
トクヴィルにおける人間観の歴史的形成

我
々
は
な
ぜ
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
。
我
々
は
、

ど
の
よ
う
な
歴
史
的

現
実
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
、
社
会
現
象
を
論
じ
て
い
る
の

か
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
学
の
認
識
論
的
前
提
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
自
身
い
か
な
る
歴
史
的
条
件
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
巨
大
な
、
し
か
し
不
可
避
に
思
わ
れ
る
本
質
的
な
問
い

に
迫
る
作
業
の

一
環
と
し
て
、
以
下
に
、
ア
レ
ク
シ
・
ド
ゥ
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル

の
世
界
把
握
の
深
化
の
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
彼
の
「
人
間
観
」
が
、
よ
り

正
確
に
言
え
ば
「
人
間
の
同
類
性
の
根
拠
付
け
」
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的

現
実
と
の
格
闘
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
変
化
・
生
成
し
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
よ
う
と
思
う
。

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
対
象
に
選
ん
だ
理
由
は
、
彼
が
、
社
会
学
の
創
始

者
の
一
人
で
あ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
登
場
前
夜
と
呼
び
う
る
十
九
世
紀
半
ば

と
い
う
時
代
を
、
単
に
思
想
家
と
し
て
の
み
で
は
な
く
自
ら
も
第

一
級
の
当

事
者
で
あ
る
政
治
家
と
し
て
生
き
、
し
か
も
一
八
四
八
年
二
月
革
命
を
一
っ

の
頂
点
と
す
る
激
動
の
歴
史
的
現
実
の
中
で
、
し
か
し
そ
れ
に
飲
み
込
ま
れ

る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
目
の
前
の
現
実
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
一
定

は
じ
め
に
ー
問
題
関
心

の
距
離
を
保
と
う
と
必
死
に
努
力
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
努
力
の

過
程
の
中
に
こ
そ
、
今
日
の
社
会
学
を
生
み
出
す
た
め
の
「
地
均
し
」
と
し

て
の
、
社
会
学
の
認
識
論
的
前
提
の
生
成
過
程
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

由
緒
正
し
き
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
た
者
と
し
て
、
そ
し
て
当
然
の
如
く

一
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
、
二
月
革
命
を
体
験
す
る
以
前
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル

に
と
っ
て
、
「
世
界
」
は
、
造
物
主
た
る
神
の
計
り
知
れ
な
い
意
志
の
現
わ
れ

で
あ
り
、
す
べ
て
は
神
が
与
え
給
う
た
条
件
・
限
界
の
中
に
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
「
世
界
」
で
の
出
来
事
は
す
べ
て
「
神
の
摂
理
」
で
あ
る
。

「
民
主
主
義
時
代
を
特
徴
づ
け
て
い
る
独
特
の
支
配
的
事
実
」

(
D
A,H
9
 

l
o
竺

訳

下
'
1
8
2
)

と
し
て
諸
条
件
の
平
等
(egalite

d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
)
を

捉
え
、
ま
た
そ
の
全
般
的
な
進
展
を
も
っ
て
民
主
主
義
の
進
展
と
考
え
る
ト

ク
ヴ
ィ
ル
は
、
二
十
代
半
ば
の
ア
メ
リ
カ
視
察
旅
行
の
成
果
で
あ
る
著
書
「
ア

メ
リ
カ
の
民
王
主
義
」
（
第
一
巻
1
8
3
5

第
二
巻
1
8
4
0
)

序
論
に
お
い
て
言
う
。

「
こ
れ

[11
諸
条
件
の
平
等
の
進
展
]
は
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
な
も
の
で
は
な

い
。
我
々
が
ど
こ
か
に
目
を
向
け
る
と
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お

二
月
革
命
以
前
ー
神
に
保
証
さ
れ
た
世
界

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
人
間
観
の
歴
史
的
形
成

菊

谷

和

宏
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い
て
続
い
て
い
る
こ
の
同
じ
革
命
が
見
つ
か
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
所
で
、
諸
民
族
の
生
(vie)
の
様
々
な
出
来
事
が
民
主
主
義
に
貢

献
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
た
。
す
べ
て
の
人
間
(
h
o
m
m
e
s
)
は
そ
の
努
力
に
よ

っ
て
民
主
主
義
を
助
成
し
て
い
た
。
…
す
べ
て
の
者
は
、
あ
る
い
は
そ
の
意

に
反
し
て
、
あ
る
い
は
自
覚
な
し
に
、
神
の
手
の
中
の
盲
目
の
道
具

て

協

力

し

）

し

(aveugles 
m
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
!es 
m
a
i
n
s
 
d
e
 
D
i
e
u
 
Al 

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
諸
条
件
の
平
等
の
漸
進
的
な
発
展
は
、
神
の
摂
理
に
よ
る

事
実
(
u
n
fait 
providentiel)
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
事
実
の
主

要
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
普
遍
的
で
あ
り
、
永
続
的

で
あ
り
、
日
々
人
間
の
力
を
超
え
て
い
る
」

(
D
A,
L

全
訳
上
2
6
)

(
強
調
引

用
者
）
。

こ
う
し
て
、
民
王
主
義
の
進
展
、
平
等
の
進
展
を
神
の
摂
理
と
見
、
ま
た

そ
の
摂
理
の
特
性
と
し
て
、
普
遍
性
・
永
続
性
・
超
人
性
を
挙
げ
る
ト
ク
ヴ

ィ
ル
に
と
っ
て
、
「
人
間
」
と
い
う
も
の
も
ま
た
、
神
の
目
の
下
に
の
み
、
普

遍
性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
内
部
的
な
同
類
性
・
平
等
性
を
持

つ
ま
と
ま
っ
た
一
種
族
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
。

ニ
古
代
]
ロ
ー
マ
と
ギ
リ
シ
ャ
と
の
も
っ
と
も
深
遠
か
つ
も
っ
と
も
博
識

な
天
才
た
ち
で
も
、
人
間
の
類
似
性
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
間
の

一
人

一
人

が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
平
等
な
権
利
に
つ
い

て
、
極
め
て
一
般
的
で
あ
る
が
し
か
し
同
時
に
極
め
て
単
純
で
も
あ
る
観
念

に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
奴
隷
制
が
自
然
(nature
)
の

う
ち
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
全

力
を
つ
く
し
た
。

…
彼
ら
の
精
神
は
…
奴
隷
制
に
縛
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
類

(espece 
h
u
m
a
i
n
e
)
の
す

べ

て

の

成

員
が

そ

の

本

性

に

お

い

て

(naturellement)
類
似
し
て
お
り
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
地
上
に
到
来
し
給
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た」

(DA'II
,
2
2
:
 訳

下
4
2ー

4
3
)

(強
調
引
用
者
）。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
人
間
が
互
い
に
類
似

し
平
等
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
個
々
の
「
何

物
か
」
を
「
人
間
」
と
し
て
斉

一
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る

も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
俗
世
を
超
越
し
た
神
と
呼
ば
れ
る
何
物
か

の
存
在
と
意
志
な
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
ま
た
、

彼
に
と

っ
て
は
「
ど
れ
ほ
ど
個
別
的
な
人
間
行
為
で

あ
ろ
う
と
、
神
に
つ
い
て
、
神
と
人
類
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
人
間
の
霊
魂

の
本
質
に
つ
い
て
、
同
類
者
た
ち
に
対
す
る
人
間
の
義
務
に
つ
い
て
、
人
間

が
抱
い
た
極
め
て

一
般
的
な
観
念
か
ら
生
ま
れ
て
い
な
い
人
間
行
為
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
え
な
い
」

(
D
A
,
 
II
,
 27

:
 /ma
下
4
9
)

の
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
一
般

的
観
念
は
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
が
出
て
く
る
共
通
の
源
泉
以
外
の
も
の
で

は
あ
り
え
な
い
」

(ibid.)
。
そ
し
て
、
こ
の
「

一
般
的
観
念
」
と
は
、
「
あ

ら
ゆ
る
ド
グ
マ
的
信
念
の
う
ち
で
も
っ
と
も
望
ま
し
い
」

(ibid.)
「
人
間
の

生
（
活
）
の

H
々
の
実
践
に
不
可
欠
な
」

(
D
A,
I
I
"
2

安
訳
下
5
0
)

、
そ
し
て
批

判
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
明
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
「
宗
教
に
関

す
る
ド
グ
マ
的
信
仰
」

(
D
A
,
 
II
,
 27

:
 /ma
下
4
9
)

な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
人
間
の
同
類
性
•
平
等
性
と
と
も
に
、
世
俗
な
人
間
の
「
行

為
」
は
神
と
の
関
係
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
換
言
す

れ
ば
、
人
間
は
、
現
世
の
世
俗
な
世
界
の
存
在
と
し
て
は
1

ま
さ
に
、
古

代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
お
け
る
市
民
と
奴
隷
が
そ
う
で
あ
っ
た
通
り
1

必
然
的
に
同
類
・
平
等
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
く
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トクヴィルにおける人間観の歴史的形成

ま
で
神
と
の
関
係
に
お
い
て
、
神
の
下
に
、
超
越
的
本
質
と
し
て
の
み
人
間

は
人
間
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

世
俗
な
現
世
に
お
け
る
不
平
等（
例
え
ば
、
身
分
差
、
階
級
差
な
ど
）
は
神
の

意
志
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
そ

も
そ
も
異
な
っ
た
身
分
・
階
級
は

「平
等

・
不
平
等
」
な
ど
と
い
う
比
較
が

は
じ
め
か
ら
成
り
立
た
な
い
、
現
世
で
は
本
質
的
に
異
質
な
存
在
と
し
て
把

握
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
を
生
き
た
人
間
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

ま
る
で
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
よ
う
な
人
間
把
握
を
貫
徹
す
る
こ
と
は

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
実
際
、
今
見
て
き
た
ば
か
り
の
論
理

の
中
に
既
に
、
相
反
す
る
二
つ
の
論
理
の
せ
め
ぎ
合
い
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、
た
し
か
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
論
理
の
最
も
根
本
的
な
部
分
で
は
、

人
間
性
は
こ
の
よ
う
な
神
的
超
越
的
本
質
と
し
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
眼
前
に
し
た
世
俗
的
日
常
的
な
社
会
の

中
で
の
平
等
の
不
可
避
的
な
進
展
を
、
そ
の
神
の
摂
理
と
し
て
理
解
し
よ
う

と
努
め
る
時
、
そ
こ
に
は
、
人
間
の
同
類
性
・
平
等
性
の
超
越
的
な
根
拠
付

け
と
世
俗
な
世
界
に
お
け
る
人
間
の
同
類
性
・
平
等
性
の
（
し
た
が
っ
て
世

俗
的
な
）
根
拠
付
け
と
を
、
何
と
か
整
合
さ
せ
よ
う
と
い
う
認
識
的
態
度
が

看
取
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
、
こ
の
二
つ
の
、
互
い
に
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
根
拠
付
け
の
論

理
の
整
合
性
を
保
と
う
と
す
る
努
力
と
し
て
、
よ
り

一
般
的
に
は
、
超
越
的

人
間
観

•

世
界
観
か
ら
世
俗
的
な
人
間
観
・
世
界
観
を
い
っ
た
ん
切
り
離
し

て
分
析
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
ら
を
論
理
的
に
接
合
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
し

(1) 

て、

「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
」を
読
む
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
場
合
、
時
に
は
「
地
位
の
平
等
」
と
も
訳
さ
れ
、
も

っ
ば
ら
身
分
や
階

級
の
平
準
化
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
諸
条
件
の
平
等
」
と
の
表

せ
い

現
が
、
さ
ら
に
広
く
「
世
俗
な
現
世
に
お
け
る
人
間
の

「生
の
」
条
件
の
平

等
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ

そ、

egalite

d
e
s
 
positions

や

egalite

d
e
s
 
classes

で
は
な
く
、

egalite 
d
e
s
 
conditions

な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の

conditions

と

は、

conditions
d
e
 
la 
vie/de 
cette 
vie
、
す
な
わ
ち
現
世
で
の
生

（活
）
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
努
力
の
結
末
と
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
同
書
の
ま

さ
に
最
後
に
至

っ
て
次
の
よ
う
な
形
で
こ
の
課
題
を
と
り
あ
え
ず
達
成
す

る
。「

神
の
摂
理
(la
P
r
o
v
i
d
e
n
c
e
)
は
、
人
類
(
g
e
n
r
e
h
u
m
a
i
n
)
を
ま

っ
た
＜

独
立
的
な
も
の
と
し
て
も
、
ま
っ
た
＜
隷
属
的
な
も
の
と
し
て
も
つ
く
り
給

う
て
は
い
な
い
。
神
の
摂
理
が
、
す
べ
て
の
人
間
の
周
囲
に
、
脱
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
宿
命
的
な
円
環
を
描
い
て
い
る
の
は
本
当
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

人
間
は
そ
の
広
大
な
限
界
の
中
で
、
強
力
で
あ
り
自
由
で
あ
る
し
、
人
民

(peuple
s
)
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
」

(D
A
,
 
II
,
 33

9
:
 訳

下
5
8
5
)

。

し
か
し
、
こ
の
達
成
は
、
以
下
に
我
々
が
見
る
通
り
、
新
し
い
人
間
観
・

世
界
観
I

そ
し
て
そ
れ
が
社
会
学
を
生
み
出
す
地
盤
と
な
っ
た
の
だ
が
1

ー
生
成
の
第
一
歩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
月
革
命
_
社
会
主
義
と
の
対
決

S
人
民
(peuple)
と
人
間
(
h
o
m
m
e
)

一
八
四
八
年
フ
ラ
ン
ス
ニ
月
革
命
。
そ
れ
は
複
雑
な
経
過
と
、
そ
れ
に
も

増
し
て
複
雑
な
意
義
を
持
つ
歴
史
的
事
象
で
あ
る
。
本
節
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
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と
も
に
対
象
と
す
る
、
パ
リ
人
民
の
蜂
起
が
始
ま
っ
た
二
月
二
十
二
日
か
ら

六
月
事
件
が
収
ま
る
六
月
二
十
六

H
ま
で
の
経
過
を
ざ
っ
と
見
る
だ
け
で

も
、
臨
時
政
府
成
立
(
2
¥
2
4
)

、
国
立
作
業
場
(a
teliers

n
a
t
i
o
n
a
u
x
)
設
置

(
2

¥

 
2
5
)

、
リ
ュ
ク
サ
ン
プ
ー
ル
委
員
会
設
置
(
2
¥
2
8
)

、
総
選
挙
(
4
¥2
3
)

、
リ

ュ
ク
サ
ン
プ
ー
ル
委
員
会
崩
壊
(
5
¥
9
)

、
五
月
十
五
日
事
件
、
コ
ン
コ
ル
ド
の

祭
典
(
5
¥
2
1
)

、
国
立
作
業
場
廃
止
(
6
/
1
5
)

等
々
、
そ
の
変
化
は
あ
ま
り
に
も

目
ま
ぐ
る
し
い
。
さ
ら
に
、
革
命
の
舞
台
に
登
場
す
る
役
者
も
、
パ
リ
人
民
、

地
方
の
人
民
、
正
統
王
朝
派
、
オ
ル
レ
ア
ン
派
、
教
権
派
、
穏
健
共
和
派
、

急
進
共
和
派
（山
岳
派
）
、
社
会
主
義
者
な
ど
多
数
に
の
ぼ
り
、
相
互
の
利
害

も
錯
綜
し
、
さ
ら
に
諸
派
内
部
も

一
枚
岩
に
は
程
遠
い
と
い
う
不
安
定
な
様

(2) 

相
を
呈
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
二
月
革
命
期
を
、
下
院
(
C
h
a
m
b
re
d
e
s
 de
p
u
t
e
s)
の
有
力
議

員
と
し
て
、
つ
ま
り
ま
さ
に
当
事
者
と
し
て
、
し
か
し
そ
の
直
中
に
あ
っ
て

も
諸
派
か
ら
距
離
を
と
り
、
独
特
の
自
由
な
立
場
を
貰
こ
う
と
努
力
し
た
ト

ク
ヴ
ィ
ル
は
、
革
命
後
の
混
乱
今
だ
さ
め
や
ら
ぬ

一
八
五
0
年
七
月
か
ら
一

八
五
一
年
三
月
に
か
け
て
、
革
命
前
後
の
状
況
を
自
ら
が
直
接
経
験
し
感
じ

た
こ
と
の
み
に
限
定
し
て
思
い
起
こ
し
記
録
し
た

「回
想
録
」
第
一

部
お
よ

び
第
二
部
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
は
こ
の
日
[II

―
一月
一―
十
万
日
]
‘

二
つ
の
こ
と
に
特
に
強
く
印
象
付
け

ら
れ
た
。
そ
の
第

一
は
、
今
ま
さ
に
達
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
革
命
の
…
人
民

的
な
性
格
（c
月
actere
populaire
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
革
命
は
、
語
の
厳
密

な
意
味
で
の
人
民
(p
e
u
p
l
e
)
、
つ
ま
り
自
ら
働
い
て
生
活
す
る
階
級
に
、
他

の
階
級
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
全
能
の
力
を
与
え
た
の
で
あ
る
」

(S
o
u
v
e
n
i
r,

9
1
:
f
i
訳

1
2
3
)

(
強
調
引
用
者
）
。

こ
の
「
人
民
的
な
性
格
」
は
、
革
命
の
暴
力
的
側
面
と
い
う
形
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、
い
わ
ば
思
想
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
形
で
も
あ
ら
わ
さ
れ
た
。

(
3
)
 

そ
し
て
、
そ
の
思
想
が
人
民
に
も
広
ま
り
人
民
の
大
き
な
力
と
な
っ
た
。
こ

(4
)
 

の
思
想
こ
そ
「
社
会
主
義
」
で
あ
る
。

「
二
月
二
十
五
日
か
ら
千
も
の
奇
異
な
体
系
が
、
猛
烈
な
勢
い
で
改
革
者
た

ち
の
精
神
か
ら
噴
き
出
し
、
群
衆
の
混
乱
し
た
精
神
の
中
に
広
ま
っ
て
い
っ

た
。
…
あ
る
者
は
財
産
の
不
平
等
を
打
ち
壊
せ
と
主
張
し
、
他
の
者
は
知
識

(lurni
eres
)
の
不
平
等
を
な
く
せ
と
い
う
。
…

こ
う
し
た
理
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
て
い
て
、
相
互
に
矛

盾
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
、
敵
対
す
る
も
の
す
ら
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
す
べ
て
は
、
政
府
よ
り
も
も
っ
と
底
辺
の
と
こ
ろ
に
狙
い
を
つ
け
、
そ

れ
を
支
え
る
社
会
そ
れ
自
体
に
到
達
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

社
会
王
義
と
い
う
共
通
の
名
称
を
掲
げ
て
い
た
。

社
会
主
義
は、

二
月
革
命
の
本
質
的
な
性
格
と
し
て
、
ま
た
最
も
恐
る
べ

き
思
い
出
と
し
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
共
和
政
は
目
的
と
し
て
で
は
な

く
手
段
と
し
て
の
み
、
か
ろ
う
じ
て
そ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
」

(
S
o
u
v
e
n
i
r
s
,
9
5
:
 
I

訳
1
3
0ー

1
3
1
)

(
強
調
引
用
者
）
。

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
社
会
主
義
と
い
う
も
の
を
、
奇
妙
に
も
、
非
常
に

恐
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
、

自
由
の
た
め
に
共
和
政
を
守
る
こ

と
を
選
択
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
手
段
と
し
て
し
ま
う
社
会

主
義
は
一
っ
の
脅
威
で
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
政
治

的
次
元
で
の
脅
威
は
、
王
党
派
に
対
し
て
も
山
岳
派
に
対
し
て
も
教
権
派
に

対
し
て
も
同
様
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
主
義
の
み
を
二
月
革
命

の
「
最
も
恐
る
べ
き
思
い
出
」
と
ま
で
恐
れ
る
の
は
解
せ
な
い
。
ま
し
て
や
、

社
会
主
義
の
諸
理
論
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
「
奇
異
な
」
「
相
互
に
矛
盾
、
敵

対
さ
え
す
る
」
よ
う
な
混
乱
し
た
、
あ
る
意
味
で
取
る
に
足
ら
な
い
理
論
で
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トクヴィルにおける人間観の歴史的形成

あ
り
、
ま
た
社
会
主
義
者
は
歴
史
的
に
も
こ
の
後
「
当
然
に
も
あ
ざ
け
り
の

中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
」
(
S
o
u
v
e
n
i
r
s
,
9
6
:
 訳
1
3
3
)

と
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
い
っ
そ
う
こ
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
態
度
は
不
可
解
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
も
の
を
、

二
月

革
命
の
「
本
質
的
な
性
格
」
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
文
章

に

一
定
程
度
明
ら
か
で
あ
る
。

「
[
―
七
八
九
年
以
降
]
人
民
は
ま
ず
、
す
べ
て
の
政
治
制
度
を
変
え
る
こ
と

で
自
ら
を
助
け
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
政
治
制
度
を
い
く
ら

変
え
て
も
、
自
分
た
ち
の
境
遇
は
少
し
も
改
善
さ
れ
な
い
か
、
改
善
さ
れ
た

と
し
て
も
彼
ら
の
欲
求
の
差
し
迫
っ
た
状
態
か
ら
す
る
と
堪
え
難
い
ほ
ど
緩

慢
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、
つ
い
に
人
民
は
い
つ
の

ま
に
か
、
自
分
た
ち
を
そ
の
地
位
(
p
o
s
i
t
i
o
n
)
に
閉
じ
込
め
て
お
く
も
の
が

政
府
の
構
成
な
ど
で
は
な
く
、
社
会
そ
れ
自
体
を
構
成
し
て
い
る
不
変
の
法

則
(loi
s
)
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
不
可
避
的
に
発
見
し
た

。
…
所
有

(
p
r
o
p
r
i
e
t
e
)
と
い
う
の
は
我
々
の
社
会
秩
序
の
基
礎
の
よ
う
な
も
の
だ
か

ら
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
所
有
の
特
権
を
覆
い
い

わ
ば
そ
れ
を
隠
し
て
い
た
[
他
の
]
す
べ
て
の
特
権
が
破
壊
さ
れ
て
お
り
、
所

有
の
特
権
が
人
間
の
平
等
に
対
す
る
主
要
な
障
害
物
と
し
て
残
さ
れ
、
特
権

の
唯
一
の
し
る
し
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
民
が
今
度
は

そ
れ
を
根
絶
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
ま
で
私
は
言
わ
な
い
が
、
少
な
く
と
も

そ
う
し
た
考
え
が
所
有
の
特
権
を
持
た
な
い
者
た
ち
の
心
に
生
ま
れ
て
く
る

の
は
、
必
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

人
民
の
精
神
の
中
の
こ
の
自
然
な
不
安
、
人
民
の
願
望
や
考
え
の
こ
の
不

可
避
の
動
揺
、
群
衆
の
欲
求
や
本
能
は
、
改
革
者
た
ち
が
そ
の
上
に
数
多
く

の
怪
物
の
よ
う
な
図
柄
、
ま
た
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
図
柄
を
描
く
こ
と
に
な
る
、

い
わ
ば
布
地
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
の
作
品
は
滑
稽
な
も
の
だ
が
、

そ
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
哲
学
者
も
政
治
家
も
注
目
し
う
る
、
も

っ
と
も
深
刻
な
事
柄
な
の
だ
」

(S
o
u
v
e
n
i
r
s
,
9
6
:
 [
m
a
l
3
2ー

1
3
3
)

(
強
調
引
用

者
）。つ

ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
社
会
主
義
を
あ
れ
ほ
ど
恐
れ
か
つ

二
月
革
命
の

本
質
的
な
性
格
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
そ
れ
が
、
人
民
の
古
く
根
深
い
欲
求
、

つ
ま
り
「
人
間
の
平
等
」
へ
の
欲
求
を
自
ら
の
土
台
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
欲
求
に
、
た
と
え
実
現
不
可
能
な
夢
想
と
し
て
で
あ
れ
、
応

え
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
社
会
主
義
は
、
政
府
の

組
織
と
い
っ
た
政
治
制
度
な
ど
で
は
な
く
、
よ
り
根
底
の
、
い
わ
ば
「
社
会
」

そ
の
も
の
を
覆
そ
う
と
欲
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
社
会
主
義
に
対
す
る
極
度
の
恐

れ
は
な
お
完
全
に
は
解
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
社
会
主
義

が
人
民
の
根
源
的
な
欲
求
に
対
応
し
根
源
的
な
社
会
変
革
を
意
図
し
て
い
た

と
し
て
も
、

二
月
革
命
の
現
実
的
経
過
と
し
て
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
激
し
い

戦
闘
が
お
こ
な
わ
れ
た
六
月
事
件
と
そ
の
後
の
大
弾
圧
に
典
型
的
に
あ
ら
わ

さ
れ
る
通
り
、
政
府

・
議
会
側
の
圧
倒
的
な
勝
利
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
か

ら
で
あ
る
。「
回
想
録
」執
筆
時
点
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
重
々
承
知
し

て
い
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
な
ぜ
そ
れ
で
も
社
会
主
義
を
恐
れ
る
の
か
。

そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
彼
の
こ
の
恐
れ
が
政
治
的
な
次
元
の
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
人
民
の
名
を
背
景
に
語
る
社
会
主

義
の
諸
理
論
を
、
彼
の
人
間
把
握
•
世
界
把
握
に
対
す
る
認
識
論
的
次
元
で

の
挑
戦
と
し
て
受
け
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

貴
族
の
家
系
の

一
員
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と

っ
て
、
先
に

見
た
通
り
、
人
民
(p
e
u
p
l
e
)
と
は
ま
ず
も

っ
て
、
自
ら
働
い
て
生
活
せ
ね
ば
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な
ら
な
い
貧
し
い
下
層
階
級
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
民
の
名

の
下
に
、
社
会
主
義
者
は
、
現
実
の
政
治
の
次
元
よ
り
深
い
社
会
そ
れ
自
体

の
次
元
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
対
し
事
実
上
次
の
よ
う
に

宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
「
お
前
た
ち
も
俺
達
と
同
じ
人
間
(
h
o
m
m
e
)
だ
！
」

つ
ま
り
、
も
し
社
会
主
義
者
が
、
人
民
と
と
も
に
「
次
は
俺
達
人
民
の
時

代
だ
！
お
前
た
ち
支
配
層
は
お
払
い
箱
だ
」
と
言
っ
た
の
だ
と
受
け
取
っ

た
と
し
た
ら
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
あ
れ
ほ
ど
彼
ら
を
恐
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
彼
が
政
治
家
と
し
て
慣
れ
親
し
ん
だ
政
治
レ
ベ
ル
で
の
闘

争
で
あ
り
、
階
級
「
交
代
」
の
た
め
の
闘
争
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
レ
ベ
ル
で
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
社
会
主
義
者
11
人
民
は
弾
圧
さ
れ

制
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
事
後
に
思
い
返
し
て

恐
れ
る
こ
と
は
何
も
な
い
。

し
か
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
彼
ら
の
態
度
は
そ
う
い
っ
た
も
の
と
は

思
わ
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
社
会
主
義
者
11
人
民
は
、
貴
族
の
生
ま
れ
だ
ろ
う

が
プ
ル
ジ
ョ
ア
だ
ろ
う
が
、
は
た
ま
た
王
家
で
あ
ろ
う
が
、
「
人
民
と
同
じ
人

間
だ
」
と
主
張
・
要
求
し
た
の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
換

言
す
れ
ば
、

p
e
u
p
l
e
は
h
o
m
m
e
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
認
識
の
歴
史
的
転
換
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
p
e
u
p
l
e

は
一
階
級
・
一
身
分
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
し
た
が
っ
て
社
会
の
一
部
で
あ

る
こ
と
を
や
め
、
普
遍
的
な
人
間
性
と
し
て
の

h
o
目
n
e
を
体
現
す
る
も
の

と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
人
間
性
は
、
二
月
革
命
と
い
う
形
で
、

必
要
な
ら
ば
武
力
蜂
起
を
も
っ
て
現
世
に
お
い
て
実
現
す
べ
き
「
人
間
の
平

等」

と
し
て
歴
史
的
現
実
の
中
に
立
ち
現
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、

前
節
で
我
々
が
見
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
基
本
的
な
人
間
観
と
は
真
っ
向
か
ら
対

立
す
る
、
す
な
わ
ち
神
的
超
越
的
な
本
質
と
し
て
の
み
同
類
で
あ
り
平
等
な

人
間
と
い
う
観
念
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
、
す
べ
て
人
民
た
る
人
間
は
、

世
俗
に
生
き
る
ま
さ
に
現
世
で
こ
そ
同
類
で
あ
り
平
等
な
存
在
で
あ
る
と
い

う
人
間
観
の
現
実
的
登
場
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
―
一
月
革
命
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の

支
配
層
の
一
員
と
し
て
の
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
の
自
ら
の
精
神

と
存
在
を
構
成
し
て
い
る
根
源
的
な
人
間
観
•
世
界
観
に
対
す
る
挑
戦
で
あ

り
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
そ
の
よ
う
な
人
間
観

•
世
界
観
に
対
す
る
認
め
が
た
い
疑
惑
を
無
理
矢
理
意
識
さ
せ
る
現
実
だ
っ

た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
、
彼
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
社
会
主
義
に

恐
怖
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
意
味
に
お
い

て
こ
そ
、

二
月
革
命
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
人
民
的
な
性
格
を
持
つ
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
彼
は
、

二
月
革
命
を
生
み
出
す
前
提
と
な
っ
た
一
般
的
原
因
・
歴
史

的
条
件
を
挙
げ
る
中
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
経
済
と
政
治
に
関
す
る
諸
理
論
が
そ
こ

[11
人
民
の
不
快
感
]
に
出
口
を

見
出
し
て
姿
を
現
し
は
じ
め
、
人
々
の
貧
し
さ
は
神
の
摂
理
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
法
律
(lois
)
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
貧

困
は
、
基
盤
を
成
す
社
会
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ぐ
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
、
大
衆
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
」
(
S
o
u
v
e
n
i
r
s̀

8
全
訳

110
)

（
強
調
引
用
者
）
。

つ
ま
り
、
社
会
主
義
的
言
説
の
影
響
の
も
と
、
二
月
革
命
直
前
の
人
民
に

と
っ
て
既
に
、
現
世
の
不
平
等
は
「
神
の
摂
理
」
と
い
う
後
ろ
楯
を
失
い
つ

つ
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
現
世
に
お
け
る
平
等
が
「
人
間
と
し
て
」

当
然

与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

世
俗
な
現
世
、
す
な
わ
ち
「
社
会
」
を
「
人
民
た
る
人
間
／
人
間
た
る
人
民
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の
手
で
」
、
つ
ま
り
「
人
為
的
に
」
変
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
の
「
人
民
革
命
(revolution
p
o
p
u
l
aire)
」

(S
o
u
v
e
n
i
r,
 92

:
 n
訳
1
2
4
)

が
そ
の
根
底
に
お
い
て
意
味
す
る
も
の
を
次
の
よ

う
に
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
そ
こ
で
は
た
だ
単
に
一
党
派
の
勝
利
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た。

i

つ
の
社
会
科
学
(
u
n
e
science 
sociale)
が、

i

つ
の
哲
学
(
u
n
e

philosophie
)
が
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
教
え
従
わ
せ
る
こ
と
の
で
き

る

一．

つ

の

共

通

の

宗

教

(
u
n
e

religion 
c
o
m
m
u
n
e
 
q
u
'o
n
 
peut 

）

で
も
言
い
う
る

enseigner 
et 
faire 
s
m
v
r
e
 
a
 tous 
Jes 
h
o
目
n
e
s

と

も
の
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
渇
望
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
」

(
S
o
u
v
e
n
irs
,

尽
訳
1
2
5
)

(
強
調
引
用
者
）
。

す
な
わ
ち
、
政
治
的
党
派
・
階
級
と
い
っ
た
水
準
で
は
な
く
そ
れ
を
基
礎

付
け
る
「
社
会
」
の
水
準
で
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
」
を
「
人
間
一
般
」
と
し
て
、

す
な
わ
ち
平
等
な
同
類
と
し
て
対
象
と
し
う
る
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
を

神
の
高
み
か
ら
で
は
な
く
現
世
の
中
で
お
こ
な
い
う
る
、
そ
の
よ
う
な
意
味

で
全
人
間
に
「
共
通
の
宗
教
」
が
人
民
革
命
た
る
二
月
革
命
に
お
い
て
い
わ

ば
新
し
い
時
代
の
共
通
認
識
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ

に
「
社
会
科
学
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
的
現
実
と
し
て
は
、
こ
の
「
社
会
科
学
」
は
、
も
ち
ろ
ん
社
会
主
義

の
諸
理
論
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
含
む
意
味
は
さ
ら
に
広
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
社
会
科
学
と
い
う
も
の
が
、
先
の
よ
う
な
意
味
で
の
世

俗
世
界
1
1

社
会
に
お
い
て
同
類
で
あ
り
平
等
な
存
在
と
し
て
の
人
間
観
を
背

景
に
、
神
の
手
を
離
れ
た
い
わ
ば
世
俗
な
宗
教
と
し
て
歴
史
的
に
登
場
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
次
節
に
お
い
て
、

こ
の
萌
芽
の
展
開
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
も
不
可
避
的
な
歴
史
的
事
実

と
し
て
、
「
人
間
」
は
世
俗
な
現
世
で
、
つ
ま
り
「
社
会
」
の
中
で
、
当
然
に

同
類
で
あ
り
平
等
で
あ
る
べ
き
存
在
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
」
に
お
け
る
二
つ
の
論
理
の
せ
め
ぎ
合
い
に
、
あ
る

意
味
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
歴
史
に
深
く
根
差
し
た
生
い
立
ち
を
持
つ
人
間
と
し
て
の
ト
ク

ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
あ
く
ま
で
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
た
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
と
し
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
人
間
観
は
、
歴
史
的
現
実

と
し
て
眼
前
に
提
示
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
彼
は
、
こ
れ
以
降
、
こ
の
よ
う
な
人

間
観
の
根
拠
を
今

一
度
歴
史
的
現
実
の
中
に
、
し
か
も
二
月
革
命
よ
り
以
前

に
位
置
し
、
し
た
が
っ
て
―
一
月
革
命
の
前
提
を
成
し
て
い
る
、
そ
し
て
自
ら

の
生
ま
れ
を
も
深
く
規
定
し
て
い
る
、
旧
体
制
(
A
n
c
i
e
n
R
e
g
i
m
e
)
期
と
フ
ラ

ン
ス
革
命
期
の
歴
史
の
中
に
求
め
、
さ
ら
に
深
く
分
析
し
根
拠
付
け
よ
う
と

(5
)
 

い
う
方
向
に
導
か
れ
る
。
そ
れ
が
、
「
旧
体
制
と
革
命
」
(
1
8
5
6
)

で
あ
る
。

こ
の
著
作
の
中
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
七
八
九
年
に
始
ま
る
フ
ラ
ン
ス

革
命
を
「
宗
教
革
命
の
よ
う
に
作
用
し
、
い
ぐ
ら
か
宗
教
革
命
の
様
相
を
呈

し
た
政
治
革
命
」
（
と
~
,
 

8
9
:
J
m
a
l
l
2
)

と
特
徴
づ
け
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

「
宗
教
の
習
慣
的
特
性
は
、
人
間
と
い
う
共
通
の
基
盤
に
一
国
の
法
律
・
慣

習

・
伝
統
が
個
別
的
な
も
の
と
し
て
加
え
う
る
も
の
に
か
か
わ
り
な
く
、
人

間
を
人
間
自
体
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
主
目
的
は
、
社
会

の
形
態
か
ら
独
立
し
て
、
人
間
と
神
と
の

一
般
的
関
係
を
、
そ
し
て
人
間
た

ち
相
互
の

一
般
的
な
権
利
と
義
務
と
を
規
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
が
指

四

二
月
革
命
以
後
ー
「
人
間
」
と
「
社
会
」
の
誕
生
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示
す
る
行
為
規
則
は
、
あ
る
国
ま
た
は
あ
る
時
代
の
人
間
に
関
係
す
る
よ
り

も
、
息
子
、
父
、
僕
、
主
人
、
隣
人
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

宗
教
は
、
人
間
本
性
そ
れ
自
体
に
基
礎
を
持
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
人
間
に

等
し
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
所
に
適
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
宗
教
革
命
が
彼
岸
を
め
ざ
し
て
作
用
す
る
の
と
ま
さ

し
く
同
様
に
、
現
世
と
結
び
付
い
て
作
用
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
宗
教

が
国
と
時
代
と
か
ら
独
立
し
て
人
間
を
一
般
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る

の
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
個
別
的
社
会
の
外
で
、
抽
象
的
に
市
民
を
捉
え
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
個
別
的
権
利
が
何
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
政
治
に
関
し
て
人
間
の
一
般
的
な
義
務
と
権
利

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
も
検
討
し
て
い
る
。
…

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
の
改
革
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

人
類
の
再
生
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
こ
の
革
命
は
そ
れ
自

体

一
種
の
新
た
な
宗
教
、
不
完
全
な
宗
教
と
な
っ
て
い
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
、

そ
の
宗
教
は
、
神
の
な
い
、
礼
拝
の
な
い
、
彼
岸
の
な
い
宗
教
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
に
全
地
上
を
、
自
ら
の
兵
士
た
ち
、

自
ら
の
使
徒
た
ち
、
自
ら
の
殉
教
者
た
ち
で
充
満
さ
せ
た
宗
教
で
あ
る
」

(
A
R
,
 

8
8
-
8
9
:
f
i
訳

11
3ー

115
)
。

つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
こ
で
、
「
人
間
性
」
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
と
い
う
歴
史
的
現
実
に
依
拠
し
て
、
あ
る
非
常
に
微
妙
で
危
う
い
が
、
し

か
し
彼
に
は
説
得
的
で
あ
り
、
ま
た
我
々
に
も
興
味
深
い
観
念
と
論
理
に
到

達
し
た
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
宗
教
の
特
質
と
は
、
「
人
間
」
を

一
般
性
の
も
と
に
、
抽
象

的
な
本
質
と
し
て
、
「
あ
る
国
」
「
あ
る
時
代
」
と
い
っ
た
よ
う
な
現
実
の
世

俗
な
社
会
か
ら
は
超
越
し
て
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
超
越
的

一
般
的
本
質
と
し
て
の
み
人
間
は
同
類
と
し
て
根
拠
付
け
ら
れ
、
「
人
間
性
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
は
ま
た
、
「
息
子
、
父
、
僕
、
主
人
、

隣
人
」
と
い
う
世
俗
的
な
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
そ
れ
を
抽
象
的

に
把
握
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
現
世
に
お
け
る
不
平
等
そ
れ
自
身
は
、
超
越

的
な
本
質
と
し
て
の
人
間
性
に
内
在
す
る
自
然
な
も
の
、
す
な
わ
ち
神
の
摂

理
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
現
世
の
世
俗
社
会
に
お
け
る
不
平

等
は
人
間
性
の
定
義
に
は
ま
っ
た
＜
抵
触
し
な
い
。
こ
れ
は
我
々
が
本
稿
第

二
節
で
既
に
見
た
通
り
の
論
理
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
さ
ら
に
進
む
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
は
、
宗
教
と
同
様
に
「
人
間
」
と
い
う
も
の
を
「
国
と
時
代
と
か

ら
独
立
し
て
」
「
一
般
的
な
も
の
と
し
て
」
捉
え
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
、
彼

に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
も
は
や

―
つ
の
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
宗

教
は
そ
の
よ
う
な
人
間
把
握
を
「
現
世
と
結
び
付
い
て
」
お
こ
な
っ
て
い
る
。

も
は
や
こ
の
宗
教
に
は
神
も
礼
拝
も
彼
岸
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
フ
ラ
ン
ス

革
命
が
提
供
す
る
人
間
性
は
も
は
や
超
越
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
世

俗
な
現
世
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
「
人
間
」
は
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
根
拠
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間

は
、
世
俗
な
現
世
で
行
為
す
る
存
在
一
般
と
し
て
同
類
な
の
で
あ
り
、
こ
の

現
世
に
お
い
て
平
等
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
言
う
で
あ
ろ
う
。
ニ
フ
ラ
ン
ス
人
は
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
お
い
て
‘
]
不
平
等
に
対
す
る
激
し
く
打
ち
消
し
が
た
い
憎
し
み
に

よ
っ
て
…
中
世
の
諸
制
度
の
逍
物
を
す
べ
て
そ
の
根
底
ま
で
破
壊
し
よ
う
と

欲
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
そ
し
て
そ
の
空
き
地
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
人
類

(
h
u
m
a
n
i
t
e
)
が
達
し
う
る
限
り
の
人
間
の
類
似
性
と
平
等
な
諸
条
件
と
を
有
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す
る
社
会
を
打
ち
立
て
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、
押
し
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
」

(
A
R
,
 

2
4
7
:
F, 訳
4
0
6
)

(
強
調
引
用
者
）
。

こ
の
論
理
は
確
か
に
危
う
い
。
そ
の
危
う
さ
・
不
安
定
性
は
、
ま
さ
に
「
世

俗
な
宗
教
」
な
る
キ
マ
イ
ラ
の
中
で
最
大
と
な
る
。
本
当
に
、

「世
俗
な
」
「
宗

教
」
性
な
ど
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
考
え
て
き
た
二
つ
の
異
な
る
論
理

の
奇
妙
な
接
合
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
「
人
間
（
性
）
」
は
、

世
俗
な
現
世
で
行
為
す
る
存
在
と
し
て
の

一
般
性
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
普

遍
的
一
般
的
か
つ
非
超
越
的
に
規
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
い

換
え
れ
ば
、
人
間
は
、
形
而
下
の
経
験
的
存
在
と
し
て
、

平
等
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

論
理
的
に
は
怪
し
く
と
も
、
も
は
や
選
択
の
余
地
は
な
い
。
確
か
に
こ
の

論
理
は
、

二
月
革
命
以
前
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
中
で
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
た
二
つ

の
論
理
を
接
合
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
あ
の
課
題
は
新
た
な
次
元
で
達

成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
論
理
は
、
我
々
が
前
節
で
見
た
、

二
月
革
命
体

験
の
結
果
と
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
感
知
さ
れ
は
じ
め
た
新
し
い
認
識
の

一
っ

の
完
成
像
・
到
達
点
で
も
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
こ
の
人
間
観
は
、
そ
れ

自
身
フ
ラ
ン
ス
革
命
お
よ
び
二
月
革
命
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
唯
一

可
能
な
も
の
と
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
1

そ
し
て
実
は
我
々
自
身
に
も
1

立
ち
現
わ
れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
達
し
た
論
理
の
決
定
的
に
重
要
な
点
は
、
そ
の
中

で
世
俗
な
世
界
が
神
の
手
を
離
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
平
等

性
・
同
類
性
が
現
世
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
そ
の
中
で
自
立
し
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
点
こ
そ
、
冒
頭
に
掲
げ
た
我
々
の
問
題
関
心
に
直
接
関
係
す
る
も
の
、

す
な
わ
ち
我
々
が
社
会
現
象
を
論
じ
て
い
る
そ
の
認
識
論
的
前
提
に
直
接
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

五

ま

と

め

つ
ま
り
、
こ
う
し
て
「
世
界
」
の
中
か
ら
「
社
会
」
が
抽
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
も
は
や
我
々
は
神
に
保
証
さ
れ
た
万
物
の
あ
り
か
と
し
て
の
「
世
界
」

を
自
ら
の
住
処
と
は
し
な
い
。
我
々
は
、
世
俗
で
行
為
す
る
も
の
と
し
て
本

質
的
に
同
類

・
平
等
で
あ
る
人
間
た
ち
が
織
り
成
す
網
の
目
と
し
て
の

「社

会
」
を
住
処
と
す
る
。
そ
し
て
我
々
自
身
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
互
い

に
同
類
•
平
等
な
「
人
間
」
と
把
握
す
る
。

そ
し
て
こ
の
「
社
会
」
こ
そ
「
神

が
つ
く
り
給
う
た
、
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
的
な
円
環
」
で
あ
る
が
、

世
俗
な
人
間
性
に
と
っ
て
そ
の
領
域
は
広
大
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
部
で
人

間
は
強
力
で
自
由
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
「
社
会
」
こ
そ
、
社

会
王
義
者
と
人
民
が
見
出
し
た
、
政
治
組
織
の
根
底
に
あ
る
「
社
会
そ
れ
自

体
」
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
領
域
、
「
社
会
」
、
を
対
象
と
し
て
考

察
す
る
も
の
こ
そ
、
世
俗
な
人
間

一
般
と
そ
の
相
互
行
為
を
考
察
す
る
学
問
、

(6
)
 

す
な
わ
ち
「
社
会
科
学
」
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

「人
間
」
と
「
社
会
」
と
、
そ
し
て

「社
会
科
学
」
と
が
、
歴

史
的
現
実
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
下
で
ー
ー
し
た
が
っ
て
理
論
的
に
は
そ
れ
が
必

然
的
な
形
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
歴
史
的
に
は
他
で
あ
り
え
な
か

っ
た
も
の
と
し
て
1

十
九
世
紀
半
ば
に
産
声
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
社
会
学
登
場
の
た
め
の
「
地
均
し
」
は
終
わ
っ
た
。
新
た
な

認
識
が
、
「
人
間
」
と
「
社
会
」
が
準
備
さ
れ
た
。
こ
の
準
備
さ
れ
た
基
盤
の

上
に
、

以
降
社
会
学
の
様
々
な
基
礎
概
念
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

個
々
人
の
動
機
を
一
般
的
に
理
解
可
能
な
も
の
と
前
提
す
る
「
社
会
的
行
為

者
概
念
」
、
人
間
の
個
々
の
行
為
の
同
質
性
を
前
提
と
す
る
「
社
会
現
象
の
数

学
的
統
計
処
理
」
、
人
間
の
世
俗
内
相
互
行
為
と
し
て
の
「対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
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ー
シ
ョ
ン
」
と
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
網
と
し
て
の
「
社
会

・
場
」
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
構
築
さ
れ
る
個
性
一
般
と
し
て
の

「
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
概
念
」

等
々
。
す
な
わ
ち
、
個
々
人
を
、
世
俗
で
行
為

す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
同
質
的
な
、
そ
し
て
そ
の
意
味
の

上
に
抽
象
化
可
能
な
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
相
互
に
比
較

可
能
な
、
「
人
間
一
般
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
て
社
会
学
は
、
そ
の
議
論
が
成
り
立
つ
基
盤
と
し
て
の
、
諸
存
在
と
諸

現
象
の
比
較
可
能
性
を
確
保
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
社
会
学
の

内
部
で
は
共
有
さ
れ
た
自
明
な
前
提
と
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
均
さ
れ
た
基
盤
は
、
学
問
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
十
九
世
紀

後
半
以
降
の
政
治
的
社
会
的
運
動
の
方
向
性
を
も
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
基

本
的
人
権
」
、
「
人
間
」
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
「
市
民
」
の
運
動
、
「
反

人
種
差
別
」
、
「
反
性
差
別
」
等
々
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
個
人
は
、
こ
の

世
俗
の
社
会
の
中
で
「
社
会
的
に
平
等
」
で
あ
る
べ
き

「人
間
」
と
し
て
、

「
人
類
の

一
員
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
普
遍
的

な
「
社
会
正
義
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
地
均
し
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
一
人
の
議
論
で

達
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
我
々
に
と
っ
て
は
―
つ
の
例

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
政
治
家
と
思
想
家
の
両
面
を
生
き
た
人
間
と
し
て
、

歴
史
的
現
実
と
社
会
理
論
・
認
識
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
で
き
る
良
い
実
例

で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
史
で
言
え
ば
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
が
、

こ
の
基
盤
の
上
に
ま
さ
に
「
社
会
学
(
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e
)
」
を
実
際
に
確
立
し
よ

う
と
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
に
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
現
実
、
す
な

わ
ち
第
三
共
和
政
の
諸
問
題
と
格
闘
す
る
中
で
、
こ
の
基
盤
を
さ
ら
に
「
社

(
7
)
 

会
学
的
に
」
深
め
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
人
間
観
・
社
会
観
が
、
今
日
我
々
が

用
い
て
い
る
社
会
学
的
前
提
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
比
較
可
能
性
•
平
等
性

と
い
う
点
で
も
他
の
要
素
も
あ
ろ
う
し
、
身
体
性
の
問
題
（
例
え
ば
欲
求
論
）

な
ど
ま
っ
た
く
他
の
要
素
も
混
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
私
に
は
、
今
抽
出
し
て
き
た
前
提
が
ー

「
世
俗
宗

教
」
の
危
う
さ
を
社
会
学
が
現
在
で
も
引
き
継
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

の
危
惧
と
と
も
に
ー
|
'
我
々
の
社
会
認
識
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
立
脚
点
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【註】
(
l
)

「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
」に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
論
理
の
整
合
性

の
追
求
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
菊
谷
1
9
9
7

第
三
節
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
そ
こ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
民
主
主
義
の
整
合
性
の
問
題

と
し
て
こ
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(2)

残
念
な
が
ら
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、

二
月
革
命
期
の
歴
史
的

展
開
と
そ
の
意
義
を
細
か
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
期

の
概
要
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
中
木
1
9
7
5

参
照
。

(3)

当
時
の
社
会
主
義
者
と
人
民
と
の
連
帯
に
つ
い
て
は
し
か
し
、
ト

ク
ヴ
ィ
ル
の
把
握
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
学
の
成
果
か
ら
は
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
否
定
的
な
結
論
が
出
て
い
る
。
喜
安
1
9
7
1

に
お
け
る

「
労
働
の
世
界
」
と
「
政
治
の
世
界
」
の
断
絶
に
関
す
る
議
論
を
参
照

の
こ
と
。
た
だ
し
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
よ
う
な
分
裂
し
た
現
実
の
基

底
に
あ
る
両
者
の
根
源
的
な
共
通
性
を
見
抜
い
て
い
た
と
も
言
え
よ

、つ
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トクヴィルにおける人間観の歴史的形成

(
4
)

時
代
的
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
念
頭
に

お
い
て
い
る
社
会
主
義
に
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
は
ま
っ
た
く
入
っ
て
い

な
い
。
当
時
の
議
会
構
成
等
の
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
こ
で

の
社
会
主
義
は
、
具
体
的
に
は
プ
ル
ー
ド
ン
、
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
、
ル

イ
1
1

プ
ラ
ン
、
ブ
ラ
ン
キ
、
ル
ド
リ
ュ
1
1

ロ
ラ
ン
ら
の
そ
れ
を
指
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(5)

こ
の
旧
体
制
と
革
命
の
歴
史
的
研
究
に
対
す
る
関
心
自
体
は
以
前

か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
中
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
構

想
が
彼
の
頭
の
中
で
明
確
な
形
を
と
っ
た
の
は
一
八
五
0
年
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
構
想
の
全
体
か
ら
す
れ
ば
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
の
著
作

の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
J

月
d
i
n

1
9
8
4
第
五
部
第
二
十
六
章
参

召"°
B" 

(6
)

な
お
本
稿
で
は
、
こ
の
「
世
俗
な
人
間
一
般
と
そ
の
相
互
行
為
を

考
察
す
る
」
と
い
う
学
問
的
本
質
に
着
目
し
、
「
社
会
科
学
」
と
「
社

会
学
」
の
二
つ
の
用
語
を
ほ
ぽ
互
換
的
な
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。

た
だ
し
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
生
き
た
時
代
背
景
と
こ
の
本
質
と
の
密
接

な
関
連
性
を
強
調
す
る
場
合
に
は
彼
自
身
が
用
い
た
前
者
を
、
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
以
降
の
、
現
代
に
直
接
連
な
る
い
わ
ゆ
る
（
フ
ラ
ン
ス
）
社

会
学
と
の
連
続
性
を
強
調
す
る
場
合
に
は
後
者
を
採
用
し
た
。
こ
の

用
語
法
の
理
由
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
い
う
「
社
会
科
学
」
は
、
現
代

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
通
常
複
数
形

sciences

s
o
c
巨
es

が
用
い
ら

れ
る
、
経
済
学
・
法
学
等
を
包
含
す
る
「
社
会
科
学
」
と
は
異
な
り
、

本
稿
第
三
節
で
の
引
用
文
に
も
あ
る
通
り

u
n
e
science 
sociale 

と
（不
定
冠
詞
付
き
の
）
単
数
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
「
諸
」

社
会
科
学
の
中
の

一
っ
と
し
て
の
「
「社
会
」
に
つ
い
て
の

一
科
学
」

を
意
味
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
そ
の
学
問
的
本
質

と
今
日
の
学
問
分
類
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
現
代
語
と
し
て
は
「
社

会
学
(sociologie)
」
が
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

(
7
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
菊
谷
1
9
9
4
,
1
9
9
5
お
よ
び
1
9
9
8
を
ご
参

照
い
た
だ
き
た
い
。

【
参
考
文
献
】

（
た
だ
し
本
文

・
註
で
言
及
し
た
も
の
の
み
。
ま
た
引
用
文
の

訳
は
適
宜
変
更
し
た
。）

ー
．
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作

A
R
:
 
L
'A
n
c
i
e
n
 
R
唸
i
m
e

et 
la 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
,
 (

C
E
u
v
r
e
s
 
c
o
m
p
[
窓
s
,

t
o
m
e
 II ,
 
1
,
 Ga

l
l
i
m
a
r
d
)
 
1
9
5
2
:
 ['小巾山

帥
心
訳
『
旧
体
制
と
大
革

命
j

、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
‘
]
9
9
8
]
 

D
A
:
 
D
e
 la 
d
e
m
o
c
r
a
t
i
e
 
e
n
 
A
m
e
r
i
q
u
e,
 (

(
E
u
v
r
e
s
 
c
o
m
恙
tes
,
to
m
e
 

I
,
 1
,2
,
 Ga

l
l
i
m
a
r
d
)
 
1
9
5
1
(
D
A
 ,
 
I
,
 

D
A
-II

は
そ
れ
ぞ
れ
第

一
巻
、

第
二
巻
を
表
す
）
云
升
伊
玄
太
郎
訳

「
ア
メ
リ
カ
の
民
主
政
治
」
（上

・
中
・
下
）
、
講
談
社
学
術
文
庫
、

1
9
8
7
]

S
o
u
v
e
n
i
r
:
 
S
o
u
v
e
n
i
r,
 

(
(
E
u
v
r
e
s
 
c
o
m
p
l
e
t
e
s
,
 t

o
m
e
 
X
I
I
,
 

G
邑

m区
rd)
1
9
6
4
:
 [
~
~
I
l

安
朗
訳
『
フ
ラ
ン
ス
ニ
月
革
命
の
日
々
ー
ト

ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』
、
岩
波
文
庫
、

1
9
8
8
]

II
．
ト
ク
ヴ
ィ
ル
以
外
の
著
作

J
a
r
d
i
n
,
 A
., 

1
9
8
4
,
 A

l
e
x
i
s
 
d
e
 
T
o
c
q
u
e
v
i
l
l
e
,
 H

a
c
h
e
t
t
e
:
[
大
津
真
作

訳
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
」
、
晶
文
社
、

1
9
9
4
]

菊
谷
和
宏
、

1
9
9
4

「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
け
る
社
会
学
の
経
験
科
学
性
と
社

会
統
合
」
、
「
年
報
社
会
学
論
集
j

第
7
号
、
関
東
社
会
学
会

、
1
9
9
5

「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
民
王
主
義
論
」
、

「一

橋
論
叢
」
第
1
1
4
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（
き
く
た
に

か
ず
ひ
ろ
・
和
歌
山
大
学
専
任
講
師
）

巻
第
2
号
、
一
橋
大
学
一
橋
学
会

、
1
9
9
7

「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
自
由
の
条
件
と
し
て
の
道
徳
的

同
質
性
」
、
『
年
報
社
会
学
論
集
」
第
10
号
、
関
東
社
会
学
会

、
1
9
9
8

「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
」
、
「
社
会
学
評
論
」
第

49
巻
第
2
号
、
日
本
社
会
学
会

喜
安
朗
、

1
9
7
1

「
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
政
」
、
「
岩
波
講
座
世
界
歴
史
19』

p
p
.
 

1
9
4ー

2
2
6
.

'!
石
油
似
車
早
店
心

中
木
康
夫
、

1
9
7
5

r

フ
ラ
ン
ス
政
治
史
」
（
上
）
、
未
来
社
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