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「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
…
…
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
最
も
偉
大

な
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
。
」
一
九
六
八
年
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
論
文
集
の
中
で
、

一
九
三
二
年
に
発
表
し
た
論
文
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
—
政
治
家
・

(
1
)
 

研
究
者
・
哲
学
者
」
に
関
す
る
序
言
を
こ
う
始
め
る
。
こ
の
論
文
は
、
時

代
と
政
治
に
対
す
る
不
安
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
は

当
時
、
国
家
社
会
主
義
の
猛
撃
の
中
に
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
可
能
な
真
理

を
喚
起
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
（
前
掲
書
四
二
五
頁
）
こ
の
哲
学

者
は
、
困
窮
と
混
乱
の
時
代
、
ま
だ
な
お
可
能
性
と
使
命
た
る
べ
き
重
要

な
歴
史
的
現
実
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
た
。
そ
の
さ
い
一
人
の
偉
大
な
人

物
の
姿
が
彼
に
力
を
貸
す
。
「
こ
の
偉
大
な
ひ
と
は
、
時
代
の
混
迷
に
心
苦

し
ま
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
」
（
同
）
同
作
品
は
直
ち
に
、
「
偉
大
な
哲
学
者

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
学
問

カ
ー
ル

・
ヤ
ス
パ
ー
ス

た
ち
」
を
見
据
え
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
の
全
体
と
の
連
関
の
中
で
理
解
さ

る
べ
き
で
、
そ
れ
（
『
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
』
全
三
巻
）
が
彼
の
最
後
の
主

著
と
な
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
第
一
巻
が
公
刊
さ
れ
た
一
九
五
七
年

は
、
第
三
帝
国
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
政
治
的
に
危
機
迫
る
年
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
著
書
の
刊
行
は
政
治
と
関
連
し
て
い
る
。

そ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
当
時
、
政
治
の
要
請
を
目
の
当
た
り
に
し
た

哲
学
者
、
そ
し
て
二
十
年
代
、
と
り
わ
け
三
十
年
代
の
政
治
的
事
件
と
体

験
を
忘
れ
ず
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
が
危
機
に
陥
っ
た
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
い

や
世
界
の
危
機
を
見
抜
い
て
い
た
哲
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
原
子

爆
弾
と
原
子
力
時
代
の
政
治
に
直
面
す
る
哲
学
者
で
も
あ
る
。
東
西
間
の

紛
争
は
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
激
し
さ
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
彼
は

一
九
三
二
年
当
時
、
一
人
の
偉
大
な
人
物
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を

思
い
浮
か
べ
持
ち
出
し
た
わ
け
だ
が
、
後
そ
の
よ
う
に
し
て
、
哲
学
史
を

彩
る
あ
ら
ゆ
る
人
物
を
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
す
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
そ
し
て
自
ら
に
つ
い
て

ア
ル
ノ
・
バ
ル
ッ
ツ
ィ

阪

本

恭

子

訳
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マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
偉
大
な
哲
学
者
を
回
顧
す
る
ヤ
ス
パ
ー

ス
に
と
っ
て
、
歴
史
的
、
こ
と
に
個
人
的
に
最
も
身
近
な
哲
学
者
で
あ
る
。

彼
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
同
様
、
科
学
者
、
哲
学
者
、
政
治
家
で
あ
っ
た
。
政
治

家
、
研
究
者
、
哲
学
者
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
個
々
記
す
に
先
立
ち
、

ャ
ス
パ
ー
ス
は
早
く
も
前
書
き
で
こ
う
ま
と
め
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問

的
作
品
が
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
研
究
者
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
彼
が

常
に
問
題
と
す
る
の
は
政
治
的
判
断
で
あ
る
。
彼
は
、
政
治
や
時
代
の
政

治
上
決
定
的
な
問
題
に
関
心
を
抱
き
、
指
針
を
与
え
よ
う
と
努
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
政
治
家
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
研
究
者
と
し
て
作

品
を
書
く
、
そ
の
基
本
的
意
図
に
お
い
て
、
彼
は
よ
り
以
上
に
政
治
家
で

あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
こ
と
を

強
調
は
し
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
社
会
学

者
で
あ
り
、
社
会
学
と
い
う
新
し
い
学
問
を
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
歴
史

お
よ
び
時
代
の
根
本
的
特
性
を
体
験
せ
し
め
る
は
ず
だ
と
見
な
す
か
ぎ

り
、
彼
は
政
治
的
で
あ
る
。
彼
の
作
品
は
、
政
治
的
学
問
と
し
て
き
わ
め

て
固
有
な
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
専
門
お
よ
び
基
礎
学
問

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
は
全
て
の
学
問
分
野
を
乗
り
越
え
、
そ
れ
ら
を

包
み
込
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
学
問
を
必
要
と
す
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
立

て
ら
れ
る
の
は
、
専
門
学
問
と
し
て
の
学
問
の
問
題
、
つ
ま
り
学
問
は
常

に
た
だ
専
門
学
問
た
り
得
る
か
、
あ
る
い
は
他
に
あ
り
よ
う
が
あ
る
か
と

い
う
問
い
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
社
会
学
は
基
礎
学
問
の
よ
う
な
も
の

と
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
（
そ
の
時
代
ご
と
の
）
専
門
学
問
と
基
礎
学
問
の

一
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
基
礎
学
問
と
し
て
の
社
会
学

と
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
今
日
の
基
礎
学
問
と
の

関
係
も
ま
た
熟
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
後
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
専

門
学
問
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
、
あ
る
い
は
ま
た

サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
的
方
法
の
基
本
的
特
質
で
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
関
連
し
て
い
る
。
社
会
学
は
こ
こ
で
は
特
殊
な
意
味
で
サ
イ
バ
ネ

テ
ィ
ッ
ク
ス
的
な
、
つ
ま
り
シ
ス
テ
ム
論
と
し
て
の
社
会
学
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
社
会
学
は
あ
る
意
味
で
基
礎
学
問
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

科
学
者
は
説
明
を
試
み
、
哲
学
者
は
そ
れ
を
越
え
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
。
こ
れ
は
二
十
世
紀
に
論
じ
ら
れ
た
説
明
と
理
解
の
違
い
で
あ
る
。
両

者
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
自
然
科
学
と
精
神
科
学
を
峻
別
す
る
た
め
に
も
、

学
問
的
に
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
根
本
的
特
性
と
し
て
精
神
科
学
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
か
ひ
そ

か
に
か
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
自
然
科
学
、
こ
と
に
自
然
科
学
的
、
つ

ま
り
厳
密
な
方
法
を
好
み
、
自
ら
に
転
用
し
よ
う
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

ま
た
少
な
く
と
も
自
然
科
学
に
本
来
の
正
当
な
学
問
を
認
め
よ
う
と
す
る

か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
す
で
に
精
神
科
学
と
し
て
は

自
ら
の
学
問
的
概
念
を
し
ば
し
ば
見
限
っ
て
き
た
。
学
問
は
自
然
科
学
の

立
場
か
ら
決
定
づ
け
ら
れ
、
近
代
の
説
明
科
学
以
来
、
科
学
論
的
に
判
断

違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？
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さ
れ
て
き
て
い
る
。
科
学
的
思
考
と
は
説
明
的
思
考
で
あ
る
。
説
明
の
第

一
の
試
み
は
、
因
果
性
あ
る
い
は
原
因
I

結
果
関
係
を
用
い
る
思
考
で

あ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
解
明
さ
れ
ず
、
細
分
化
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

多
元
的
因
果
性
が
単
一
的
因
果
性
に
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
最
近
の

試
み
は
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
義
的
な
単
一
的
因

果
性
お
よ
び
多
元
的
因
果
性
か
ら
可
逆
的
因
果
性
が
生
じ
た
。
円
環
—
因
果

性
も
話
題
に
さ
れ
る
。
社
会
学
か
ら
シ
ス
テ
ム
論
へ
の
進
行
は
、
科
学
か

ら
哲
学
へ
の
移
行
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
説
明
的
息
考
と
し
て
の
科

学
の
急
激
な
発
展
な
の
だ
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
い
て
、
説
明
科
学
と
理
解
科
学
が
社
会

学
の
中
で
交
差
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
熟
考
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
専

門
の
学
者
で
あ
り
、
細
部
に
注
意
を
払
い
説
明
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
乗

り
越
え
、
説
明
や
根
拠
づ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
体
理
解
を

得
よ
う
と
す
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
自
ら
に
、
そ
し
て
ま
た
、

ま
さ
に
自
ら
の
学
問
的
概
念
の
中
に
、
時
代
が
思
考
と
学
問
に
可
能
た
ら

し
め
た
全
て
を
包
括
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ

ん
熟
考
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
評
価
も
傾
い
て
い
く
。
彼
の
一
九
三
二
年
の
考
察
は
そ
れ
に

示
唆
を
与
え
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
政
治
家
、

研
究
者
、
哲
学
者
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
科
学
的
説
明
と
実
存
開

明
(Existenzerhellung)
、
さ
ら
に
暗
号
の
形
而
上
学

(
C
h
i
f
f
r
e
n
m
e
t
a
,
 

physik)
を
区
別
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
哲
学
的
立
場
を
持
ち
出
し
得

る
か
も
し
れ
な
い
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
研
究
者
で
あ
り
説
明
す

る
。
彼
は
哲
学
者
で
あ
り
自
ら
を
開
明
し
、
そ
し
て
最
終
的
に
政
治
に
お

い
て
き
わ
め
て
明
白
に
形
而
上
学
と
結
び
付
く
。
そ
こ
は
価
値
の
領
域
で

あ
り
、
価
値
の
闘
争
、
価
値
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の

(
D
a
m
o
n
i
e
)

で
あ
る
。

（二）

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
専
門
学
者
を
自
認
す
る
。
し
か
し
、
こ
と

社
会
学
に
関
し
て
彼
は
、
社
会
学
者
と
し
て
そ
の
つ
ど
あ
ら
ゆ
る
専
門
を

乗
り
越
え
る
。
で
は
社
会
学
の
索
材
と
は
何
だ
ろ
う
？
対
象
だ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
方
法
だ
ろ
う
か
？
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
最
も
説
得
力
を
持
ち
、
さ
ら

に
最
も
鮮
明
か
つ
理
解
で
き
る
作
品
に
仕
上
げ
た
、
あ
の
領
域
を
取
り
上

(
2
)
 

げ
て
み
よ
う
。
即
ち
そ
れ
は
資
本
主
義
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
資
本
主

義
は
世
界
至
る
と
こ
ろ
に
現
存
し
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
前
す
で
に
存
在

し
た
が
、
後
者
は
資
本
主
義
の
精
神
の
も
と
の
資
本
主
義
と
は
区
別
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
の
資
本
主
義
と
は
一
定
の
種
類
の
も
の
で
、
あ
る
―
つ
の

精
神
に
由
来
、
そ
れ
に
よ
っ
て
確
立
し
た
。
そ
う
し
て
物
質
的
に
生
じ
、

充
実
し
た
成
果
を
示
す
資
本
主
義
は
、
精
神
的
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
終

的
に
は
形
而
上
学
的
な
力
を
持
っ
た
精
神
的
ア
ウ
ラ
ヘ
と
止
揚
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
資
本
主
義
の
装
飾
、
粉
飾
、
精
神
化
そ
し
て
止
揚
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
観
念
論
を
加
え
た
む
き
だ
し
の
唯
物
論
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
副
次
的
要
索
に
す
ぎ
な
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い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
唯
物
性
が
実
際
そ
の
ま
ま
で
は
何
物

で
も
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
資
本
主
義
は
第
一
に
、
精
確
に
限
定

し
把
握
さ
れ
得
る
、
明
瞭
な
輪
郭
を
持
っ
た
対
象
と
し
て
現
れ
る
。
し
か

し
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
わ
れ
わ
れ
に
、
資
本
主
義
に
関
す
る
科
学

的
考
察
に
お
い
て
大
事
な
の
は
、
資
本
主
義
の
認
識
で
は
な
く
資
本
主
義

の
自
己
認
識
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
。

科
学
者
は
対
象
を
持
つ
。
そ
れ
が
彼
の
関
心
を
ひ
き
、
彼
に
と
っ
て
対

象
そ
の
も
の
と
な
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
こ
の
社
会
学
者
は
そ

う
で
は
な
い
。
社
会
学
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
わ
れ
わ
れ
即
ち
社
会

性
を
動
か
す
全
体
を
見
渡
す
。
そ
れ
が
同
時
に
社
会
で
あ
る
資
本
主
義
の

対
象
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
資
本
主
義
と
は
、
社

会
学
の
対
象
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
資
本
主
義
の
中
に
、
あ
ら
ゆ

る
物
質
的
対
象
性
を
越
え
出
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
見
て
取
る
。
し

か
し
経
済
に
お
い
て
物
質
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
の
は
、
よ
り

広
大
な
背
景
を
持
つ
。
そ
れ
は
合
理
主
義
で
あ
る
。
資
本
主
義
と
合
理
主

義
は
、
物
質
と
観
念
の
よ
う
に
相
対
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
範
疇
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

は
、
科
学
者
が
ど
の
よ
う
に
先
へ
進
む
か
を
示
す
。
彼
は
説
明
を
試
み
、

そ
う
し
て
そ
の
背
後
に
広
が
る
地
平
へ
と
至
る
。
資
本
主
義
は
合
理
主
義

に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
哲
学
者
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
科
学
者
か
ら
哲
学
者
へ
の
移
行
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
ま
さ
に
新
し
い
科
学
、
社
会
学
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
べ
き
な

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

の
だ
。
し
か
し
根
拠
を
問
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
、
合
理
化
の
最
終
形
式

で
あ
る
。
こ
こ
で
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
あ

ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
価
値
の
限
界
に
突
き
当
た
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
は
、

も
は
や
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
つ
ま
り
説
明
し
、
理
解
し
、
根
拠
づ

け
で
き
な
い
が
ゆ
え
、
彼
に
と
っ
て
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
の
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
政
治
家
、
研
究
者
、
哲
学
者
。
ヤ
ス
パ
ー

ス
が
つ
け
た
こ
の
順
番
は
、
分
析
的
に
見
る
と
、
こ
う
並
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。
即
ち
研
究
者
、
哲
学
者
、
政
治
家
、
そ
し
て
そ
の
逆
と
い
う
風
に
。

研
究
者
は
説
明
し
、
哲
学
者
は
開
明
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
い
方
を
用

い
れ
ば
、
政
治
家
は
現
存
在
の
暗
号
を
認
め
る
。
説
明
し
、
理
解
し
、
象

徴
化
す
る
。

科
学
者
は
説
明
す
る
。
そ
れ
が
彼
の
認
識
で
あ
る
。
科
学
者
と
は
認
識

者
で
あ
る
。
哲
学
者
は
そ
れ
に
余
り
あ
る
。
つ
ま
り
「
哲
学
者
と
い
う
の

(
3
)
 

は
単
な
る
認
識
者
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
の
だ
。
哲
学
者
は
、
彼
が
認
識

す
る
も
の
に
よ
っ
て
自
ら
を
規
定
す
る
。
純
粋
対
象
を
た
だ
単
に
自
ら
の

隣
や
前
に
立
て
る
の
で
は
な
い
。
対
象
と
結
び
付
き
、
対
象
の
内
へ
と
入

り
込
み
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
。
哲
学
者
に
と
っ
て
対
象
は
も
は
や
対
峙
す

る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
最
終
的
に
は
対
象
で
は
な
く
な
る
。
あ
ら
ゆ

る
対
象
の
枠
組
み
は
断
片
的
だ
。
そ
れ
自
身
、
断
片
な
の
で
あ
る
。
断
片

と
し
て
の
生
と
作
品
。
こ
こ
で
断
片
と
い
う
の
は
、

バ
ー
の
死
が
早
す
ぎ
た
こ
と
、
病
気
も
理
由
と
な
っ
て
多
く
の
仕
事
を
や

り
残
し
た
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
主
要
目
標
で
あ
る
社
会
学
に
利
用
す
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る
た
め
、
断
片
的
に
あ
れ
や
こ
れ
や
の
学
問
に
取
り
組
み
、
結
局
、
社
会

学
そ
の
も
の
が
断
片
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
観
点
に
お
い
て
述
べ
て
い

る
。
「
彼
は
、
全
体
性
と
絶
対
者
に
対
す
る
意
識
、
他
の
方
法
で
は
決
し
て

表
現
で
き
な
い
意
識
に
よ
っ
て
、
断
片
的
な
存
在
で
あ
る
。
」
（
前
掲
書
四

一
六
頁
）
し
た
が
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
人
間
の
有
限
性
と
、
社
会
学
が
規

定
す
る
「
対
象
」
の
無
限
性
を
指
示
し
な
が
ら
、
説
明
を
試
み
る
の
で
あ

ャ
ス
パ
ー
ス
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
す
る
最
初
の
論
文
（
一

九
二

0
年
の
追
悼
講
演
）
お
よ
び
最
後
の
論
文
（
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

(
4
)
 

バ
ー
の
政
治
的
思
考
へ
の
覚
書
」
一
九
六
二
年
）
の
中
で
、
最
終
的
に
は

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
哲
学
的
生
と
思
考
の
仕
方
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
焦
点
を
あ
て
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
最
後
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル

「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
思
考
へ
の
覚
書
」
に
も
現
れ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
、
真
理
と
真
実
性

(
W
a
h
r
h
a
f
t
i
g
k
e
i
t
)

が
重

要
な
基
準
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

ャ
ス
パ
ー
ス
と

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
友
情
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
に
お
い
て
も
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
伺
え
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
一
九
二

0
年
に

行
っ
た
追
悼
講
演
を
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
果
た
し
て
、
そ
し
て

如
何
に
一
人
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
か
と
い
う
考
察
で
始
め
る
。
そ
し
て
後

る。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
—
—
'
時
代
の
哲
学
者

ャ
ス
パ
ー
ス
は
、

そ
う
心
得
て
い
た
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
政
治
的
に
こ
う
見
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
必
要
と
あ

の
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
的
思
考
へ
の
党
書
」
(
-
九
六
二
年
）

を
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
臨
終
の
床
で
述
べ
た
言
葉
、
即
ち
「
真

な
る
も
の
は
真
理
で
あ
る
」
（
前
掲
書
四
九
六
頁
）
で
結
ぶ
。
真
理
と
真
実

性
は
、
原
理
で
あ
り
目
標
で
あ
る
。
真
理
と
真
実
性
が
、
た
だ
目
標
と
し

か
な
り
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
全
て
の
思
考
は
断
片
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

「
世
界
に
お
け
る
彼
の
生
も
ま
た
断
片
的
で
あ
っ
た
。
」
こ
こ
で
ヤ
ス

パ
ー
ス
が
言
っ
て
い
る
の
は
、

ら
ば
い
つ
で
も
、
何
か
を
語
り
、
行
う
覚
悟
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
時
の
思
索
家
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
自
ら
を
、
少
な
く
と
も
哲
学
的

か
つ
政
治
的
な
作
品
『
時
代
の
精
神
的
状
況
』
(
-
九
三
一
年
）
を
著
し
て

(
6
)
 

以
来
、
ま
た
初
期
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
批
判
以
降
、

つ
ま
り
、
始
ま
り
は
国
家
政
治
的
で
、
終
わ
り
は
ド
イ
ツ
の
政
治
で
あ
っ

た
と
。
国
家
は
消
失
し
、
後
に
は
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
と
ド
イ
ツ
人
が
消

滅
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
喪
失
を
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
予
感

し
、
け
れ
ど
も
早
す
ぎ
る
死
に
よ
っ
て
第
三
帝
国
を
経
験
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
経
験
か
ら
、
自
ら
の
、
そ
し
て
わ
れ
わ

れ
の
状
況
を
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
投
影
し
て
、
彼
が
さ
ら
に
政

治
的
批
判
を
続
け
た
結
果
に
は
、
哲
学
へ
の
飛
躍
の
み
が
な
ん
と
か
救
う

こ
と
の
で
き
る
完
全
な
危
機
へ
と
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

残
さ
れ
た
の
は
哲
学
で
あ
る
。
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人
間
が
人
間
と
し
て
最
終
的
に
思
考
す
る
の
は
、
国
家
、
政
治
で
は
な

く
「
真
な
る
も
の
が
真
理
で
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
終
わ
り
と
没
落
に
お

け
る
尊
厳
と
忍
耐
。
偉
大
さ
、

と
は
、
挫
折

(
S
c
h
e
it
e
r
n
)
 

る。

の
中
に
い
る
人
間
と
し
て
初
め
て
現
れ
る
。

つ
ま
り
そ
も
そ
も
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ

基
づ
い
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
捉
え
る
。
逆
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
り
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
自
ら
の
哲
学
者
像
あ
る
い
は
自
己
理
解
へ
と
至
る
の

は
、
本
質
的
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
通
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
の
人
物
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
時
代
の
根
本
経
験
で
あ
り
、

時
代
を
共
に
し
た
重
要
な
人
間
な
の
で
あ
る
。
最
高
の
政
治
的
標
語
「
真

(
7
)
 

実
性
の
自
己
規
律

(
S
e
l
b
s
t
z
u
c
h
t
)
」
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
言
う

政
治
的
思
考
と
は
、
政
治
そ
の
も
の
の
危
機
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
る
最
中

の
思
考
を
意
味
す
る
。
こ
の
危
機
に
よ
っ
て
、
政
治
は
結
局
の
と
こ
ろ
無

カ
、
不
可
能
と
な
る
。
政
治
の
終
焉
°
ャ
ス
パ
ー
ス
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
政
治
的
思
考
の
諸
段
階
を
通
過
し
て
行
く
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
帝
国
か
ら
共
和
国
と
い
う
ド
イ
ツ
国
家
過
渡
期
の
危
機
の

中
で
最
終
的
に
た
ど
り
着
い
た
政
治
的
段
階
に
立
ち
止
ま
ら
な
い
た
め
で

あ
り
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
即
し
、
彼
と
共
に
、
第
三
帝
国
の
比

類
の
な
い
大
危
機
に
照
準
を
定
め
る
た
め
で
あ
る
。
果
た
し
て
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ド
イ
ツ
国
家
に
絶
望
し
た
だ
ろ
う
か
？
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
哲
学
者
の
答
え
を
示
し
、
そ
れ
を
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
も
帰
す つ

つ
ま
り
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
自
ら
の
政
治
的
お
よ
び
哲
学
的
自
己
解
釈
に

注
視
し
、
経
験
す
る
中
で
彼
の
哲
学
を
手
に
す
る
の
だ
。

ャ
ス
パ
ー
ス
と

つ
ま
り
挫
折
と

こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
彼
の
重
要
な
実
存
的
な
も
の
、

い
う
、
人
間
一
般
が
偉
大
さ
と
哲
学
へ
の
可
能
性
に
目
を
開
く
も
の
に

あ
る
。
即
ち
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
う
し
た
関
係
は
絶
え
ず
注
目
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

が
ま
さ
に
時
代
の
ド
イ
ツ
人
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
中
心
点
を
た
だ
ち
に
取

り
出
し
て
く
る
。
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
お
け

る
挫
折
の
意
義
を
最
も
豊
か
に
、
そ
し
て
最
も
深
遠
に
実
現
さ
せ
た
も
の

(
8
)
 

で
あ
っ
た
。
」
し
か
し
こ
こ
に
は
、
主
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
共
に

経
験
し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
哲
学
的
端
緒
の
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
解

釈
が
潜
ん
で
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
ひ
と
、
そ
し
て
挫
折
を
問
う
た
政

治
的
思
索
家
と
し
て
一
人
の
哲
学
者
で
あ
り
、
あ
る
い
は
時
を
移
さ
ず
し

て
哲
学
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

哲
学
者
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
彼
が
自
ら
の
場
所
、
立
場
を
自
覚

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
認
識
は
自
己
認
識
に
基
づ
い
て
い

マ
ッ
ク
ス
・

る
。
認
識
は
、
自
己
の
つ
ま
り
実
存
の
開
明
へ
と
至
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
時
代
が
要
求
し
提
供
す
る
も
の
、
そ
し
て
彼
が
時
代
の

た
め
に
、
時
代
の
た
め
だ
け
に
、
時
代
に
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
も
の

た
ろ
う
と
試
み
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
時
代
の
哲
学
者
で
あ
る
。
哲
学

者
は
、
自
ら
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
時
代
に
つ
い
て
知
り

よ
っ
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
見
据
え
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
逆
で
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ャ
ス
パ
ー
ス
は
繰
り
返
し
て
言
う
。
彼
の
政
治
的
思
考
は
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
。
た
だ
し
、
こ
う
限
定
す
る
。
「
私

は
、
根
本
気
分
の
点
に
お
い
て
彼
と
は
決
し
て
完
全
に
一
致
し
て
は
い
な

(
9
)
 

い
だ
ろ
う
。
」
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
根
本
気
分
と
は
国
民
性
で
あ

る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
…
…
最
後
の

真
の
国
民
的
ド
イ
ツ
人
」
（
同
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
真
の
国
民
性
に
つ
い
て

彼
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、
「
そ
れ
自
身
は
現
存
在
の
諸
条
件
の
も
と
に
あ

る
権
力
を
通
じ
て
自
ら
を
主
張
す
る
、
精
神
・
道
徳
的
現
存
在
の
実
現
へ

の
意
志
」
（
同
）
で
あ
る
。
国
民
的
自
己
解
釈
に
関
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
確

か
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
全
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
受
け
継
ぐ
。

彼
自
身
語
る
よ
う
に
「
私
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
根
本
洞
察
を
そ

ャ
ス
パ
ー
ス
と
政
治

尽
く
す
こ
と
を
欲
し
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
。
つ
ま
り
「
彼
は
、

自
ら
の
本
質
を
没
落
に
お
い
て
積
極
的
に
実
現
し
た
一
人
の
人
間
で
あ
っ

た
。
」
（
前
掲
書
四
二
八
頁
）
こ
こ
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
実
存
と
彼
の
時
代
の
総
和
を
集
約
さ
せ
る
。
彼
は
、
自
ら
と
時
代

の
運
命
を
「
明
晰
さ
の
中
で
、
洞
察
、
言
葉
、
行
為
に
よ
っ
て
」
遂
行
し

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
彼
は
哲
学
者
で
あ
っ
た
」
（
同
）
の
で
あ
る
。
ヤ

ス
パ
ー
ス
は
要
約
す
る
。
「
哲
学
者
と
し
て
彼
は
政
治
家
で
あ
り
、
哲
学
者

と
し
て
は
研
究
者
で
あ
っ
た
。
」
（
前
掲
書
四
二
九
頁
）

の
ま
ま
学
び
、
受
け
取
っ
た
」
（
同
）
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
し
か
し
、
国

家
社
会
主
義
、
後
れ
て
原
子
爆
弾
、
そ
し
て
さ
ら
に
連
邦
共
和
国
と
の
、

単
に
歴
史
的
に
新
し
く
、
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
質
に
お
い
て
無

比
の
諸
経
験
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
、
と
り
わ
け
政
治
に
関

さ
れ
て
い
た
！
）

[
ャ
ス
パ
ー
ス
と
彼
の
政
治
の
発
展
に
つ
い
て
]

(
1
)
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
ま
ず
大
幅
に
受
け
継
い
だ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
立
場
。
彼
は
後
そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
新
し
く
か
つ
恐
ろ
し
い
諸

事
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
政
治
に
対
し
、
自
ら
固
有
の
関
係
を
見
い
だ
す
。

国
家
社
会
主
義
、
つ
い
で
原
子
爆
弾
。

(
2
)
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
お
け
る
政
治
的
思
考
。
（
前
掲
書

七
0
頁
以
下
）
（
一
九
一
五
ー
_
―
九
二
三
年
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
の
教

授
た
ち
の
会
合
。
た
だ
し
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
会
合
か
ら
締
め
出

ャ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
集
ま
り
で
、
一
九
一
八
年
七
月
の

論
争
を
追
憶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
異
な
立
場
を
表
明
す
る
。
彼
は
失
敗

に
終
わ
っ
た
先
の
戦
争
攻
撃
を
目
の
前
に
し
て
、
必
要
不
可
欠
と
思
わ
れ

た
平
和
の
た
め
に
、
包
括
的
な
放
棄
を
求
め
る
。
（
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
‘

ベ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
再
補
償
、
東
方
の
旧
国
境
の
復
元
、
最
終
的
に
は
ド

イ
ツ
に
お
け
る
議
会
制
度
に
よ
る
民
主
政
治
。
）
こ
れ
ら
全
て
は
、
国
家
反

逆
罪
と
し
て
格
付
け
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
終
極
に
ま
で
至
る
こ
と
を
求
め
る
客
観
性
、
冷

す
る
問
い
を
立
て
て
み
よ
う
。
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静
、
決
定
能
力
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
当
時
の
最
悪
の
状
況
を
認

識
し
て
い
た
の
は
ご
く
少
数
の
者
で
、
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
も

受
諾
不
可
能
な
驚
き
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
い
ま
だ
勝
利
の
狂
喜
に
酔
い

し
れ
、
先
だ
っ
て
は
政
治
的
に
、
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
、

完
全
な
敗
北
へ
と
突
き
落
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
示
す
態
度

は
、
勇
気
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
行
為
に
対
す
る
絶
対
的
命
令
を
待
っ
た
め

で
は
な
く
自
ら
の
立
場
で
政
治
を
決
定
す
る
た
め
、
目
下
の
急
務
を
認
識

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
真
に
政
治
的
で
あ
る
。

(
3
)
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
全
て
の
講
義
や
著
作
（
間
接
的
に
は
政
治
的
な

も
の
と
理
解
で
き
る
、
第
一
次
大
戦
後
書
か
れ
た
ド
イ
ツ
の
大
学
に
関
す

る
論
文
を
お
そ
ら
く
除
く
）

の
中
で
政
治
的
事
柄
に
触
れ
る
こ
と
を
自
ら

禁
じ
た
後
、
著
書
『
時
代
の
精
神
的
状
況
』
（
一
九
三
一
年
）
で
政
治
的
と

な
る
。

一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
、
政
治
に
関
わ
る
最
も
決

定
的
か
つ
深
刻
な
経
験
。
当
初
よ
り
身
体
的
に
脅
か
さ
れ
、
絶
え
ず
精
神

的
重
圧
に
苦
し
む
。
一
九
四
五
年
四
月
十
四
日
、
つ
い
に
は
疎
開
移
送
を

言
い
渡
さ
れ
る
。
四
月
一
日
、
ア
メ
リ
カ
軍
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
を
占
拠
。

「
私
は
、
ド
イ
ツ
人
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
国
家
の
名
に
お
い
て
自
分
を
殺

そ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
自
分
と
妻
の
命
が
ア
メ
リ
カ
人
の
お
か
げ
で

救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
人
の
一
人
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
」
（
前
掲
書
七
四
頁
）
い
と
も
横
暴
に
扱
わ
れ
た
こ
と
は
、
重
大

な
犯
罪
、
お
そ
ら
く
犯
罪
国
家
の
最
も
犯
罪
的
な
も
の
に
属
す
る
。
ヤ
ス

(
4
)
 

パ
ー
ス
の
場
合
明
ら
か
な
の
は
、
だ
れ
か
が
絶
滅
さ
る
べ
き
敵
対
者
に
名

指
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
教
授
の
職
権
や
出
版
の
機
会
の
漸
次
的
強
奪
。

「
根
本
経
験
は
自
分
の
国
に
お
け
る
法
的
保
証
の
喪
失
で
あ
る
。
」
（
同
）

(
5
)
彼
に
は
こ
の
時
代
、
ド
イ
ツ
人
の
自
己
反
省
と
い
う
主
要
問
題
が

生
じ
る
。
彼
ら
の
同
一
性
は
何
に
基
づ
い
て
い
る
か
？
こ
の
ド
イ
ツ
を
体

験
し
た
ド
イ
ツ
人
は
、
肯
定
的
で
あ
れ
否
定
的
で
あ
れ
、
こ
れ
か
ら
何
を

す
べ
き
か
？
「
彼
ら
は
何
を
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？
何
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
は
そ
こ
に
自
ら
の
価
値
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
？
彼
ら
は
あ
く
ま

で
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
か
、
し
か
も
そ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
に
お
い
て
だ
ろ
う
か
？
彼
ら
に
使
命
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
」

（
前
掲
書
七
七
頁
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
ま
だ
答
え
ら
れ

て
い
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
、
連
邦
共
和
国
の
政
治
的
・
道
徳
的
な
根
本

問
題
で
あ
る
。

(
6
)
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
個
人
的

な
経
験
ゆ
え
に
、
世
界
市
民
主
義

(Weltblirgertum)

へ
の
問
い
に
駆

り
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
主
義
か
世
界
市
民
主
義
か
と
い
う
問
い

で
は
な
く
、
世
界
市
民
の
一
人
で
あ
る
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
唯
一
可
能
な

場
所
と
滞
在
地
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
的

思
想
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
具
体
的
な
場
所
が
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
困
難

に
な
っ
た
と
い
う
ド
イ
ツ
史
の
具
体
的
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
三
三

年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
初
め
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
ド
イ

ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史
で
あ
る
。
過
去
百
年
の
ド
イ
ツ
で
は
な
く
、
過
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去
千
年
の
ド
イ
ツ
の
回
顧
で
あ
る
。
そ
の
政
治
は
、
国
民
、
領
土
を
見
い

だ
さ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
困
難
で
あ
っ
た
。
領
土
を
持
っ
た
国
民
国
家
は

ド
イ
ツ
国
家
で
は
な
い
。
で
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
国

家
が
国
家
な
の
だ
ろ
う
？
こ
れ
は
連
邦
国
家
に
向
け
た
問
い
で
あ
る
。
さ

し
あ
た
り
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
「
ド
イ
ツ
の
政
治
的
現
存
在
は
、
道
徳

的
、
精
神
的
に
は
も
は
や
旧
態
へ
の
再
建
へ
の
傾
向
、
過
去
一
世
紀
半
の

記
憶
に
基
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
前
掲
書
七
九
頁
）
の
で
あ
り
、
「
何

よ
り
も
ま
ず
人
間
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
こ
の
根
源
か
ら
発
し
て
、
一
っ

の
民
族
に
属
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
私
に
は
重
要
に
思
わ
れ
た
」
（
同
）
の
だ
。

そ
し
て
、
「
世
界
市
民
主
義
と
ド
イ
ツ
主
義
」
（
同
）
。

(
7
)
政
治
的
思
考
と
政
治
的
行
動
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
ヤ
ス

パ
ー
ス
も
政
治
的
思
想
家
と
な
っ
た
。
（
彼
ら
を
取
り
巻
く
政
治
情
勢
に
最

終
的
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
お
い
て
は
帝
国
と
第
一
次
世
界
大
戦
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は
国
家

社
会
主
義
、
つ
い
で
連
邦
共
和
国
で
あ
る
。
）
両
者
は
、
彼
ら
の
思
想
家
と

し
て
の
作
品
の
項
点
お
よ
び
終
点
に
お
い
て
政
治
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し

政
治
は
行
動
ぬ
き
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
で
も
両
者
を
比
較
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
具
体
的
な
政
治
に
強

く
関
心
を
持
ち
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
第
一
次
大
戦
後
は
政
治
的
行
動
に

引
き
入
れ
ら
れ
、
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、

生
来
の
病
気
の
た
め
、
実
際
的
行
動
、
と
り
わ
け
政
治
的
行
動
を
放
棄
し

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て
辛
か
っ
た
の
は
、
わ
け
て
も
一
九
四

五
年
以
降
、
政
治
へ
の
直
接
の
要
請
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
文
部
大
臣
に
な
り
得
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
両
者
、

特
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
早
世
し
な
か
っ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス

に
対
す
る
問
い
が
残
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の
政
治
的
諸
問
題
は
、
も
し
彼
ら

自
身
が
具
体
的
政
治
に
踏
み
入
っ
て
い
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
徹
底
的
に

発
展
し
得
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
政
治
的
思
考
と
は
本
質
的
に
政

治
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

ャ
ス
パ
ー
ス
は
、
彼
の
哲
学
的
可
能
性
に
応
じ
て
、
政
治
的
思
想
家
、

批
評
家
と
な
る
。
そ
れ
は
、
世
界
に
お
け
る
人
間
と
し
て
の
包
括
的
な
経

験
に
基
づ
い
て
、
政
治
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
不
安
定
に
揺
れ
動
く
、

政
治
と
哲
学
と
の
関
係
。
政
治
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
哲
学
的
反
省
へ
と
駆
り

立
て
、
こ
の
反
省
は
ま
た
同
じ
く
常
に
政
治
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
政
治

的
な
動
因
、
基
礎
、
目
標
な
く
し
て
哲
学
は
な
い
。
「
哲
学
が
何
で
あ
る
か

は
、
哲
学
が
如
何
に
政
治
的
に
現
れ
る
か
に
示
さ
れ
る
。
」
（
前
掲
書
八
五

頁
）
「
政
治
が
私
を
と
ら
え
て
初
め
て
私
の
哲
学
は
、
他
の
領
域
の
み
な
ら

ず
形
而
上
学
に
関
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
至
る
ま
で
の
完
全
な
自
覚
に
達

し
た
。
」
（
同
）
い
ま
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
自
ら
、
哲
学
の
歴
史
全
体
が
政
治

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
認
識
を
得
る
。
政
治
的

帰
結
な
し
の
偉
大
な
哲
学
は
な
い
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
偉
大
な
哲

学
者
の
中
の
政
治
的
な
も
の
に
目
を
向
け
る
。
彼
が
偉
大
な
哲
学
者
た
ち

と
取
り
組
む
の
は
、
こ
の
よ
う
に
徹
頭
徹
尾
、
単
に
哲
学
史
と
し
て
で
は

な
く
、
政
治
史
と
し
て
考
察
、
評
価
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
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「
移
り
行
か
な
い
も
の
…
…
そ
れ
は
彼
の
政
治
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

彼
は
民
主
主
義
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
唯
一
可
能
な
道
を
把
握
し

た
。
し
か
し
彼
は
、
民
主
主
義
の
恐
ろ
し
い
危
険
を
鋭
く
洞
察
し
て
も
い

た
。
こ
れ
は
、
民
主
主
義
に
関
す
る
知
識
が
民
衆

(
V
o
l
k
)

の
間
に
広
く

四
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
民
主
主
義
批
判

治
は
哲
学
的
基
準
を
変
え
、
哲
学
的
認
識
を
修
正
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
家
社
会
主
義
以
後
の
ド
イ
ツ
人
の
状
況
の
中
で
、
哲
学
の
諸
説
が

そ
う
容
易
に
は
、
い
や
そ
も
そ
も
全
く
役
に
立
ち
得
な
か
っ
た
、
と
い
う

問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
、
行
動
と
認
識
の
弁
証
法
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど

徐
々
に
具
体
的
と
な
る
行
動
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
す
ぐ
に
洞
察
し
た
、

ド
イ
ツ
の
困
難
な
問
題
は
こ
う
だ
。
ド
イ
ツ
の
た
め
の
政
治
的
始
ま
り
は
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
か
？
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
提
言
。
つ
ま
り
、
最
良
の

ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
み
を
管
理
す
る
。
最
終
的
主
権
は
西
側

連
合
諸
国
に
あ
る
。
「
歴
史
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
な
か
っ
た
教
育
過
程
を
、

少
な
く
と
も
確
実
な
ド
イ
ツ
側
の
自
主
性
に
よ
っ
て
、
下
か
ら
始
め
る
こ

と
。
」
（
前
掲
書
八
二
頁
）
一
方
で
は
盲
目
的
服
従
、
他
方
で
は
全
体
的
な

行
政
支
配
（
前
掲
書
八
三
頁
参
照
）
は
、
具
体
的
行
動
に
お
い
て
の
み
解

体
さ
れ
得
る
。
「
し
か
し
ド
イ
ツ
は
、
何
年
か
経
っ
て
初
め
て
、
自
由
選
挙

に
よ
っ
て
登
場
し
て
く
る
政
治
的
に
最
も
優
れ
た
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
統

治
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
」
（
同
）

(10) 

伝
わ
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
克
服
さ
れ
得
る
。
」
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
民
主
主
義
と
し
て
の
政
治
が
一
体
何
で
あ
る
の

か
を
見
抜
く
眼
力
を
磨
き
あ
げ
た
い
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

連
邦
共
和
国
の
新
設
に
は
、
公
の
も
の
（
苔
s
p
u
b
l
i
c
a
)
、
つ
ま
り
民
衆

即
ち
本
当
に
こ
こ
で
参
加
を
求
め
ら
れ
る
全
て
の
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
初
め
は
過
大
な
要
求
と
し
て
経
験
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
政
治

の
要
請
な
の
だ
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
主
に
攻
撃
す
る
の
は
、
政
党
で
あ
る
。

憲
法
第
ニ
―
条
に
は
、
政
党
が
民
衆
の
政
治
的
意
志
の
形
成
に
「
参
加
す

る
」
と
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
政
治
的
意
志
の
形
成
が
民
衆
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
全
く
話
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
政
党
が
参
加

す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
政
党
の
み
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
義
憤
の
種
で
あ
る
。
民
主
主
義

の
政
党
は
、
全
体
的
統
一
政
党
か
ら
十
分
に
身
を
守
っ
て
く
れ
る
が
、
そ

こ
に
は
誰
が
民
衆
を
代
表
す
る
か
と
い
う
難
問
が
出
て
く
る
。
民
衆
を
代

表
す
べ
き
は
、
議
会
で
あ
っ
て
政
党
で
は
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
議
会
を

諸
政
党
か
ら
な
る
機
関
と
見
な
す
。

ャ
ス
パ
ー
ス
は
以
下
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
連
邦
共
和
国
の
根
源
と
目

標
、
そ
れ
は
新
し
い
政
治
の
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
政
治
の
秩
序
は
、
単
な

(11) 

る
「
外
的
機
関
で
あ
っ
て
、
市
民
の
思
考
の
内
的
機
関
で
は
な
い
。
」
ヤ
ス

パ
ー
ス
は
ナ
チ
時
代
の
、
あ
る
一
定
の
年
齢
層
の
裁
判
官
た
ち
や
、
旧
諸

官
庁
を
見
よ
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
は
、
権
利
と
正
義
の
根
本
問
題
は
絶

え
ず
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
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「
根
本
的
な
問
い
は
、
連
邦
共
和
国
の
構
造
へ
と
向
か
う
。
」
（
前
掲
書

―
二
九
頁
）
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
問
い
は
、
憲
法
を
指
示

す
る
だ
け
で
は
答
え
ら
れ
な
い
。
政
治
的
実
践
は
こ
の
共
和
国
の
人
々
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
連
邦
共
和
国
の
構
造
は
し
た
が
っ
て
公
の
も
の
な

の
だ
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
国
家
の
構
造
は
二
つ
の
面
を
持
つ
。
一
っ

は
機
関
と
法
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
「
そ
れ
ら
と
と
も
に
、
そ
し
て
そ
れ

ら
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
由
来
す
る
人
々
の
動
機
に
基
づ
い
て
生

じ
る
も
の
」
（
同
）

で
あ
る
。

議
会
の
民
主
政
治
の
問
題
。
憲
法
第
二

0
条
「
全
て
の
国
家
権
力
は
民

衆
か
ら
始
ま
る
。
」
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
「
憲
法
の
起
草
者
は
民
衆
に

恐
怖
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
」
（
前
掲
書
―
二
九
頁
以
下
）
と
す
る
。
彼
が

こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
民
衆
の
有
効
性
の
制
約
で
あ
る
。
四
年
ご
と

の
選
挙
の
成
り
行
き
を
ひ
と
え
に
見
守
り
、
何
よ
り
も
、
選
挙
さ
れ
る
べ

き
人
々
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
る
か
を
追
及
す

る
。
諸
政
党
は
候
補
者
名
簿
を
作
成
す
る
。
政
党
は
そ
こ
か
ら
前
も
っ
て

選
択
す
る
。
そ
れ
は
「
実
際
の
選
挙
で
あ
る
隠
れ
た
予
備
選
挙
」
（
前
掲
書

一
三

0
頁
）
の
問
題
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
普
通
の
党
員
が
一
度
も
候

補
者
指
名
に
本
当
に
参
加
せ
ず
、
「
政
党
の
階
級
組
織
と
官
僚
機
構
を
決
定

的
に
選
択
す
る
」
（
同
）
と
い
う
結
果
に
な
る
。

彼
は
諸
政
党
を
別
々
に
と
り
あ
げ
、
孤
立
し
た
諸
権
力
へ
の
独
立
化
を

告
発
す
る
。
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
政
党
が
、
民
衆
の
機
構
で
は

な
く
、
よ
り
一
層
、
国
家
の
機
構
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
（
前
掲
書

一
三
三
頁
参
照
）
「
政
党
は
…
…
民
衆
の
生
活
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
自
身
国

家
と
な
る
。
そ
し
て
本
来
政
党
は
、
民
衆
の
無
制
約
な
自
由
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
面
で
自
律
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
政
党
人
の
意
識
の

中
で
は
、
権
力
の
担
い
手
そ
の
も
の
と
な
る
。
国
家
、
そ
れ
は
政
党
の
集

ま
り
で
あ
る
。
国
家
運
営
は
政
党
に
よ
る
寡
頭
政
治
に
任
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
政
治
は
国
家
を
横
奪
す
る
。
」
（
同
）

こ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
と
、
諸
機
関
が
次
の
よ
う
な
も
の
を
意
図

し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
連
邦
共
和
国
の
基
礎
づ
け
に
際
し
て
も
っ

と
も
自
然
な
着
想
は
、
政
権
の
安
定
で
あ
っ
た
。
「
危
険
な
民
衆
の
積
極
的

な
参
加
は
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
良
い
。
民
主
主
義
を
欲
す
る
と
主
張

し
た
の
で
、
彼
ら
を
排
除
は
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
ら
の
影
響
力
は
、
四

年
ご
と
に
行
わ
れ
る
選
挙
に
減
ら
さ
れ
た
。
」
（
同
）

ャ
ス
パ
ー
ス
は
ま
す
ま
す
政
治
的
哲
学
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し

彼
は
特
別
な
状
況
に
い
る
。
そ
れ
は
世
界
政
治
に
関
わ
る
原
子
力
時
代
に

お
け
る
状
況
で
あ
り
、
い
ま
だ
滞
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
国
家
の
基
礎
づ
け
に

お
け
る
状
況
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、

異
例
な
も
の
な
の
だ
。
彼
が
哲
学
者
と
し
て
、
他
の
重
大
問
題
を
含
め
て

政
治
に
関
わ
る
問
題
を
も
論
じ
る
の
は
、
単
純
に
そ
う
な
の
で
は
な
い
。

政
治
的
問
題
は
こ
の
哲
学
者
の
中
心
問
題
そ
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

五
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
政
治
に
お
け
る
哲
学
的
行
動
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[
ャ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
的
行
動
]

切
歴
史
の
根
本
的
問
い
（
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』
一
九
四
九
年
、
参

照）
⑯
政
治
の
倫
理
的
諸
前
提
と
そ
の
現
実
的
諸
条
件
に
関
す
る
考
察

い
「
私
の
依
拠
す
る
世
界
市
民
と
い
う
立
場
に
基
づ
く
政
治
的
思
考

を
方
向
づ
け
る
こ
と
」
（
前
掲
書
八
四
頁
）

最
終
的
に
重
大
な
も
の
、
「
そ
れ
は
人
間
、
つ
ま
り
未
来
の
鍵
を
握
っ
て

い
る
数
十
億
の
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
決
断
と
行
動
の
責
任
で
あ
る
。
」

（
同
）
こ
こ
に
も
最
終
的
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
、
次
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
を

図
る
政
治
的
原
理
体
系
が
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
平
和
と
は
自
由
に
基
づ

い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
同
様
に
自
由
は
真
理
、
つ
ま
り
真
実
性
に
基
づ

(13) 

い
て
の
み
可
能
で
あ
る
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
平
和
講
演
参
照
）
、
と
い

う
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
即
ち
要
約
す
る
と
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
決
定
す
る

も
の
、
そ
れ
が
政
治
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

ャ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は
限
界
状
況

(Grenzsituation)
の
哲
学
で
あ

る
。
自
ら
を
開
明
す
る
生
は
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
へ
と
自
ら
を
駆
り
立
て
、

逆
に
ま
た
自
己
開
明
は
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
つ
ど
限
界
状
況
へ
と
導
く
。
今

世
紀
の
政
治
は
、
あ
る
決
定
的
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て

い
る
。
犯
罪
国
家
の
限
界
状
況
、
地
球
の
限
界
状
況
、
起
こ
り
得
る
核
戦

る。

争
に
直
面
す
る
世
界
政
治
の
限
界
状
況
、
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
世
界
政

治
を
目
指
し
、
か
つ
て
犯
罪
国
家
で
あ
っ
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
政
治
の

現
場
。
連
邦
共
和
国
の
政
治
は
一
種
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
状
況
の
中
で

存
立
す
べ
き
政
治
で
あ
る
。

彼
の
哲
学
に
お
け
る
政
治
の
根
本
的
特
徴
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
根
本

問
題
で
あ
る
真
理
が
、
知
そ
の
も
の
や
人
間
の
自
己
関
連
性
で
は
な
く
、

交
わ
り

(Kornrnunikation)
に
の
み
由
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
交
わ
り

は
政
治
の
原
型
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
真
理
概
念
は
要
す
る
に
政
治
的

概
念
な
の
だ
。
真
理
は
政
治
に
か
か
っ
て
お
り
、
政
治
に
基
づ
き
、
政
治

を
目
指
す
。

哲
学
と
政
治
の
関
連
の
た
め
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
こ
の
新
た
な

同
一
性
の
た
め
に
、
そ
し
て
ま
さ
に
彼
が
至
ろ
う
と
努
め
た
世
界
哲
学
の

意
味
に
お
け
る
新
し
い
哲
学
と
政
治
の
た
め
に
、
限
界
状
況
に
お
け
る
彼

の
経
験
と
、
交
わ
り
の
開
明
に
関
す
る
熟
考
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
る
。
限

界
状
況
お
よ
び
交
わ
り
と
し
て
の
政
治
、
こ
れ
は
哲
学
的
・
政
治
的
根
本

問
題
な
の
だ
。

ャ
ス
パ
ー
ス
と
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
と
は
‘
―
つ
の
政
治
的
テ
ー
マ
で

あ
る
。
彼
は
、
自
分
が
哲
学
す
る
こ
と
を
こ
の
由
来
と
関
連
づ
け
、
そ
こ

か
ら
世
界
哲
学
の
将
来
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
彼
は
ま
た
、
世
界
政

治
に
も
連
邦
共
和
国
の
政
治
に
も
、
道
徳
的
・
精
神
的
背
景
を
持
た
せ
る
。

そ
こ
で
本
質
的
に
必
要
な
の
は
、
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
常
に
前

も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
、
歴
史
的
所
与
で
あ
る
。
彼
ら
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は
今
日
の
世
界
市
民
の
基
盤
と
な
る
の
だ
。

ャ
ス
パ
ー
ス
は
哲
学
と
政
治
の
関
連
に
さ
ら
に
指
示
を
与
え
る
。
「
私
は

つ
ま
り
人
間
が
人
間
ら
し
く
な
り
、
人
間
で
あ
る
こ
と

哲
学
す
る
こ
と
、

を
納
得
で
き
る
こ
と
を
欲
し
た
。
」
私
は
「
言
わ
ば
普
通
の
人
と
し
て
、
街

の
人
と
語
る
」
（
前
掲
書
―
二
六
頁
）
こ
と
を
望
む
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
全

て
ひ
と
え
に
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
語
っ
て
き
た
偉
大
な
ひ
と

び
と
を
顧
み
な
が
ら
、
人
間
の
可
能
性
を
指
示
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

ャ
ス
パ
ー
ス
は
一
般
的
思
考
に
向
か
う
。
彼
が
考
え
て
い
る
の
は
、
「
普

逼
妥
当
的
な
知
で
は
な
く
、
交
わ
り
を
可
能
に
す
る
こ
と
、

共
同
性
（
コ

イ
ネ
ー
）
…
…
理
性
に
と
ど
ま
る
意
志
。
そ
し
て
こ
の
理
性
は
、
自
分
以

外
の
も
の
、
実
存
に
よ
っ
て
絶
え
ず
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
前
掲
書
―
二
六
頁
以
下
）
の
で
あ
り
、

よ
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
世
界
市
民
と
任
じ
た
、
彼
の
古
典
的
な
一
文
で
言

、
、
、

い
換
え
る
と
つ
ま
り
、
「
実
存
は
理
性
を
通
じ
て
の
み
明
ら
か
(
h
e
l
l
)

に

、、

(14)

な
る
。
理
性
は
実
存
を
通
じ
て
の
み
内
容

(
G姿

z
l
i
)

を
持
つ
」

の
で
あ
る
。
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c
e
n
,
 
M
l
i
n
c
h
e
n
 
1966, 
u. 
ders. 
｀
 

A
n
t
w
o
r
t
 
zur 
Kritik 
m
e
i
n
e
r
 
S
c
h
r
i
f
t
'
W
o
h
i
n
 
treibt 
die 
B
u
n
d
e
s
 ,
 

republik?', 
M
t
i
n
c
h
e
n
 1967. 

(7) 
K
a
r
l
 Jaspers, 
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
 M
a
x
 W
e
b
e
r
s
 politischem D
e
n
k
e
n
 ̀

 

S.487, 
in: 
A
n
e
i
g
n
u
n
g
 u
n
d
 P
o
l
e
m苓

vgl.
A
n
m
.
l
.
 

(8) 
K
a
r
l
 Jaspers, 
M
a
x
 W
e
b
e
r
,
 Politiker-Forscher-Philosoph, 
S.428, 

in: 
A
n
e
i
g
n
u
n
g
 u
n
d
 P
o
l
e
m苓

vgl.
A
r
n
n
 .1. 
[
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、

『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
』
前
掲
訳
、
七
頁
]

(9) 
K
a
r
l
 
Jaspers, 
Philosoph
葛
h
e
Autobiographie, 
e
旦
eiterte
N
e
u
a
u
s
 ,
 

gabe, 
M
l
i
n
c
h
e
n
 1977, 
S.68. 
[
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
『
哲
学
的
自
伝
』

重
田
英
世
訳
、
理
想
社
、
一

0
五
頁
]

(10) 
K
a
r
l
 Jaspers, 
V
o
r
w
o
r
t
 z
u
 M
a
x
 W
e
b
e
r
.
 Politiker-Forscher-Philo‘
 

soph, 
S.425f., 
in: 
A
n
e
i
g
n
u
n
g
 u
n
d
 Polemik, 
vgl. 
A
n
m
.
l
.
 

(11) 
K
a
r
l
 Jaspers, 
W
o
h
i
n
 treibt die 
B
u
n
d窮
republik?,
M
t
i
n
c
h
e
n
 1966 `
 

S.129. 
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(12) Vgl• 

K
a
r
l
 
Jaspers, 
Philosophisclw 
Autobiographie, 
erweiterte 

N
e
u
a
u
s
g
a
b
e
,
 M
t
i
n
c
h
e
n
 1
9
7
7
,
 
S
.
8
4
.
 

[
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
『
哲
学
的

自
伝
』
前
掲
訳
‘
―
二
八
ー
―
二
九
頁
]

(13) 
Vgl. 
K
a
r
l
 Jaspers ̀

 
W
 ahrheit, 
Freiheit
ミ

n
d
Friede, 
M
t
i
n
c
h
e
n
 1
9
5
8
;
 

siehe hierzu A
m
o
 Baruzzi ,
 Philosophie der L

u
g
e
 ̀

 
D
a
r
m
s
t
a
d
t
 1
9
9
6
,
 

S
.
1
2
9
f
f
.
 

(Wahrheit, 
Freiheit, 
Llige |
 Llige, 
Herrschaft, 
Krieg.) 

[
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
『
真
理
・
自
由
•
平
和
』
斎
藤
武
雄
訳
、
理
想
社
]

(14) 
K
a
r
l
 Jaspers, 
Vernunft u
n
d
 Existenz, 
M
t
i
n
c
h
e
n
 1
9
6
0
,
 
S
.
6
0
.
 

[
カ
ー

ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
『
理
性
と
実
存
』
草
薙
正
夫
訳
、
理
想
社
、
八

0
頁
]

（
ア
ル
ノ
・
バ
ル
ッ
ツ
ィ
ア
ウ
ク
ス
プ
ル
ク
大
学
教
授
）

訳
者
付
記

本
論
稿
は
、
ア
ル
ノ
・
バ
ル
ッ
ツ
ィ
教
授
(
P
r
o
f
.
D
r
•

A
m
o
 B
a
r
u
z
z
i
)
が
、
一
九
九

七
年
四
月
二
六
日
、
大
阪
大
学
待
兼
山
会
館
で
行
っ
た
講
演
原
稿
（
戌
＾
K
a
r
 
I
 

Jaspers iiber 

M
a
x
 W
e
b
e
r
 u
n
d
 sich s
e
l
b
s
t
"
)
の
訳
で
あ
る
。

（
さ
か
も
と
き
ょ
う
こ

大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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