
書

評

服
部
英
二
著

『
文
明
は
虹
の
大
河

服
部
英
二
文
明
論
集

』

麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
六
月

岩

澤

知

子

本
書
は
、
二
十
一
年
間
に
わ
た
る
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
勤
務
の
の
ち
、

現
在
、
比
較
文
明
学
者
と
し
て
「
文
明
間
の
対
話
」
の
理
念
を
国
内
外
に
向

け
て
強
く
発
進
し
続
け
る
服
部
英
二
氏
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
と
思
想
を
辿
る

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
文
明
論
集
で
あ
る
。

本
書
を
貫
く
テ
ー
マ
を
ま
ず
象
徴
的
に
示
す
の
は
、
著
者
自
ら
の
深
い
想

い
が
込
め
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
ろ
う
。『
文
明
は
虹
の
大
河
』
と
い
う
こ

の
示
唆
に
富
ん
だ
タ
イ
ト
ル
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
命

名
の
由
来
を
、
服
部
氏
は
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
果
て
し
な

い
漆
黒
の
宇
宙
に
浮
か
ぶ
一
つ
の
青
い
惑
星
を
虹
の
大
河
が
取
り
巻
い
て
い

る
。
文
明
と
い
う
虹
の
大
河
で
あ
る
。
…
…
虹
が
そ
の
七
色
を
混
濁
す
る
こ

と
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
光
あ
る
そ
の
姿
は
、
多
様
性
を
生
き
る
文
明
そ

の
も
の
の
姿
で
あ
る
」。
氏
の
従
来
の
主
張
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
文
化

の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
（
二
〇
〇
一
年
）」
に
も
盛
ら
れ
た
重
要
な

認
識

「
自
然
界
に
種
の
多
様
性
が
不
可
欠
な
如
く
、
人
間
の
生
存
に
と

っ
て
文
化
の
多
様
性
は
不
可
欠
で
あ
る
」

は
、
他
で
も
な
い
こ
の
「
虹
」

一
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と
い
う
表
現
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
「
文
明
と
い
う
虹
」

は
、
た
だ
静
か
に
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
色
を
放
ち
な
が
ら
光
り
輝
く
だ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
流
動
し
て
い
く
「
大
河
」
の
よ
う

に
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
合
い
、
そ
の
不
断
の
接
触
の

中
か
ら
、
新
た
な
文
明
の
形
を
生
み
出
し
て
い
く
「
移
行
と
生
成
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
文
明
と
文
明

の
出
会
い
が
織
り
成
す
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
意
義
を
、
国
際
社
会
の
真
っ

只
中
に
身
を
置
い
て
思
索
を
重
ね
て
き
た
著
者
の
深
い
哲
学
と
幅
広
い
フ
ィ

ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
も
と
に
論
じ
て
い
く
。

本
書
に
収
め
ら
れ
た
壮
大
な
論
文
・
エ
ッ
セ
イ
群
が
語
る
具
体
的
な
内
容

に
踏
み
入
る
前
に
、
こ
こ
で
ま
ず
、
本
書
を
通
読
し
て
得
ら
れ
る
、
こ
の
書

全
体
が
紡
ぎ
出
す
ひ
と
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
本

書
に
は
、
古
く
は
一
九
七
二
年
の
執
筆
に
遡
り
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
書
き

溜
め
て
き
た
論
文
の
数
々
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
構
成
は
、
い

わ
ば
服
部
英
二
と
い
う
こ
の
比
較
文
明
学
者
の
思
想
の
あ
り
方
と
そ
の
哲
学

が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
を
開
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
そ
の
思

想
の
根
幹
を
最
も
よ
く
我
々
に
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、「
温
故
知
新
」
と
名

づ
け
ら
れ
た
最
終
章
に
何
気
な
く
並
べ
ら
れ
た
論
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
通
例
の
書
評
ス
タ
イ
ル
に
反
し
て
、
最
終
章
の
解
釈
か
ら
説
き
起

こ
す
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
の
だ
が
、
こ
の
章
に
は
、
服
部
氏
が
敬
愛
し

て
や
ま
な
い
二
人
の
思
想
家
に
捧
げ
る
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
り

は
、
氏
が
パ
リ
時
代
か
ら
親
し
く
接
し
た
哲
学
者
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ

ル
（
一
八
八
九
｜
一
九
七
三
）、
そ
し
て
も
う
ひ
と
り
は
、
四
十
数
年
前
の

こ
れ
も
パ
リ
で
、
氏
と
席
を
並
べ
て
あ
る
講
演
に
聞
き
入
っ
た
こ
と
も
あ
る

と
い
う
文
化
人
類
学
者
の
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
（
一
九
〇
八

｜
二
〇
〇
九
）
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
が
生
み
出
し
た

偉
大
な
る
思
想
家
で
あ
り
、
当
時
の
思
想
潮
流
で
あ
っ
た
「
実
存
主
義
」
と

「
構
造
主
義
」
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。

最
初
に
登
場
す
る
「
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
想
い
出

そ
の
人
と

思
想

」
と
題
さ
れ
た
服
部
氏
の
論
文
は
、
ま
る
で
一
編
の
美
し
い
小
説

の
よ
う
に
、
あ
り
し
日
の
マ
ル
セ
ル
を
語
る
の
だ
が
、
そ
の
美
し
い
筆
致
は

同
時
に
、
他
の
ど
ん
な
表
現
よ
り
も
明
確
に
、
こ
の
哲
学
者
の
思
想
の
輪
郭

を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
。
氏
は
「
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
ほ
ど
人
間
を

愛
し
た
人
を
私
は
知
ら
な
い
」
と
語
り
な
が
ら
、
そ
ん
な
マ
ル
セ
ル
に
と
っ

て
「
実
存
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
を
問
う
て
い
く
。
そ
し
て
そ

の
答
え
の
手
が
か
り
を
、
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
の
出
発
点
で
あ
る
、
人
間
の
感

覚
や
肉
体
を
本
質
的
な
要
素
と
し
て
得
ら
れ
た
「
拒
み
が
た
い
も
の
」
と
し

て
の
「
経
験
」
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
存
在
の
根
源
に
、
こ
の
よ
う
な
「
感

覚
と
肉
体
の
大
き
な
肯
定
」
に
基
づ
く
「
経
験
」
の
概
念
を
据
え
る
思
想

は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
、
西
欧
近
代
思
想
の
中
心
で
あ
っ
た
心
身
二
元
論
に
対

一
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す
る
強
力
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
な
っ
た
。

か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ
た
感
覚
と
肉
体
は
復
権
し
、

現
代
哲
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
い
か
な
る
も
の
に

も
「
還
元
で
き
な
い
」
も
の
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
以
外
に
な
い
も

の
、
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
実
存
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
生
」
で
あ
り

「
時
」
の
中
に
あ
り
、
そ
の
故
に
動
的
な
も
の
で
あ
る
。（
三
一
七
ペ
ー

ジ
）

感
覚
と
肉
体
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
こ
の
動
的
な
「
経
験
」
か
ら
出
発
す

る
時
、
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
の
「
主
体
」
は
、
も
は
や
他
者
か
ら
孤
立
し
て

存
在
す
る
西
欧
近
代
的
な
「
個
（
エ
ゴ
）」
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
そ

れ
は
、
存
在
の
は
じ
め
か
ら
他
者
と
と
も
に
あ
り
、
こ
の
他
者
と
の
「
共

生
・
共
成
」
の
中
に
自
己
の
生
き
る
意
味
を
見
出
す
「
相
互
主
体
性
」（C

O

E
S
S
E

）
の
概
念
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
服
部
氏
は
言
う
。

相
互
主
体
性

C
O
E
S
S
E

お
よ
そ
デ
カ
ル
ト
か
ら
サ
ル
ト
ル
に

至
る
独
我
論
を
破
っ
た
、
そ
う
し
て
そ
れ
だ
け
で
も
哲
学
史
上
に
光
茫

を
放
つ
こ
の
概
念
の
意
義
は
、
し
か
し
、
エ
ゴ
の
知
的
還
元

フ
ッ

サ
ー
ル
的
還
元
を
含
め
て

を
行
う
人
に
は
決
し
て
理
解
さ
れ
な
い

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
還
元
で
き
ぬ
も
の
」
で
あ
る

の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
「
経
験
」
の
本
当
の
意
味
を
知
る
も
の
に
の
み
理

解
さ
れ
る
に
過
ぎ
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
現
代
の
人
間
に
と

っ
て
の
希
望
の
地
平
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
誰
が
否
定
で
き
よ
う
。

（
三
一
五
ペ
ー
ジ
）

マ
ル
セ
ル
の
こ
の
実
存
哲
学
は
、
我
々
を
取
り
巻
く
世
界
を
で
き
る
限
り

客
観
的
に
叙
述
し
よ
う
と
す
る
「
冷
や
や
か
な
知
性
」（
こ
の
現
代
の
思
想

状
況
を
、
服
部
氏
は
こ
の
あ
と
に
続
く
「
フ
ラ
ン
ス
思
想
界
の
現
状

冷

や
や
か
な
知
性
の
時
代

」
の
中
で
批
判
し
て
い
る
）
か
ら
は
程
遠
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
実
存
思
想
を
支
え
て
い
た
の
は
、
限
り
な
い
「
人
間

へ
の
愛
」
で
あ
り
、
そ
の
愛
に
満
ち
た
哲
学
は
、
常
に
「
人
が
い
か
に
生
き

う
る
か
」
と
い
う
課
題
、
す
な
わ
ち
「
倫
理
」
の
確
立
と
結
び
つ
い
て
い
た

こ
と
を
、
服
部
氏
は
重
ね
て
強
調
す
る
。「
今
思
う
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ

ル
セ
ル
は
、
呼
吸
す
る
よ
う
に
哲
学
し
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
生
そ
の

も
の
が
哲
学
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
こ
に
は
、a

v
o
ir

（
所
有
）
を
脱
し
て
、

etre

（
存
在
）
そ
の
も
の
に
入
っ
て
行
っ
た
人
の
姿
が
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
」
と
い
う
服
部
氏
の
言
葉
は
、「
哲
学
」、
更
に
言
え
ば
、「
学
問
」
と
は

何
か
、
と
い
う
深
い
問
い
に
対
す
る
氏
自
身
の
思
想
的
態
度
を
表
明
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。

実
は
、
マ
ル
セ
ル
が
提
唱
し
た
こ
の
「
経
験
」
重
視
の
思
想
は
、
実
存
主

義
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
登
場
し
た
「
構
造
主
義
」
の
中
に
も
受
け

継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
服
部
氏
は
指
摘
す
る
。
そ
の
思
想
は
、
他
な
ら
ぬ
構

造
主
義
の
創
始
者
で
あ
る
レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で

『文明は虹の大河―服部英二文明論集』
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あ
る
（「
レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
最
後
の
講
演
」）
。
一
般
に
構
造
主
義
は
、「
実

存
主
義
の
パ
ト
ス
を
放
逐
し
、
思
考
を
生
経
験
か
ら
分
離
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
主
観
的
実
存
よ
り
も
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
、
よ
り
客
観
的

「
体
系
（
シ
ス
テ
ム
）」
を
分
析
対
象
と
す
る
冷
た
い
「
非
人
称
的
思
考
」
と

理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
服
部
氏
は
、
構
造
主
義
を
実
存
主

義
に
代
わ
る
新
し
い
哲
学
思
想
と
位
置
づ
け
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、「
そ

れ
は
着
眼
点
を
変
え
た
新
し
い
方
法
」
に
過
ぎ
な
い
と
分
析
す
る
。
構
造
主

義
は
そ
の
着
眼
点
を
、
実
存
主
義
が
探
究
し
た
主
観
的
自
己
か
ら
、
客
観
的

対
象
の
「
部
分
」
へ
と
転
換
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
構
造
主
義
の
こ
の

「
部
分
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
研
究
者
た
ち
を
「
現
場
」
へ
と
赴
か
せ
る
。

こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
重
視
の
方
法
論
を
支
え
る
の
は
、「
現
場
に
神

宿
る
」
と
い
う
信
念
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
と
肉
体
を
通
し
て
知
る
「
経
験
」

重
視
の
思
想
で
あ
る
。
服
部
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
現
場
か
ら
学
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
「
部
分
か
ら
部
分
間
の
関
係
が
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
全
体
が
見
え

て
く
る
」

こ
の
視
点
こ
そ
、
構
造
主
義
が
現
代
思
想
に
も
た
ら
し
た
貢

献
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

服
部
氏
は
レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
の
こ
と
を
「
行
動
す
る
巨
人
」
と
呼
ぶ

が
、
こ
の
呼
び
名
は
同
時
に
、
マ
ル
セ
ル
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
は
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
思
索
す
る

こ
と
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
の
二
人
の
知
の
巨
人
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

は
、
彼
ら
は
深
く
「
思
索
す
る
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
行
動
す
る
人
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
実
は
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
服
部
氏

自
身
の
生
き
方
を
根
底
か
ら
支
え
る
思
想
的
態
度
で
は
な
か
っ
た
か
。
服
部

氏
の
哲
学
思
想
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
実
存
主

義
」
と
「
構
造
主
義
」
の
止
揚
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
服
部
氏
は
、
前
著
『
文
明
間
の
対
話
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
懐

し
て
い
る
。

「
思
索
人
と
し
て
行
動
し
、
行
動
人
と
し
て
思
索
せ
よ
」
と
、
か
つ
て

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
言
い
ま
し
た
。
私
が
学
生
時
代
に
知
っ
た
こ
の
言
葉

は
、
私
の
脳
裏
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
、
結
局
、
私
を
し
て
大
学
に
残
ら

ず
、
国
際
機
関
に
導
く
も
の
と
な
っ
た
、
と
思
わ
れ
ま
す
。（『
文
明
間

の
対
話
』、
八
ペ
ー
ジ
）

服
部
氏
の
こ
の
想
い
は
、
京
都
大
学
の
学
生
時
代
に
氏
が
通
い
詰
め
た
と

い
う
（
氏
は
こ
の
思
い
出
を
、
い
つ
も
大
変
懐
か
し
そ
う
に
語
ら
れ
る
の
だ

が
）、
桑
原
武
夫
氏
率
い
る
京
大
人
文
科
学
研
究
所
の
伝
統

「
思
考
の
独

創
性
」
と
「
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
」
の
重
視

の
中
で
揉
ま
れ
る
う
ち

に
、
一
層
強
固
な
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
服
部
英
二
と
い
う
こ
の
比

較
文
明
学
者
は
、
ま
さ
に
深
く
「
思
索
す
る
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
行
動

す
る
人
」
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
本
書
は
、
服
部
氏
の
こ
れ
ま
で
の
「
思
索
」
と
「
行
動
」
の
軌

一
一
八
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跡
を
、
氏
自
身
の
「
生
の
哲
学
」
の
表
明
と
し
て
我
々
に
提
示
す
る
。
第
一

章
「
地
球
シ
ス
テ
ム
と
文
明
の
通
底
」
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
を
中
心
に
様
々
な

国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
手
が
け
て
き
た
服
部
氏
の
活
動
を
辿
り
な
が
ら
、

「
文
明
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
が
、
本
書
全
体
を
貫
く
思
想
の

骨
格
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
続
く
第
二
章
の
「
文
明
の
移
行
」
で
は
、
文
明

と
文
明
の
出
会
い
の
様
相
が
巧
み
に
描
か
れ
、
そ
こ
に
存
在
す
る
「
通
底
の

価
値
」
の
探
究
が
、
服
部
氏
自
身
の
幅
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
通
し

て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
第
三
、
四
章
は
、
こ
こ
十
数
年
の
間
に
、

そ
の
時
々
の
社
会
問
題
に
触
れ
な
が
ら
、
氏
が
様
々
な
新
聞
・
雑
誌
に
寄
稿

し
た
諸
論
文
を
収
め
、
最
終
章
で
は
、
古
く
は
一
九
七
二
年
の
執
筆
に
遡
っ

て
集
め
ら
れ
た
哲
学
的
論
考
を
通
し
て
、
氏
の
思
想
の
根
幹
に
触
れ
る
。

第
一
章
「
地
球
シ
ス
テ
ム
と
文
明
の
通
底
」
で
、
服
部
氏
は
「
世
界
史
に

お
け
る
文
明
像
に
は
ひ
ず
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
指
摘
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
の
西
欧
近
代
啓
蒙
主
義
を
基
盤
に
し

た
文
明
観
が
い
か
に
歪
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
文
明
同
士
の
真
の
対

話
を
阻
ん
で
き
た
か
を
訴
え
る
。

啓
蒙
主
義
は
…
…
「
理
性
」
を
人
間
の
諸
能
力
の
頂
点
に
立
て
た
が
、

こ
の
こ
と
は
全
人
的
教
育
、
人
格
形
成
に
ひ
ず
み
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
ひ
ず
み
が
、
同
時
に
、
差
別
の
原
理

と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
が
同
時
進
行
中
の
植
民
地
主
義
に

正
当
性
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
未
開
の
も
の
た
ち
を

文
明
化

す
る
」
と
。「
文
明
」
と
は
、
西
欧
啓
蒙
主
義
の
生
み
出
し
た
理
性
中

心
主
義
、
科
学
主
義
、
そ
れ
が
可
能
に
し
た
物
質
的
繁
栄
、
そ
れ
を
支

え
る
資
本
主
義
制
度
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
一
六
ペ
ー
ジ
）

更
に
、
こ
の
「
文
明
像
の
歪
み
」
は
決
し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
い
、
と

服
部
氏
は
強
調
す
る
。

「
彼
ら
は

文
明

に
対
し
て
戦
い
を
挑
ん
だ
」
と
の
東
京
裁
判
に
お

け
る
キ
ー
ナ
ン
主
席
検
事
の
言
葉
は
、
半
世
紀
を
経
て
九
・
一
一
事
件

に
直
面
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
口
か
ら
も
発
せ
ら
れ
た
。
文
明＝

西

欧
文
明
、
文
明
と
野
蛮
、T

h
e w

est a
n
d th

e rest

の
虚
構
は
そ
れ

ほ
ど
根
深
い
の
だ
。
…
…
自
然
を
支
配
し
、
地
球
を
略
奪
す
る
権
利
が

人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
の
如
き
錯
覚
は
ま
だ
生
き
て
い
る
。
理
性

に
至
上
の
価
値
を
与
え
た
十
八
世
紀
の
啓
蒙
の
時
代
に
生
ま
れ
、
直
線

的
時
間
論
に
立
脚
し
た
「
進
歩
」（P

ro
g
ress

）
の
概
念
は
、
現
在
の

「
自
由
と
民
主
主
義
」
と
同
様
十
九
世
紀
西
欧
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
に
疑
念
を
抱
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
自
ら
の
文
章
を
削
除

さ
れ
る
憂
き
目
を
見
た
よ
う
に
、
時
代
精
神
（Z

eitg
eist

）
と
い
う

も
の
は
一
た
ん
動
き
出
す
と
あ
ら
ゆ
る
批
判
を
封
じ
る
働
き
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。（
四
三
ペ
ー
ジ
）

一
一
九
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
永
遠
の
「
進
歩
」
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
た
文
明

観
は
、
地
球
の
側
か
ら
の
叫
び
に
よ
っ
て
、
今
や
終
わ
り
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
進
歩
思
想
に
対
す
る
無
反
省
は
、

「
化
石
燃
料
の
発
見
に
伴
う
驚
異
的
な
人
口
の
増
大
と
な
り
、
資
源
の
略
奪

と
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
爆
発
と
な
り
、
今
日
の
地
球
温
暖
化
を
招
来

し
た
。
そ
し
て
地
球
は
、
こ
の
虚
構
を
作
り
出
し
た
民
族
が
内
包
し
た
時
間

論
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
忘
却
し
て
い
た
『
終
末
』
へ
と
確
実
に
歩
を
進
め
て

い
る
」（
一
七
ペ
ー
ジ
）
。
今
や
我
々
は
、
こ
う
し
た
西
欧
中
心
の
歪
ん
だ
文

明
像
を
脱
却
し
、
新
た
な
文
明
理
解
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
こ
れ
ま
で
の
文
明
観
の
前
提
を
な
し
て
い
た
理
性
中
心
主
義
・
直
線
的

進
歩
史
観
か
ら
の
脱
却
、
更
に
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
差
別
の
論
理
か
ら

の
脱
却
で
あ
る
。

第
一
章
に
並
ぶ
数
々
の
論
文
は
、
服
部
氏
が
こ
の
思
想
運
動
の
牽
引
役
と

し
て
国
際
社
会
で
果
た
し
て
こ
ら
れ
た
役
割
の
大
き
さ
と
、
氏
の
活
動
へ
の

情
熱
を
我
々
に
伝
え
て
余
り
あ
る
。
服
部
氏
の
発
案
に
よ
り
一
九
八
五
年
に

ユ
ネ
ス
コ
が
着
手
し
た
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
対
話
の
道
総
合
調
査
」
を
皮
切

り
に
、
氏
は
国
際
社
会
を
相
手
に
、
一
貫
し
て
、
真
の
「
文
明
間
の
対
話
」

と
は
何
か
を
問
い
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
活
動
は
、
一
九
九
五
年
に
東
京

で
開
か
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
創
立
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
科
学
と
文
化

来
へ
の
共
通
の
道
」
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
、
ユ
ネ
ス
コ
総
会
が
満

場
一
致
で
採
択
し
た
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
」
に
お
い
て
、

ひ
と
つ
の
重
要
な
成
果
を
見
る
。
こ
の
宣
言
の
第
一
条
に
記
さ
れ
た
文
言

は
、
こ
れ
ま
で
ユ
ネ
ス
コ
の
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
こ
ら
れ
た
服
部

氏
の
思
想
が
、
一
つ
の
確
か
な
形
を
と
っ
て
現
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

文
化
は
時
代
と
場
所
に
応
じ
て
様
々
な
形
態
を
と
る
。
こ
の
多
様
性

は
、
人
類
の
構
成
す
る
集
団
・
社
会
を
特
徴
付
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
独
自
性
・
多
様
性
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
交
流
・
革
新
・
創
造

性
の
源
泉
で
あ
る
文
化
の
多
様
性
は
、
人
類
に
と
っ
て
、
生
物
界
に
お

け
る
生
物
多
様
性
と
全
く
同
様
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
文
化
の
多
様
性
は
人
類
の
共
有
遺
産
で
あ
り
、
現
在
な
ら
び

に
未
来
の
世
代
の
利
益
の
た
め
に
認
知
さ
れ
、
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。（「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
・
第
一
条
」、
本
書
四
九
ペ

ー
ジ
）

服
部
氏
が
評
す
る
よ
う
に
、「
こ
の
宣
言
の
重
要
さ
は
、
こ
れ
ま
で
異
文

化
理
解
や
寛
容
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
多
文
化
の
存
在
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
自
己
自
身
の
存
在
の
不
可
欠
の
要
因
な
の
だ
、
と
明
示
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
自
己
は
多
数
の
非
自
己
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、
と
の
深
い
認

識
が
こ
こ
に
は
あ
る
」（
四
九
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
氏
の
言
葉
の
中
に
、
我
々
は

先
に
見
た
マ
ル
セ
ル
のC

O
E
S
S
E

（
相
互
主
体
性
）
の
思
想
が
生
き
て

一
二
〇
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い
る
の
を
見
出
す
。
文
明
は
た
だ
一
文
明
の
み
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は

な
い
。
文
明
は
他
文
明
の
存
在
を
必
要
と
し
、
他
者
と
の
絶
え
ざ
る
交
信
に

よ
っ
て
新
た
な
文
明
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
マ
ル
セ
ル
の
「
相
互
主
体
性
」
の

概
念
は
、
こ
こ
で
「
他
者
に
生
か
さ
れ
る
私
」
と
い
う
認
識
に
立
っ
た
「
文

明
多
元
論
」
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

文
明
の
多
様
性
へ
の
理
解
を
進
め
る
こ
と
は
、
世
界
で
現
在
進
行
中
の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
批
判
へ
と
つ
な
が
る
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
名
の
文
明
の
一
元
化
は
、
た
っ
た
一
つ
の
価
値
、
す
な

わ
ち
「
市
場
原
理
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
価
値
が
、
他
の
す
べ
て
の
価
値
を

圧
し
て
い
く
姿
で
あ
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
的
価
値
を
推
し
進
め
た
現
代
の
資

本
主
義
文
明
は
、
人
々
の
「
所
有
」
を
増
大
す
る
一
方
で
、
そ
の
「
存
在
」

を
す
り
減
ら
し
た
こ
と
を
、
服
部
氏
は
警
告
す
る

「
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ

ル
セ
ル
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
が
何
で
『
あ
る
』
か
は
、
人

が
何
を
『
も
つ
』
か
と
反
比
例
の
関
係
に
あ
る
。
所
有
の
増
大
は
人
間
の
存

在
を
す
り
減
ら
し
て
い
く
の
で
あ
る
」（
一
〇
二
ペ
ー
ジ
）
と
。
こ
の
価
値
の

一
元
化
に
抵
抗
し
、
あ
く
ま
で
も
多
様
な
生
の
あ
り
方
を
尊
重
し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
我
々
は
「
所
有
」
の
原
理
を
旨
と
す
る
こ
の
資
本
主
義
文
明
の

本
質
を
ま
ず
見
極
め
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く
道
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
て
、「
文
明
の
多
様
性
」
へ
の
理
解
を
訴
え
る
服
部
氏
の
主
張

は
、
同
時
に
、
現
代
の
資
本
主
義
文
明
の
超
克
の
議
論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
（「
資
本
主
義
文
明
の
超
克
に
向
け
て

比
較
文
明
論
の
視
点
か
ら

」）
。

服
部
氏
は
、
多
様
性
を
前
提
と
す
る
「
文
明
間
の
対
話
」
の
意
義
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

文
明
は
衝
突
し
な
い
。
文
明
に
対
す
る
無
知
が
衝
突
す
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
文
化
の
多
様
性
の
中
に
互
敬
に
よ
る
共
生
、
更
に
共
働
に

よ
る
「
共
成
」
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
「
文
明
間
の
対
話
」

は
、
多
分
に
文
化
の
多
様
性
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
対
話
と
は
出

会
い
で
あ
る
。
出
会
う
べ
き
、
す
な
わ
ち
敬
意
を
払
い
う
る
他
者
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
文
明
は
出
会
い
に
よ
っ
て
子
を
孕
む
」

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
明
の
対
話
と
はM

u
tu
a
l E
n
rich

m
en
t

で

あ
りC

ro
ss

F
ertiliza

tio
n

な
の
だ
。
そ
れ
は

共
成

で
あ
る
。

合
成

で
は
な
い
。
い
わ
ん
や

交
渉

で
は
な
い
。
文
明
の
核
を

形
造
る
文
化
は
、
他
文
化
の
存
在
を
要
し
、
他
者
と
の
絶
え
ざ
る
交
信

に
よ
っ
て
、
新
た
な
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
し
か
も
そ
れ
は
双
方
向

で
な
さ
れ
る
。
人
類
文
明
は
こ
の
よ
う
な
対
話
の
中
で
成
長
し
て
き

た
。（
四
五
｜
四
八
ペ
ー
ジ
）

西
欧
の
近
代
啓
蒙
思
想
が
も
た
ら
し
た
「
歪
ん
だ
文
明
観
」
の
超
克
を
訴

え
る
服
部
氏
の
議
論
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
単
純
な
西
欧
批
判
と
そ
れ
に
伴

う
自
国
文
化
礼
賛
主
義
に
は
決
し
て
終
わ
ら
な
い
。「
理
性
の
西
洋
に
対
す

一
二
一
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る
神
秘
の
東
洋
」
と
い
う
従
来
の
ナ
イ
ー
ブ
な
分
類
思
考
は
、「
東
西
」
と

い
う
対
立
軸
を
無
反
省
に
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
諸
民
族
の
出
会

い
と
連
帯
を
阻
ん
で
き
た
、
と
服
部
氏
は
警
告
す
る
。
こ
の
東
西
対
立
軸
の

設
定
に
よ
る
単
純
な
他
者
批
判
に
よ
っ
て
、
西
欧
そ
の
も
の
も
曲
解
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
、
と
。
む
し
ろ
我
々
は
、
単
純
な
西
欧
近
代
批
判
を
超
え

て
、
次
の
こ
と
に
気
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
の
こ
ろ

日
本
が
出
会
っ
た
西
欧
と
は
、
伝
統
的
な
西
欧
で
は
な
く
、
既
に
過
去
に
伝

統
と
の
断
絶
を
経
験
し
た
共
同
体
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
。

地
球
の
上
に
流
れ
た
時
か
ら
見
れ
ば
ま
さ
に
一
瞬
と
も
い
う
べ
き
近
代

的
合
理
主
義
の
時
代
こ
そ
人
類
史
に
突
出
し
た
異
常
な
時
代
で
は
な
か

っ
た
か
、
こ
の
時
期
に
す
べ
て
の
人
類
が
深
み
に
お
い
て
分
か
ち
合
え

る
は
ず
の
通
底
の
価
値
が
見
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。（
一
一
四
ペ
ー

ジ
）

文
明
」
対
「
野
蛮
」、「
西
洋
」
対
「
東
洋
」、「
普
遍
」
対
「
特
殊
」
と

い
っ
た
虚
構
の
対
立
軸
を
超
え
て
、
多
様
な
文
明
の
深
み
に
存
在
す
る
人
類

に
と
っ
て
の
「
通
底
の
価
値
」、
言
い
換
え
れ
ば
、「
倫
理
の
基
礎
」
を
探
究

す
る
こ
と

そ
れ
こ
そ
が
、
比
較
文
明
学
者
の
課
題
で
あ
る
と
服
部
氏
は

強
く
訴
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
す
べ
て
の
文
明
に
通
底
す
る
価
値
と
し
て
氏

は
、「
生
命
の
循
環
と
再
生
の
思
想
」、「
聖
な
る
も
の
へ
の
指
向
」、
そ
し
て

「
生
に
向
か
う
存
在
と
し
て
の
人
間
把
握
」
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。

続
く
第
二
章
の
「
文
明
の
移
行
」
で
は
、
文
明
と
文
明
の
出
会
い
の
様
相

が
巧
み
に
描
か
れ
、
そ
こ
に
存
在
す
る
「
通
底
の
価
値
」
の
探
究
が
、
服
部

氏
自
身
の
幅
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
通
し
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て

い
く
。
ま
る
で
地
球
を
一
周
す
る
か
の
よ
う
な
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
、
世
界

中
の
様
々
な
文
明
が
ひ
と
つ
の
糸
で
繫
が
れ
て
い
く
。
そ
の
比
較
研
究
の
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
思
考
の
独
創
性
は
圧
巻
で
あ
る
。
パ
リ
の
エ
ッ
フ
ェ
ル

塔
は
、「
生
命
の
循
環
と
再
生
の
思
想
」
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
果
て

し
な
い
郷
愁
と
絡
ま
っ
て
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
結
び
つ
き

（「
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
か

文
化
遺
産
を
結
ぶ
も
の

」）
、
中
央

ジ
ャ
ワ
で
発
掘
さ
れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
寺
院
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
・
ジ
ャ

ワ
・
長
安
・
奈
良
を
結
ぶ
南
海
の
大
乗
仏
教
伝
来
の
道
の
要
衝
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
（「
南
海
の
大
乗
仏
教
の
道

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
と
ア
ン
コ
ー
ル
文
明
を
め

ぐ
っ
て

」）
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
こ
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
見
出
さ
れ

る
「
竜
」
を
象
徴
と
す
る
「
大
い
な
る
水
の
循
環
に
よ
る
再
生
の
思
想
」

が
、
そ
の
昔
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
海
流
に
乗
っ
て
太
平
洋
を
渡
り
、
中
央
ア

メ
リ
カ
の
マ
ヤ
文
明
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
大
胆
な
仮
説
が
、
実
証
を
伴

っ
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（「
竜
は
太
平
洋
を
渡
っ
た
の
か

マ
ヤ
文
明
と

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

」）
。
ま
さ
に
、
文
明
は
「
生
き
物
の
よ
う
に
移
行
す
る
」。

そ
し
て
各
地
で
新
し
い
出
会
い
を
も
ち
つ
つ
変
身
し
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
第
二
章
で
は
、
そ
の
生
き
物
の
よ
う
な
文
明
の
姿
が
、
生
き
生
き
と
描

一
二
二
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か
れ
て
い
く
。

第
二
章
に
は
、
実
は
こ
の
壮
大
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
山
に
は
さ
ま

れ
る
よ
う
に
、
一
編
の
哲
学
的
論
考
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。「
多
神
教
と
一

神
教

『
聖
戦
』
の
終
焉
に
向
け
て

」
と
題
さ
れ
た
そ
の
小
編
は
、
評

者
が
今
ま
で
出
会
っ
た
「
比
較
宗
教
学
」
の
論
文
の
中
で
、
最
も
卓
越
し
た

も
の
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
世
界
を
大
き
く
分
け
る
二
つ
の
根
本
思
想

「
多
神
教
」
と
「
一
神
教
」

の
本
質
を
、
こ
れ
ほ
ど
明
晰
か
つ
端
的
に
語

っ
た
文
章
が
他
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
一
神
教
文
明
に
よ
っ
て
、
多
神
教
は

長
く
、
野
蛮
な
前
近
代
的
思
考
の
産
物
と
見
做
さ
れ
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

弁
証
法
史
観
が
示
し
た
よ
う
に
、
高
度
の
近
代
的
人
間
社
会
は
最
終
的
に
、

西
欧
文
明
が
体
得
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る
一
神
教
（＝

「
絶
対
的

一
者
」
へ
の
信
仰
）
に
行
き
着
く
、
と
主
張
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
服
部

氏
の
論
考
は
、
こ
の
「
絶
対
的
一
者
」
の
観
念
を
め
ぐ
っ
て
「
多
神
教
」
と

「
一
神
教
」
の
本
質
を
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
議
論
を
百
八
十

度
転
換
し
て
し
ま
う
。

服
部
氏
は
言
う
。
多
神
教
の
中
に
生
き
る
日
本
人
は
、
す
べ
て
の
神
仏
を

区
別
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
。
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
信

者
に
は
、
無
知
・
無
節
操
と
見
え
る
こ
の
日
本
人
の
無
意
識
の
心
底
に
あ
る

も
の
は
、
実
は
、「
仏
も
ま
た
塵
」
と
い
う
理
解
な
の
だ
、
と
。
す
な
わ
ち
、

様
々
な
形
を
と
っ
て
現
れ
る
仏
達
、
神
々
も
所
詮
は
仮
象
に
過
ぎ
ず
、
日
本

人
は
、
そ
れ
ら
の
形
を
通
し
て
根
源
的
一
者
、
す
な
わ
ち
「
隠
り
身
」
の
神

を
透
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
の
こ
の
「
聖
な
る
も
の
」

の
観
念
を
、
氏
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

こ
の
一
見
個
々
に
現
れ
る
霊
の
奥
に
大
い
な
る
一
つ
の
霊
の
存
在
が
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
は
（
オ
ッ
ト
ー
の
い
う
）D

a
s

 
H
eilig

e

あ
る
い
は
（
エ
リ
ア
ー
デ
の
い
う
）L

e sa
cre

と
な
る
。
こ

の
ヌ
ミ
ナ
的
な
も
の
（N

u
m
in
o
se ＝

神
性
）
は
創
造
主
で
は
な
い
。

そ
れ
は
自
然
と
と
も
に
あ
る
。
そ
れ
は
天
地
を
創
り
出
す
の
で
は
な

く
、
天
地
の
源
泉
に
あ
り
、
壮
大
な
生
命
の
大
河
と
し
て
「
今
こ
こ
」

に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
超
越
神
で
は
な
い
。
そ
の
至
高
の
一
者
、
一

な
る
霊
と
人
間
と
の
間
に
断
絶
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ヌ
ミ
ナ
的
な
も

の
は
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
姿

を
変
え
形
を
変
え
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
現
し
身
」
と
表

現
し
て
も
よ
い
。（
一
四
〇
ペ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
に
、
多
神
教
が
そ
の
名
に
反
し
て
、「
一
な
る
神
」
へ
の
信
仰

を
秘
め
て
い
る
の
に
対
し
、
一
神
教
は
逆
に
、「
多
な
る
神
々
」
の
存
在
を

前
提
と
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
、
と
服
部
氏
は
指
摘
す
る
。
こ
の
逆
説
的
解

釈
に
よ
り
、
一
神
教
の
、
実
は
き
わ
め
て
「
多
神
教
的
な
性
格
」
が
顕
わ
に

さ
れ
る
。

こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
がR

elig
io

と
い
う
語
の
も
つ
本
来
の

一
二
三
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意
味
「
結
び
つ
き
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
神
と
あ
る
民
と
の

「
契
約
」
で
あ
り
、
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
そ
の
民
は
そ
の
神
の
「
選
民
」

と
な
る
。
さ
ら
に
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
「
神
が
民
を
選
ぶ
」
の
で
は

な
く
、「
民
が
神
を
選
ぶ
」
行
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
民
が
一
つ

の
神
を
唯
一
神
と
し
て
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
自
ら
選
民
と
な
る
の
で
あ

る
。「
排
他
」
の
基
本
的
姿
勢
は
こ
こ
に
確
立
し
て
い
る
。
何
故
な
ら

ば
そ
の
契
約
と
は
、
神
が
他
の
神
を
排
し
、
民
が
他
の
神
を
信
じ
る
他

の
民
を
排
す
る
誓
約
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
一
神

教
の
極
め
て
多
神
教
的
な
性
格
が
見
て
取
ら
れ
る
。（
一
四
四
ペ
ー
ジ
）

服
部
氏
の
こ
の
解
釈
は
、
一
神
教
の
祖
型
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
本
質
を
見

事
に
言
い
当
て
て
い
る
。
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
多
神
教
と
い
わ
れ
る
も
の
が
実
は
一
者
の
万
象
へ
の
顕
現
で
あ
り
、

『
透
視
』
と
い
う
作
用
に
よ
っ
て
極
め
て
一
神
教
的
な
性
格
を
も
つ
の
に
対

し
、
今
ま
で
一
神
教
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
が
、『
争
う
神
々
』
を
前
提
と

し
た
、
ま
た
そ
の
中
で
一
つ
の
神
を
『
選
ぶ
』
と
い
う
行
為
を
伴
っ
た
、
根

本
的
に
多
神
教
の
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
」
る
の
で

あ
る
（
一
四
九
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
氏
の
議
論
は
、
一
神
教
文
明
が
こ
れ
ま
で
主

張
し
て
き
た
「
多
神
教＝

多
な
る
神
々
」
対
「
一
神
教＝

一
な
る
神
」
の
前

提
を
大
き
く
覆
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
服
部
氏
が
真
に
目
指
す
の

は
、
単
に
従
来
の
対
立
を
新
た
な
る
多
神
教
優
位
の
対
立
に
置
き
換
え
る
こ

と
で
は
な
い
。
氏
の
ね
ら
い
は
、
む
し
ろ
こ
の
不
毛
な
対
立
を
超
え
て
、
両

文
明
の
根
底
に
共
通
に
存
在
す
る
人
類
に
と
っ
て
の
「
通
底
の
価
値
」
の
探

究
へ
と
、
我
々
を
い
ざ
な
う
こ
と
に
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
論
文
は
比
較
宗
教
学
の
立
場
で
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
宗
教
」
と
い
う
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て

い
な
い
。「
宗
教
」
と
い
う
語
は
、
そ
れ
が
指
し
示
す
行
為
の
本
質
を
語
る

に
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
す
ぎ
て
、
我
々
の
心
奥
に
届
か
な
い
の
で
あ
る
。

服
部
氏
は
そ
の
か
わ
り
に
、
こ
こ
で
「
祈
り
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。

「
諸
々
の
生
命
系
の
中
に
あ
っ
て
、
人
類
の
証
し
と
は
何
か

そ
れ
は

『
祈
り
』
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
こ
の
論
文
は
、

こ
う
し
て
「
宗
教
」
と
い
う
抽
象
概
念
を
、
人
間
に
と
っ
て
よ
り
原
初
的
な

行
為
で
あ
る
「
祈
り
」
と
い
う
表
現
へ
と
置
き
換
え
て
い
く
。
服
部
氏
は
言

う
。「
祈
り
」
と
は
、
人
間
存
在
を
超
え
る
大
き
な
力
（「
聖
な
る
も
の
」）

に
対
す
る
人
類
の
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
祈
り
」
は
、
人
類
が
形
成

し
た
諸
文
明
の
中
で
様
々
な
形
態
を
と
っ
て
き
た
。「
宗
教
学
」
と
は
、
従

っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
祈
り
の
形
態
の
多
様
性
」
を
比
較
研
究
す
る
学
問
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

祈
り
」
を
も
つ
こ
と
は
人
類
の
証
し
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
人
類
に
と

っ
て
の
「
通
底
の
価
値
」
と
い
え
る
。
そ
の
通
底
の
価
値
た
る
「
祈
り
」
の

形
態
を
諸
文
明
の
中
に
探
し
て
い
く
時
、
そ
こ
に
、
一
神
教
か
多
神
教
か
を

一
二
四
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問
わ
ず
、
共
通
に
見
出
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
原
初
的
な
形
が
存
在
す
る
。
そ
れ

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
東
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
海
の
文
明
国
に
今
で
も
幅
広
く
見

出
さ
れ
る
「
豊
饒
の
女
神
」
へ
の
信
仰
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
生
命
の
母
神
」

へ
の
信
仰
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
人
類
に
と
っ
て
の
も
う
ひ
と
つ
の
通

底
の
価
値
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
生
命
の
母
神
」
と
い
う
象
徴
を
通

し
て
表
現
さ
れ
る
「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
へ
の
尊
崇
、「
海
と
大
地
と
を
結

ぶ
大
い
な
る
命
の
連
鎖
」
へ
の
畏
敬
の
念
で
あ
る
。「
今
必
要
な
の
は
世
界

的
意
味
で
の
新
し
い
倫
理
で
あ
り
生
の
規
範
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
宗
教

を
超
え
た
と
こ
ろ
に
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
三
三
四
ペ
ー
ジ
）
と
、
服

部
氏
は
強
く
主
張
す
る
。
文
明
間
に
存
在
す
る
通
底
の
価
値
の
探
究
は
、
こ

の
人
類
に
と
っ
て
の
「
新
し
い
倫
理
」
と
「
生
の
規
範
」
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

続
く
第
三
章
の
「
論
説
」
に
は
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け

て
、
朝
日
・
毎
日
・
岩
波
等
の
各
紙
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
が
、
そ
し
て
第

四
章
の
「
エ
ッ
セ
イ
」
に
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
、

雑
誌
『
れ
い
ろ
う
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
論
考

も
強
く
心
に
響
い
て
く
る
も
の
ば
か
り
だ
が
、
中
で
も
「
エ
ッ
セ
イ
」
に
纏

め
ら
れ
た
作
品
は
、
ま
さ
に
「
珠
玉
」
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
が
、
知
的
密
度
と
と
も
に
、
芸
術
的
密
度
の
大
変
高
い
作
品
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
書
全
体
に
こ
だ
ま
す
る
服
部
氏
の
「
音
楽
」
に
つ
い
て
触
れ

て
、
本
論
を
締
め
く
く
り
た
い
と
思
う
。
本
論
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、『
文
明
は
虹
の
大
河
』
と
題
さ
れ
た
本
書
は
、
様
々
な
色
に
光
り
輝
く

文
明
が
、
ま
る
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
大
河
の
よ
う
に
出
会
い
流
れ
ゆ
く
さ
ま

を
描
い
た
、
一
枚
の
「
絵
画
」
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
与
え
て
く
れ

る
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
本
書
を
読
み
終
え
た
時
、
評
者
の
心
に
響
く
も

う
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
音
楽
」
で
あ
る
。
服
部
氏
に

よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
た
言
葉
が
、
様
々
な
音
の
調
べ
を
生
み
出
し
、
互
い
に

響
き
合
い
な
が
ら
美
し
く
壮
大
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
奏
で
て
い
る

そ
ん

な
イ
メ
ー
ジ
が
心
に
湧
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
評
者
の
勝
手
な
思
い

込
み
だ
ろ
う
か
。
い
や
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
服
部
氏
の
「
言
葉
」
に
対
す
る
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
と
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
氏
の
言
語
表
現
の
質
の

高
さ
に
由
来
す
る
に
違
い
な
い
。
服
部
氏
の
言
葉
は
、
い
つ
も
明
晰
さ
と
美

し
さ
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
氏
の
言
葉
に
は
、
語
ろ
う
と
す
る
「
事
」
の

本
質
を
顕
わ
に
す
る
力
と
と
も
に
、
そ
の
「
事
」
の
様
々
な
あ
り
よ
う
を
、

言
葉
が
も
つ
「
音
」
と
と
も
に
豊
か
に
伝
え
る
力
が
宿
っ
て
い
る
。
ま
さ

に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
が
我
々
に
「
語
り
か
け
て
く
る
」
の
で
あ
る
。

実
は
服
部
氏
自
身
が
、
本
書
の
中
で
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

言
語
と
は
音
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
学
部
で
繰
り
返
し
強

調
し
て
き
た
。「
言
語
は
文
化
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
化
に
接
し
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よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
言
語
の
音
と
リ
ズ
ム
の
中
に
溶
け
込
ま
ね

ば
な
ら
な
い
。」（
三
四
二
ペ
ー
ジ
）

服
部
氏
に
と
っ
て
、
あ
る
文
化
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
感
覚

と
肉
体
を
通
し
て
、
そ
の
文
化
の
「
呼
吸
」
を
感
じ
取
る
こ
と
だ
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
呼
吸
」
を
最
も
よ
く
伝
え
る
の
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
化
が
長
い
時
間
を
か
け
て
育
ん
で
き
た
「
言
葉
」
だ
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
か
つ
て
、「
言
葉
は
存

在
の
住
家
で
あ
る
（L

a
n
g
u
a
g
e is th

e h
o
u
se o

f B
ein
g

）」
と
語
っ
た

が
、
こ
れ
と
同
様
の
認
識
が
、
服
部
氏
の
「
存
在
」
と
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る

哲
学
の
中
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
本
書
の
根
底
に
響
く
著
者
の
熱
い
魂
の
旋
律
を
聴
く
時
、
私

は
、
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
知
性
に
今
こ
こ
で
出
会
い
、
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る

幸
福
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
氏
が
指
し
示
す
「
人
類
に
と
っ
て
の
通
底
の

価
値
」
の
探
究
に
向
け
て
、
我
々
は
更
に
し
っ
か
り
と
歩
を
進
め
ね
ば
な
ら

ぬ
、
と
い
う
思
い
を
強
く
す
る
の
で
あ
る
。
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