
は
じ
め
に

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
理
想
が
、
十
九
世
紀
に
は
思
想
家
た
ち
の
口
か
ら
大
い
に
語

ら
れ
た
。
そ
う
し
た
尊
大
さ
は
二
〇
世
紀
に
多
く
の
悲
劇
を
生
み
、
そ
の
反
省

を
も
と
に
と
り
わ
け
前
世
紀
後
半
の
思
想
家
た
ち
は
、
近
代
文
明
の
条
件
を
徹

底
的
に
問
い
直
し
た
。
人
間
は
も
は
や
理
想
や
進
歩
に
つ
い
て
、
素
朴
に
語
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑
念
が
、
広
義
の
人
文

学
全
体
の
ム
ー
ド
を
反
映
し
て
い
た
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
今
世
紀

は
ど
う
か
。
現
代
を
生
き
る
思
想
家
や
人
文
学
者
た
ち
は
、
十
九
世
紀
的
な
尊

大
さ
と
二
〇
世
紀
的
な
謙
虚
さ
の
あ
い
だ
で
周
巡
し
、
身
動
き
が
取
れ
な
く

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
う
し
た
現
状
の
閉
塞
を
打
ち
破
る
よ
う
に
、
本
書
は

次
の
こ
と
ば
で
幕
を
開
け
る
。「
存
在
は
、
な
ぜ
ひ
と
つ
の
出
来
事
な
の
か
」。

『
存
在
の
歴
史
学
』
は
近
代
日
本
史
に
つ
い
て
の
著
作
で
あ
る
。
主
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
の
は
、
応
仁
の
乱
や
明
治
維
新
、
先
の
大
戦
な
ど
、
日
本
史
を
学
ん

だ
者
な
ら
ば
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
歴
史
上
の
出
来
事
で
あ
る
。し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
思
っ
て
教
科
書
の
よ
う
に
気
軽
に
本
書
を
手
に
取
る
な
ら
、
読
者

は
た
ち
ま
ち
困
惑
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
お
い
て
主
役
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
足
軽
や
文
士
、
大
陸
浪
人
、
特
攻
隊
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
祀
ら
れ

ざ
る
死
者
た
ち
で
あ
り
、
教
科
書
や
正
史
の
な
か
で
は
曖
昧
な
位
置
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
存
在
者
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
だ
。
本
書
は
、
通
常
の
歴
史
の
な

か
に
は
か
ろ
う
じ
て
痕
跡
を
遺
し
て
い
る
ば
か
り
の
そ
う
し
た
〈
前–

存
在
者

た
ち
〉
に
も
う
一
つ
の
近
代
日
本
史
を
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
壮
大
で
オ
ル
タ
ナ

テ
ィ
ブ
な
企
て
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
試
み
が
日
本
史
研
究
と
い
う
限
定
し
た
領
域
に
と
っ
て
の
み
意
味

を
も
つ
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
は
、大
い
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
こ
の
書
評
で
は
、
日
本
史
研
究
者
以
外
の
人
た
ち
に
と
っ
て
本
書
が

も
つ
意
義
に
つ
い
て
紙
幅
の
限
り
語
っ
て
み
た
い
。論
点
は
主
に
二
つ
で
あ
る
。

中
村
　
徳
仁

「
死
へ
の
配ケ

慮ア

」
と
し
て
の
歴
史
学

　—

田
中
希
生
『
存
在
の
歴
史
学
』
書
評
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一
つ
は
、
本
書
の
試
み
が
前
世
紀
以
来
の
「
言
語
論
的
転
回
」
へ
の
批
判
的
か

つ
生
産
的
な
応
答
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
想
的
論
点
で
あ
る

（
第
一
節
に
対
応
）。
も
う
一
つ
は
、
本
書
の
「
死
へ
の
配
慮
」
と
い
う
言
葉
を

手
が
か
り
に
、
現
行
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て
本
書
の
問
い
か
け
が
も
つ
意

味
に
つ
い
て
で
あ
る
（
第
二
節
に
対
応
）。

第
一
節
：
言
語
の
牢
獄
に
て—

『
精
神
の
歴
史
』
か
ら

『
存
在
の
歴
史
学
』
へ

田
中
希
生
の
前
著
『
精
神
の
歴
史
』（
二
〇
〇
九
年
）
と
今
回
の
『
存
在
の

歴
史
学
』（
二
〇
二
一
年
）
は
い
ず
れ
も
、
言
語
と
そ
の
外
部
と
の
あ
い
だ
の

関
係
を
言
語
と
歴
史
に
よ
っ
て
徹
底
し
て
思
索
す
る
と
い
う
逆
説
性
に
お
い
て

一
貫
し
て
い
る
。

前
著
の
冒
頭
に
あ
る
「
言
葉
は
、
い
か
に
し
て
出
来
事
に
生
成
す
る
の
か
」★
★

と
い
う
一
文
は
ま
さ
に
、
主
体
の
内
側
か
ら
生
起
す
る
言
語
と
、
そ
の
外
部
に

独
立
し
て
存
在
す
る
客
体
や
事
象
が
二
元
論
的
に
分
か
た
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
ま
ま
一
続
き
と
な
る
よ
う
な
〈
精
神
〉
の
実
践
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
。「
認

識
論
〔
文
脈
的
に
構
成
主
義
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
〕
と
も
実
証
主
義
と
も
異

な
る
よ
う
な
、
も
っ
と
別
種
の
可
能
性
」★
★

が
そ
こ
で
は
模
索
さ
れ
て
い
た
。

論
じ
ら
れ
た
の
は
、
た
と
え
ば
江
戸
蘭
学
の
翻
訳
実
践
や
明
治
の
言
文
一
致

運
動
、
自
然
主
義
運
動
、
そ
し
て
大
杉
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ

ら
が
い
ず
れ
も
日
本
国
内
の
事
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
書
が
日
本
固
有

の
局ロ
ー
カ
ル
地
的
な
文
脈
か
ら
生
ま
れ
出
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
著
者
の
意
識
や
意
図
に
依
ら
ず
、
前
著
の
目
論
見
は
人
文
学
の
世グ
ロ
ー
バ
ル

界
的

な
動
向
と
も
結
果
的
に
は
リ
ン
ク
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
前
著
が
書
か
れ

た
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
、「
言
語
論
的
転
回
」
以
降
の
人
文
学
の
あ
り
方
を
模

索
す
る
動
き
が
各
所
で
生
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
な
か

で
最
も
有
名
な
の
は
、お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
カ
ン
タ
ン
・
メ
イ
ヤ
ス
ー

の
『
有
限
性
の
後
で
』（
二
〇
〇
六
年
）
が
火
付
け
役
と
な
っ
て
起
こ
っ
た
「
思

弁
的
実
在
論
」
で
あ
ろ
う
。

思
弁
的
実
在
論
と
い
う
旗
印
の
も
と
に
集
っ
た
様
々
な
論
者
た
ち
は
、
互
い

の
主
張
に
は
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
現
代
哲
学
の
主
流
が
「
相
関

主
義correlationism

」★
★

と
い
う
思
考
の
枠
組
み
に
捕
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現

状
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。「
相
関
主
義
」と
は
、私
た
ち
が
思
考
で
き
る
の
は
、

思
考
の
外
側
に
在
る
対
象
や
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
思
考
と
存

在
の
あ
い
だ
の
相
関
関
係
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
粗
雑
を

承
知
で
言
え
ば
、
こ
の
「
相
関
」
は
、
本
書
『
存
在
の
歴
史
学
』
の
序
論
で
批

判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
関
係
」
と
重
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
相
関
主

義
」
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
る
か
を
思
索
す
る
と
い
う
点
で
、
や
は
り
著
者

で
あ
る
田
中
の
議
論
は
メ
イ
ヤ
ス
ー
達
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。

強
調
す
べ
き
は
、
田
中
も
メ
イ
ヤ
ス
ー
も
共
に
、「
相
関
主
義
」
の
乗
り
越

え
を
図
る
か
ら
と
い
っ
て
、
言
語
の
外
部
へ
と
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
、
言
語

と
い
う
条
件
を
か
な
ぐ
り
捨
て
ろ
と
素
朴
に
呼
び
か
け
て
い
る
わ
け
で
は

0

0

な
い

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
が
生
き
る
こ
の
現
行
の
秩
序
や
必
然

性
、
そ
し
て
相
関
や
関
係
が
実
は
脆
弱
で
偶
然
の
カ
オ
ス
に
曝
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
言
語
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

喚
起
し
よ
う
と
す
る
或
る
種
の
倒
錯
性
の
う
ち
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に
、
彼
ら
の
思
弁
的
賭
け
は
見
出
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う★
★

。

今
回
取
り
上
げ
る
新
著
の『
存
在
の
歴
史
学
』も
ま
た
、「
相
関
主
義
」に
よ
っ

て
自
閉
し
て
い
く
歴
史
学
の
方
法
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と
い
う
点
で
前
著

の
延
長
線
上
に
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
が
前
著
の
議
論
を
継
承
し
つ
つ

も
、そ
こ
か
ら
の
「
踏
み
だ
し
」
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

そ
の
「
踏
み
出
し
」
に
つ
い
て
、
評
者
な
り
の
観
点
か
ら
以
下
二
つ
の
点
に
し

ぼ
っ
て
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
一
つ
目
は
、
言
語
と
暴
力
の
相
補
性
と
い
う
観
点
が
導
入
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
著
者
は
第
二
章
「
法
外
な
る
こ
の
世
界
」
の
な
か
で
、
言
語
の
本
質

を
「
命
令
」
や
「
機
能
」
に
見
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
視
点
を
参
照
し
て

い
る★
★

。
か
れ
ら
は
言
語
に
備
わ
る
原
初
的
な
暴
力
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
た

と
え
ば
、
英
語
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば
分
か
り
や
す
い
が
、
命
令
文
は
様
々

な
言
語
に
お
い
て
も
っ
と
も
単
純
な
文
法
を
も
っ
て
お
り
、
言
葉
は
発
話
主
体

の
意
図
を
離
れ
て
、
つ
ね
に
人
を
な
に
か
し
ら
の
か
た
ち
で
制
約
し
、
何
か
に

向
け
て
方
向
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
祝
詞
や
呪
詛
、
そ
し
て
「
法
」

と
も
関
係
し
て
い
る
。
法
が
法
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
を
制
定
し
た
主
体
が

不
在
で
あ
っ
た
り
、
た
と
え
死
ん
で
い
よ
う
と
も
、
他
者
を
拘
束
し
う
る
と
こ

ろ
に
あ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、「
言
語
的
な
も
の
と
暴
力
的
な
も
の
は
、
対
立
し

て
い
る
と
い
う
よ
り
も
相
補
的
」
な
の
で
あ
る★
★

。

こ
う
し
た
視
座
が
前
著
に
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
と
出
来
事

が
一
続
き
と
成
る
よ
う
な
特
異
な
言
語
実
践
の
数
々
は
ま
さ
に
、
言
語
と
暴
力

が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
の
証
だ
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本

書
に
お
い
て
は
、
そ
の
言
語
と
暴
力
の
共
犯
関
係
と
い
う
円
環
を
「
言
語
」
に

よ
っ
て
脱
出
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
模
索
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
八
一
年
に
「
国
会
開
設
の
詔
」
が
発
布
さ
れ

た
際
に
茨
城
県
庁
に
提
出
さ
れ
た
「
日
本
政
府
脱
管
届
」、
ま
た
同
年
に
植
木

枝
盛
が
自
ら
の
憲
法
草
案
の
う
ち
に
書
き
込
ん
だ
「
革
命
（
抵
抗
）
権
」
な
ど

が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
一
見
奇
異

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
う
つ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
さ
に
そ
こ
で
は
法
学
者
や
文

士
が
法
で
も
っ
て
法
の
外
に
出
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら

は
言
語
＝
法
の
呪
縛
を
言
語
＝
法
に
よ
っ
て
解
く
と
い
う
内
在
超
越
を
遂
行
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
可
能
性
が
言
語
＝
法
の
本
来
的
な
不
可
能
性
を
示
し

て
み
せ
た
が
ゆ
え
に
、
か
れ
ら
は
歴
史
的
に
不
当
に
も
抑
圧
さ
れ
た
り
、
無
視

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
。

次
に
第
二
の
点
に
つ
い
て
。
そ
れ
は
或
る
意
味
で
前
述
の
内
容
の
陰
画

0

0

で
も

あ
る
。
も
し
一
部
の
文
士
や
法
学
者
が
試
み
た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
言
語
や
法

か
ら
内
在
的
に
逃
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
言
語

や
法
に
従
う
こ
と
に
は
、
正
当
化
の
た
め
の
実
体
的
な
根
拠
が
全
く
無
い
こ
と

を
示
唆
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
法
や
言
語
に
従
う

の
は
、
現
に
そ
う
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
効
力
を
持
つ
の
も
、

た
だ
そ
れ
を
私
た
ち
が
用
い
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
問
い
は
も
は
や
、「
ど
う
し
て
私
た
ち
は
言
語
＝
法
か
ら
脱

出
で
き
な
い

0

0

0

0

の
か
」
で
は
な
く
、「
ど
う
し
て
私
た
ち
は
言
語
＝
法
か
ら
（
可

能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
脱
出
せ
ず
に
い
る

0

0

0

0

0

の
か
」
へ
と
奇
妙
に
も
反
転
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し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
言
語
や
法
の
外
に
い
つ
で
も
出
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
そ
の
内
側
に
留
ま
り
続
け
て
い
る
の
だ
。
こ
の

自
由
と
不
自
由
の
分
か
ち
が
た
さ
が
、
主
人
に
し
て
奴
隷
で
あ
る
〈
主
体
〉
と

い
う
近
代
的
経
験
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

本
書
が
時
に
曝
し
だ
す
こ
の
深
淵
な
る
経
験
は
、「
不
気
味
さU

nheim
lich-

keit

」の
経
験
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
語
の〝un-heim

lich

〟

と
は
、〝heim

lich

〟
の
否
定
語
で
あ
る
。
形
容
詞
の
〝heim

lich

〟
に
は
二
重

の
意
味
が
あ
り
、〝H

eim

〟（
わ
が
家
）
か
ら
派
生
し
た
「
居
心
地
の
良
い
」

と
い
う
意
味
と
、
も
う
一
つ
「
秘
密
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
反

対
で
あ
る
た
め
、〝unheim

lich

〟
に
は
「
家
に
居
な
い
よ
う
な
感
覚
」
や
「
不

気
味
で
あ
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
隠
さ

れ
て
い
る
べ
き
も
の
」
が
隠
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
「
う
す
気

味
悪
さ
」
の
感
覚
で
あ
る★
★

。

本
書
に
お
い
て
何
が
隠
さ
れ
て
い
な
いunheim

lich

の
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
は
言
語
や
法
の
無
根
拠
性
で
あ
る
。
い
や
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え

ば
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
無
根
拠
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
機
能
し
て
い
る
と
い
う
秘

密
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
普
段
そ
の
上

に
安
住
し
て
い
る
こ
の
社
会
・
正
史
・
言
語
と
い
っ
た
も
の
が
、
実
際
に
は
、

例
外
や
特
異
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
ほ
ど
の
〈
外
部
〉
を
排
除
す

る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る「
脆
弱
な
住
ま
いH

eim

」で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
住
ま
い
は
、「
正
史
と
し
て
の
近
代
日
本
史
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
し
、「
言
語
の
牢
獄
」★
★

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
た

ち
は
そ
こ
に
安
住
す
る
や
否
や
、
そ
の
な
か
に
引
き
こ
も
り
、
そ
の
脆
弱
さ
を

み
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。こ
こ
に
お
い
て
、「
言
語
論
的
転
回
」

の
臨
界
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
節
：
国
家
と
は
別
の
し
か
た
で
の
「
死
へ
の
配
慮
」

の
可
能
性

次
に
本
書
が
も
っ
て
い
る
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、「
死
へ
の
配
慮
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
っ
て
論
じ
た
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
書
は
近

代
日
本
に
か
ん
す
る
歴
史
書
で
あ
っ
て
、
現
代
社
会
に
対
す
る
直
接
的
な
提
言

や
政
治
的
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
意
図

を
離
れ
て
、
現
状
の
ほ
う
が
む
し
ろ
こ
の
書
に
外
か
ら
意
味
を
付
与
し
て
い
る

よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
の
だ
。

ま
ず
は
そ
れ
に
関
連
す
る
本
書
の
内
容
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
本
書
の

第
一
章
「
神
の
死—

応
仁
の
乱
と
明
治
維
新
」
で
は
、
古
代
か
ら
綿
々
と
続

い
て
来
た
天
皇
に
よ
る
国
家
祭
祀
が
、
応
仁
の
乱
を
機
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
た

こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る

と
、
こ
の
中
断
に
よ
っ
て
「
長
く
天
皇
が
担
っ
て
き
た
他
界
へ
の
対
処
」★
★

が

不
在
と
な
り
、
死
者
へ
の
配
慮
や
供
養
を
す
る
主
体
が
近
世
日
本
に
は
欠
け
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
死
者
へ
の
供
養
や
祭
祀
に
積
極
的
で
は
な

か
っ
た
江
戸
幕
府
の
時
代
に
は
、
武
士
の
「
健
康
第
一
主
義
」
や
医
療
へ
の
信

が
浸
透
し
た
と
い
う★1★
。
江
戸
時
代
を
経
た
維
新
期
に
は
、
民
衆
運
動
に
牽
引

さ
れ
て
国
家
祭
祀
が
復
活
し
た
。
こ
こ
に
は
尊
王
運
動
が
呼
応
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
著
者
は
、「
冥
界
の
玉
座
の
空
席
を
埋
め
る
資
格
は
、
歴
史
的
な
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文
脈
か
ら
い
っ
て
、
日
本
で
は
天
皇
に
し
か
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る★★★
。

「
死
へ
の
配
慮
な
し
に
国
家
は
な
り
た
ち
え
な
い
」★1
★

。
こ
の
些
細
な
一
文
が
、

本
書
に
は
通
奏
低
音
の
よ
う
に
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
が

描
き
出
す
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
も
の
の
、
や
は
り
天

皇
だ
け
が
「
死
へ
の
配
慮
」
を
担
い
得
た
が
ゆ
え
に
、
日
本
は
近
代
「
国
家
」

た
り
得
た
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
天
皇
だ
け
が
、
大
陸
浪
人
な
ど
の
〈
前–

存

在
者
た
ち
〉
に
も
心
の
拠
り
所
と
な
る
「
場
所
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
。

こ
う
し
た
近
代
史
理
解
の
正
当
性
如
何
の
議
論
は
、
日
本
史
家
に
譲
ろ
う
。

評
者
は
む
し
ろ
、
こ
こ
か
ら
現
在
の
問
題
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
の
現
在

の
問
題
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
死
者
を
弔
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問

い
で
あ
る
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
近
代
の
人
間
中
心

主
義
が
展
開
す
る
人
間
の
繫
栄
開
花
と
い
う
発
想
に
は
、
死
の
た
め
の
場
所

place for death

が
無
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
」★1
★

。
近
代
か
ら
現
在
に
い
た
る

ま
で
、
私
た
ち
は
「
死
へ
の
配
慮
」
を
担
う
主
体
を
失
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
時

に
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
血
縁
や
地
縁
者
、
あ
る
い

は
宗
教
共
同
体
、
な
ん
ら
か
の
結
社
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て

生
じ
た
広
大
な
空
き
地
を
、
近
代
の
国
民
国
家
は
専
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
建
て
前
や
理
念
は
、
い
ま
現
在
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
国
家
す
ら
も
、
十
分
に
「
死
へ
の
配
慮
」
の
主
体
た
り
得
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

現
代
を
代
表
す
る
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
爆
発
に
際
し
て
、『
私
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の

か
？
』（
二
〇
二
〇
年
）
と
い
う
時
評
集
を
刊
行
し
た
。
こ
の
著
作
は
日
本
で

も
広
く
読
ま
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
生
権
力
の
拡
大
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
彼
の

主
張
が
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
の
要
諦

は
、
緊
急
事
態
に
乗
じ
た
国
家
権
力
の
絶
え
ざ
る
拡
大
へ
の
注
意
喚
起
に
あ

り
、
こ
の
こ
と
が
「
現
行
の
感
染
爆
発
を
過
小
評
価
す
る
も
の
」
だ
と
し
て
多

く
の
批
判
を
浴
び
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

賛
否
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
評
者
は
む
し
ろ—

あ
ま
り
論
じ
ら
れ
な
い

が—

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
著
書
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
争
点
が
あ
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
同
書
に
お
い
て
、
現
行
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
も
と
で
、
死
者

た
ち
の
い
わ
ば
「
弔
わ
れ
る
権
利
」
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厳

し
く
問
う
て
い
る
。「
死
者—

私
た
ち
の
死
者—

は
葬
儀
を
執
り
お
こ
な

わ
れ
る
権
利
が
な
い
し
、
愛
し
い
人
の
死
骸
が
ど
う
な
る
の
か
は
っ
き
り
し
な

い
。
私
た
ち
の
隣
人
な
る
も
の
は
抹
消
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
教
会
が

沈
黙
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
」★1
★

。
最
後
の
「
興
味
深
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
に
、
強
烈
な
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
医
療

か
ら
も
政
治
か
ら
も
見
放
さ
れ
、
家
族
や
友
人
か
ら
も
遠
ざ
け
ら
れ
た
死
者
た

ち
に
最
後
に
寄
り
添
う
べ
き
は
、教
会
を
は
じ
め
と
し
た
宗
教
の
は
ず
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
筆
致
か
ら
離
れ
て
、
そ
こ
に
は
文
学
や
思
想
も
付

け
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、そ
れ
ら
は
い
ま
、使
命
を
十
分
に
果
た
し
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
経

済
か
生
命
か
」
と
い
う
よ
く
見
か
け
る
議
論
に
絡
み
取
ら
れ
る
こ
と
で
見
失
わ
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れ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
視
点
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
も

は
や
人
々
を
「
生
か
す
こ
と
」
に
は
配
慮
す
る
が
、
死
ん
だ
者
た
ち
を
「
弔
う

こ
と
」
に
配
慮
を
向
け
て
は
い
な
い
。

こ
こ
で
田
中
の
著
作
に
話
を
戻
せ
ば
、い
わ
ば
現
行
の
状
況
に
お
い
て
は「
他

界
へ
の
対
処
」
が
為
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
評
者
は

国
家
や
天
皇
に
そ
の
役
割
を
担
え
と
呼
び
か
け
る
つ
も
り
な
ど
毛
頭
な
い
。
そ

こ
で
本
書
『
存
在
の
歴
史
学
』
が
暗
に
示
し
て
い
る
別
の
可
能
性
が
、「
来
る

べ
き
民
衆
」な
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
お
い
て
、「
御
蔭
参
り
」

や
「
祇
園
御
霊
祭
」
と
い
っ
た
、
民
衆
た
ち
に
よ
っ
て
自
発
的
に
担
わ
れ
た
祝

祭
や
儀
礼
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る★1★
。
そ
れ
ら
は
、
天
皇
や
国
家
に
よ
る
「
死

へ
の
配
慮
」
が
十
分
に
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
勃
興
し
た
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
「
配ケ
ア慮

」
の
か
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
宛
名
で
あ
る
「
来
る
べ

き
民
衆
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
「
死
へ
の
配
慮
」
と
い
う
祭
ま
つ
り
ご
と
祀—

そ
れ
は
い

か
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
痛
烈
な
る
問
い
こ
そ
が
、
お
そ
ら
く
本
書
の

到
達
点
で
あ
り
、
な
お
か
つ
私
た
ち
が
何
度
で
も
立
ち
返
る
べ
き
出
発
点
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
書
『
存
在
の
歴
史
学
』
は
と
う
に
過
ぎ
去
っ
た
は
ず
の
過
去
を
め
ぐ
る
物

語
で
あ
る
。
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
そ
の
副
題
に
は
「
近
代
日
本
に
お
け

る
未
成
の
者
た
ち
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
通
常

の
発
想
か
ら
し
て
、
近
代
日
本
を
生
き
た
様
々
な
る
〈
前–

存
在
者
た
ち
〉
は

生
物
学
的
な
死
を
経
て
、
こ
こ
に
は
も
う
既
に
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う

し
た
考
え
に
対
し
て
本
書
が
企
て
た
の
は
、
弔
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
死
者

た
ち
に
「
場
所
」
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
者
た
ち
は
今
・
こ
こ
に
「
既
に
い
な
い
」
が
、
或
る
場
所
か
ら
自
ら
の

声
を
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
未
だ
な
き
」
存
在
で
も
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
未
だ
に
十
全
に
「
死
ぬ
こ
と
」
が
叶
わ
ず
に
い
る
死
者
た
ち
な
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
の
田
中
が
試
み
た
こ
と
は
、
い
つ
か
来
る
か
も
し
れ

な
い
者
た
ち
の
た
め
に
テ
ー
ブ
ル
の
席
を
つ
ね
に
空
け
て
お
く
よ
う
な
営
為
な

の
で
あ
る
。

歴
史
学
は
本
来
的
に
、
現
在
か
ら
一
方
的
に
「
過
去
の
声
」
を
代
弁
す
る
営

み
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
時
に
自
己
正
当
化
に
堕
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し

た
本
来
性
を
警
戒
し
な
が
ら
も
、
歴
史
学
に
で
き
る
こ
と
は—

そ
れ
は
消
極

的
な
試
み
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
も
っ
と
も
困
難
な
道
で
あ

る—

そ
の
者
た
ち
の
た
め
に
場
所
を

0

0

0

た
だ
空
け
て
お
く
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
は
な
い
か
。

そ
れ
こ
そ
が
評
者
が
本
書
を
通
じ
て
著
者
か
ら
受
け
取
っ
た
問
い
か
け
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、「
言
語
の
牢
獄
」
を
脱
け
出
て
、〈
祀
ら
れ
ざ
る
死
者
た
ち
〉

の
冥
界
へ
と
向
か
う
勇
気
と
覚
悟
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
疑
似
的

に
「
死
ぬ
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
己
と
い
う
主
体
を
空
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
境
地
で
の
み
、
私
た
ち
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
と

も
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。「
歴
史
に
は
自
由
が
存

在
す
る
の
だ
」、
と★1★
。
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★
1 

田
中
希
生
『
精
神
の
歴
史
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
、
一
頁
。

★
2 

同
右
、
九
頁
。
以
下
、〔
　
〕
内
は
評
者
に
よ
る
補
足
。

★
3 

カ
ン
タ
ン
・
メ
イ
ヤ
ス
ー
、
千
葉
雅
也
・
大
橋
完
太
郎
・
星
野
太
訳
『
有
限

性
の
後
で
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
六
年
、
一
五
〜
七
頁
を
参
照
。

★
4 
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
〈
外
部
〉
の
問
題
を
「
過
去
の
死
者
た
ち
に
い

か
に
報
い
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
思
索
す
る
と
い
う
点
で
も
両
者
は

シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
。
メ
イ

ヤ
ス
ー
、岡
嶋
隆
佑
訳
「
亡
霊
の
ジ
レ
ン
マ—

来
る
べ
き
喪
、来
る
べ
き
神
」

『
亡
霊
の
ジ
レ
ン
マ
』
所
収
、
人
文
書
院
、
二
〇
一
八
年
。

★
5 

田
中
希
生『
存
在
の
歴
史
学
』有
志
舎
、二
〇
二
一
年
、七
二
頁
を
参
照
。
以
下
、

『
存
在
』
と
略
記
。

★
6 『
存
在
』
七
三
頁
。

★
7 

こ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
哲
学
者

シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
神
話
の
哲
学
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
秘
密
の
ま
ま
、
隠
さ
れ
た
ま
ま
、
潜
在
し
た
ま
ま
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が

突
如
現
わ
れ
出
た
と
き
に
、
ひ
と
は
そ
う
し
た
も
の
を
す
べ
て
、
不
気
味
で

あ
るunheim

lich

と
い
う
」。
な
お
こ
う
し
た
定
義
は
、
後
に
フ
ロ
イ
ト

に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。Schelling, Friedrich W

il-

helm
 Joseph. Säm

m
tliche W

erke. H
g. v. K

arl Friedlich August Schelling. 

Stuttgart u. Augsburg (J.G
. C

otta) 1856ff, Band XII, S. 649.

★
8 

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
ニ
ー
チ
ェ
の
『
力
へ
の
意
志
』
の
一
節

か
ら
も
じ
っ
た
言
葉
。
川
口
喬
一
訳
『
言
語
の
牢
獄
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
八
年
を
参
照
。

★
9 『
存
在
』
二
二
頁
。 

★
10 『
存
在
』
三
四
〜
五
頁
を
参
照
。

★
11 『
存
在
』
五
五
頁
。

★
12 『
存
在
』
三
三
頁
。

★
13 Taylor, C

harles. A Secular Age. C
am

bridge, M
assachusetts (H

arvard U
ni -

versity Press) 2007, p. 320. 

〔
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
『
世
俗
の
時
代
』
上

巻
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
、
三
八
五
頁
。〕

★
14 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
、高
桑
和
巳
訳
『
私
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
？
』

青
土
社
、
二
〇
二
〇
年
、
三
七
頁
。

★
15 『
存
在
』
五
五
頁
や
三
四
九
頁
な
ど
を
参
照
。

★
16 Schelling. ebenda., Band XIV, S. 3.

な
か
む
ら
・
の
り
ひ
と
（
近
現
代
ド
イ
ツ
哲
学
・
社
会
思
想
史
）






