
、
と
る

べ
き
道
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
理
性
の
概
念
を
、
多
義
的
に
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
カ
ン
ト
が
か
つ
て

抱
い
て
い
た
よ
う
な
理
性
の
普
遍
性
に
た
い
す
る
信
頼
を
、
共
有
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
が
提
起
し
た
歴
史
の
自
由

主
義
的
解
釈
モ
デ
ル
は
、
も
は
や
通
用
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
た
し
か
に
人
間
の
悪
を
洞
察
し
、
単
純
に
進
歩
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
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u
 einer a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 GeS<"hichte in weltbi.irgerlicher Absicht, V
I
I
I
`
S
.
2
6
.
 

同
書
、

S
.
2
3
.

B
e
a
n
t
w
o
r
t
u
n
g
 d
e
r
 F
r
a
g
e
:
 W
a
s
 ist 
A
u
f
k
l
!
i
r
u
n
g
 ?,
 

V
I
I
I
,
 S. 37. 

同
書
、

S
.
3
6
.

Z
u
r
n
 e
w
i
g
e
n
 Frieden, V
I
I
I
,
 S. 3
8
1
.
 

同
書
、

S
.
3
8
6
.

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
理
念
と
現
実

註

81 



（
こ
ま
つ

け
い
い
ち
・
仙
台
大
学
助
教
授
）

(18)

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
編
）
、
「
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
、
浜
田
義
文
監
訳
、
と
く
に
そ
の
第
七
講
と
第
十
二
講
。

(
1
9
)
K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 Urteilskraft, 
V, S. 2
9
4
.
 

(20)

同
書
、
同
頁
。

(21)

ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ヒ
ン
ス
ケ
、
『
現
代
に
挑
む
カ
ン
ト
j

、
石
川
他
訳
。
そ
の
第
二
章
。

(
2
2
)
K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 Urteilskraft, V, S. 2
9
3
.
 

(
2
3
)
N
u
m
 e
w
i
g
e
n
 Frieden, 
VIII, S. 3
6
6
.
 

(24)

同
書
、
同
頁
。

(25)

こ
う
し
た
論
点
に
か
ん
し
て
は
、

M
a
t
t
h
i
a
s
L
u
t
z
,
B
a
c
h
m
a
n
,
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 u
n
d
 S
u
b
j
e
k
t
に
詳
し
い
。

(
2
6
)
!
d
e
e
 z
u
 einer a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 G
e咎
hichte
in weltbilrgerlicher Absicht, 
VIII, S. 2
3
.
 

＊
本
稿
は
、
東
北
大
学
倫
理
学
研
究
会
誌
「
モ
ラ
リ
ア
」
第
二
号
(
-
九
九
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
＾
Z
u
r
n
a
u
s
b
l
e
i
b
e
n
d
e
n
 F
r
i
e
d
e
n
〉
と
一
部

重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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