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は
じ
め
に　

本
稿
の
課
題　

　

特
権
階
級
か
ら
所
詮
は
〈
も
の
を
書
く
下
僕
〉
と
嘲
笑
さ
れ
た
ル
ソ
ー
は
、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
砕
け
や
す
い
繊
細
な
神
経
を
も
っ
て

い
た
が
故
に
深
く
傷
つ
い
た
が
、
そ
の
た
め
か
生
涯
に
渡
っ
て
三
十
回
を
上
回
る
転
職
を
重
ね
た
。
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
彼
は
ミ
ザ
ン

ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
に
つ
い
て

―
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
史
観
の
政
治
化
と
弁
証
法
の
な
か
で
―土

橋
　

貴

は
じ
め
に　

本
稿
の
課
題

（
１
）
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
史
観
の
政
治
化

（
２
）
政
治
思
想
構
築
の
技
術
あ
る
い
は
方
法
と
し
て
の
弁
証
法

①
歴
史
観
―
自
然
と
歴
史
の
対
立
か
ら
自
然
の
敗
北
へ

②
宗
教
観
―
信
仰
と
理
性
の
対
立
か
ら
理
性
を
と
お
し
た
信
仰
へ 

③
倫
理
観
―
自
然
と
技
術
の
対
立
か
ら
技
術
を
と
お
し
た
自
然
の
回
復
へ

④
政
治
観
―
自
由
と
鎖
の
対
立
か
ら
鎖
を
と
お
し
た
自
由
の
実
現
へ

お
わ
り
に　

政
治
神
学
再
考　

ル
ソ
ー
対
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
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ト
ロ
ー
プ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
苦
難
に
満
ち
た
人
生
を
歩
ん
だ
彼
が
終
始
守
り
続
け
た
至
高
の
価
値
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た

か
と
い
え
ば
そ
れ
は
「
自
由
（liberté

）」
で
あ
り
ま
た
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
要
請
さ
れ
る
「
平
等
（égalité

）」
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
彼
の
特
徴
あ
る
政
治
思
想
が
〈
歴
史
・
宗
教
・
倫
理
・
政
治
〉
の
堅
い
重
層
的
ま
た
一
体
的
構
造
か

ら
な
る
全
体
の
中
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
だ
が
そ
の
問
題
を
検
討
す
る
前
に
一
つ
の
こ
と
を
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ル
ソ
ー
が
主
張
し
た
〈
歴
史
観
や
宗
教
観
や
倫
理
観
そ
し
て
政
治
観
〉
が
、
こ
と
ご
と
く

彼
が
置
か
れ
た
「
歴
史
的
文
脈
（historical context

））
1
（

」
と
し
て
の
政
治
的
な
〈
友
敵
関
係
〉
と
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
終
止
符

を
打
ち
統
一
に
も
っ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
れ
か
ら
今
し
が
た
触
れ
た
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
、
以
下
の
二
つ
の
〈
枠
組
み
〉
を
設
定
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
一
つ
目
の
枠
組
み
は
彼
の
政
治
思
想
が
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
葉
を
使
え
ば
「
政
治
神
学
」
と
い
え
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的

救
済
史
観
の
「
政
治
化
（politisation
）」（
＝
「
神
学
的
言
説
」
の
「
政
治
的
言
説
」
へ
の
変
換
）
と
い
う
形
を
と
っ
た
「
世
俗
化

（sécularisation

）」
の
波
の
な
か
で
編
み
出
さ
れ
た
こ
と
、
二
つ
目
の
そ
れ
は
彼
の
政
治
思
想
が
彼
独
自
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
貫
か
れ

た
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

（
１
）
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
史
観
の
政
治
化

　

そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
第
一
の
問
題
か
ら
検
討
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
や
、
中
世
の
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
『
神
学
大
全
』、
あ
る
い
は
下
っ
て
近
代
の
パ
ス
カ
ル
の
『
恩
寵
論
』
な
ど
の
神
学
を
経
由
し
て
連
綿
と
続
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
知
的
遺
産
で
あ
る
「
問
答
様
式
」
と
し
て
の
「
弁
証
法
（dialectique

）」
は
人
口
に
膾
炙
す
る
が
、「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
天

分
あ
る
い
は
奇
癖
」（
ア
ン
リ
ー
・
ワ
ロ
ン
）
の
持
ち
主
と
い
わ
れ
る
ル
ソ
ー
も
ま
た
類
ま
れ
な
「
弁
証
法
的
精
神
」
の
持
ち
主
と
し
て
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知
ら
れ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
弁
証
法
が
次
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
神
学
の
世
俗
化
の
な
か
で
構
成
さ
れ
た
点
を
こ
こ
で
押
さ
え

て
お
く
の
が
肝
要
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
が
つ
く
り
あ
げ
た
〈
救
済
神
学
〉
の
特
徴
は
、〈
神
に
よ
る
人
間
の
死
後
の
魂
の
「
救
済

（salvatio

）」〉
を
「
目
的
（telos

）」
に
掲
げ
る
が
、
そ
の
と
き
問
題
と
な
る
の
は
神
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
手
段
あ
る
い
は
方
法
に

よ
っ
て
救
済
を
図
る
か
、
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
稀
代
の
演
劇
人
」
と
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
冷
笑
さ
れ
た
古
代
の
僧
侶
あ
る
い
は
神
学

者
に
よ
り
発
明
さ
れ
た
、
あ
り
も
し
な
い
〈「
恩
寵
（gratia

）」
対
「
自
然
（natura

）」〉
な
ど
と
い
う
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
問

題
と
し
て
浮
上
す
る
。
は
た
し
て
救
い
は
「
恩
寵
」（
＝
奇
跡
）
と
い
う
名
の
神
の
「
決
断
」（
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
）
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
異
端
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
古
代
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
ま
た
神
の
恩
寵
で
あ

る
人
間
に
内
在
す
る
特
に
「
自
然
」
と
し
て
の
自
由
意
志
に
よ
り
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
が
そ
れ
で
あ
る
。
結
論
づ
け
れ
ば

キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
は
〈
神
の
恩
寵
を
と
お
し
た
彼
岸
で
の
魂
の
救
済
〉
な
る
も
の
に
軍
配
を
上
げ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

じ
つ
は
こ
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
そ
の
止
揚
と
い
う
課
題
の
歴
史
は
遡
れ
ば
古
い
。
こ
の
歴
史
を
自
由
論
の
視
点
か
ら
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
ま
で
素
描
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
古
代
に
属
す
る
五
世
紀
の
反
ペ
ラ
ジ
ア
ン
の
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（ST
 A
ugustinus

）
は
、
恩
寵
と
自
然
の
絶
対
的
対
立
を
措
定
し
あ
ま
つ
さ
え
自
由
の
無
力
さ
を
強
調
し
人
間
は

自
由
を
介
し
て
は
こ
の
対
立
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
が
、
第
二
に
下
っ
て
十
三
世
紀
中
世
後
期
に
属
す
る
ト
マ
ス
・
ア

ク
ィ
ナ
ス
（ST

・T
om
as A

quinas

）
は
、『
神
学
大
全
』
で
一
応
自
由
の
存
在
価
値
を
認
め
た
が
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界

を
恩
寵
に
充
た
さ
れ
て
い
る
と
し
て
し
ま
っ
た
と
き
自
由
の
働
く
実
質
的
余
地
を
残
さ
な
か
っ
た
。
第
三
に
十
七
世
紀
近
代
初
期
に

「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ピ
ユ
ー
リ
タ
ン
」
と
も
い
わ
れ
る
「
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
（Jansénist

）」
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ア
ル
ノ
ー
と
パ
ス
カ
ル

が
現
れ
、
救
済
は
神
の
恩
寵
と
し
て
の
「
一
般
意
志
」
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
恩
寵
の
力
を
か
り
ず
自
然
、
特
に
人
間
の
自
由
意
志
に
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よ
っ
て
救
済
を
実
現
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
っ
た
と
き
、
ト
マ
ス
を
す
り
抜
け
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
枠
の
な
か
に
立
ち
帰
っ

た
。
だ
が
第
四
に
彼
の
す
ぐ
後
に
出
て
く
る
「
反
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
」
で
「
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
（O

ratorian

）」
の
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

（N
icolas de M

alebranche

）
は
、
神
の
恩
寵
は
「
一
般
法
則
（loi générale

」
つ
ま
り
「
一
般
意
志
（volonté générale

）」
と
し
て
実

現
さ
れ
て
い
る
と
し
た
時
神
の
超
越
的
な
意
志
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た
が
、
第
五
に
つ
い
に
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
リ
ー
に
よ
り
「
過
激

な
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
主
義
者
（radical m

alebranchist

）」
あ
る
い
は
「
左
派
オ
ラ
ト
リ
ア
ン
（lef-tw

ing oratorian

）」
と
名
づ
け
ら

れ
た
十
八
世
紀
の
政
治
思
想
家
ル
ソ
ー
が
現
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学
的
な
恩
寵
と
自
然
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
〈
政

治
化
〉
す
る
形
で
世
俗
化
し
、〈
地
上
の
神
「
人
民
」
の
「
一
般
意
志
（volonté générale

）」
つ
ま
り
民
主
政
を
と
お
し
た
此
岸
で
の

自
由
の
救
済
〉
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
つ
く
っ
た
。
だ
が
最
後
に
十
九
世
紀
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
神
学
の
世
俗
化
」

（
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
）
を
め
ざ
し
、
ル
ソ
ー
が
考
案
し
た
自
然
と
歴
史
の
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
破
壊
し
て
し
ま
い
、
歴
史

主
義
的
に
歴
史
を
〈
自
然
と
し
て
の
自
由
が
実
現
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
〉
と
と
ら
え
た（
２
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
、
ニ
ー
チ
ェ
さ
ら
に
は
ジ
ャ

ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
が
出
現
し
、
い
わ
ば
自
由
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
無
神
論
的
な
〈
過
激
な
歴
史
主
義
（radical 

historicism

）〉
を
唱
え
た
。

（
２
）
政
治
思
想
構
築
の
技
術
あ
る
い
は
方
法
と
し
て
の
弁
証
法

　

そ
こ
で
第
二
の
弁
証
法
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
種
の
極
端
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
メ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ル
ソ
ー

は
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
殆
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
マ
ニ
教
的
な
善
悪
二
元
論
に
基
づ
く
二
項
対
立
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

を
た
て
、
そ
の
後
に
そ
れ
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
彼
が
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
か

で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
我
々
は
、
い
わ
ゆ
る
『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
で
「
悪
そ
れ
自
体
か
ら
悪
を
正
す
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
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が
矛
盾
の
止
揚
の
ヒ
ン
ト
を
〈
悪
そ
れ
自
体
〉
か
ら
見
出
す
、
と
い
っ
た
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
の
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
、
注
意
深
く
見
る
と
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
あ
る
い
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
そ
れ
と
は
随
分
異

な
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
サ
ル
か
ら
人
間
に
な
る
に
つ
い
て
の
労
働
の
役
割
』
に
見
ら
れ
る
唯
物
弁
証
法
を
例

に
と
っ
て
見
て
い
こ
う
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
れ
ば
最
初
人
間
は
ア
フ
リ
カ
の
平
原
地
帯
で
四
足
歩
行
を
し
な
が
ら
生
息
し
て
い
た
が
肉

食
獣
に
追
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
次
に
「
樹
上
生
活
者
」
と
な
っ
た
。
そ
の
時
か
ら
人
間
は
樹
上
で
手
足
を
自
由
に
使
え
る

よ
う
に
な
り
、
ま
た
視
覚
も
よ
く
な
り
視
野
も
格
段
と
広
が
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
彼
ら
は
、「
外
的
環
境
の
激
変
」（
お
そ
ら
く
気
候

の
激
変
に
よ
り
木
の
実
が
取
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
）
に
よ
り
樹
上
か
ら
地
上
に
降
り
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
時

か
つ
て
の
四
足
に
も
ど
ら
ず
現
在
の
よ
う
に
直
立
歩
行
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
樹
上
生
活
は
四
本
足
歩
行
の
〈
否
定
〉
で

あ
り
、
直
立
二
足
歩
行
は
樹
上
生
活
の
〈
否
定
〉
だ
が
、
サ
ル
ト
ル
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
最
初
の
段
階
へ
の
〈
遡
行
（rétrogression

）〉

で
は
な
く
む
し
ろ
新
し
い
未
来
へ
の
〈
前
進
（progression

）〉
を
も
た
ら
し
た
）
3
（

。
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
マ
ル
ク
ス
、
あ
る
い
は
特
に
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
に
特
に
い
え
る
の
だ
が
、
そ
の
進
歩
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
ま
る
で
も
や
の
中
を
漂
っ
て
い
る
）
4
（

」（
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
）

よ
う
で
、
ま
た
肉
眼
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
，
我
々
を
十
分
に
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
点
こ
れ
か
ら
説
明
す
る
が
ル
ソ
ー
の
弁
証
法
は
、
特
に
十
七
世
紀
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
パ
ス
カ
ル
か
ら
十
九
世
紀
の
プ
ル
ー
ド

ン
に
か
け
て
見
ら
れ
る
の
だ
が
、〈
相
互
排
他
的
な
も
の
〉
を
設
定
し
、
し
か
る
後
双
方
を
〈
折
衷
〉
す
る
形
で
統
合
し
よ
う
と
す
る

点
が
見
ら
れ
る
の
で
非
常
に
分
か
り
や
す
い
。
で
は
ど
の
よ
う
に
分
か
り
や
す
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
特
徴
は
、
前
も
っ
て
一
言
述
べ

れ
ば
対
立
す
る
二
項
の
う
ち
各
項
か
ら
悪
し
き
も
の
を
除
去
し
互
い
の
善
き
も
の
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
接
合
す
る
形
で
統
合
す
る

点
に
あ
る
。
そ
れ
が
折
衷
の
意
味
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
押
さ
え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
彼
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
〈
歴
史

観
・
宗
教
観
・
倫
理
観
・
政
治
観
〉
を
か
ん
た
ん
に
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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①　

歴
史
観
―
自
然
と
歴
史
の
対
立
か
ら
自
然
の
敗
北
へ

　

ル
ソ
ー
の
「
歴
史
観
」
は
一
七
五
五
年
の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』（
以
下
『
起
源
論
』
と
略
記
す
る
）
で
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

「
歴
史
観
」
は
啓
蒙
主
義
哲
学
者
の
進
歩
主
義
的
歴
史
観
の
特
に
理
性
観
に
対
す
る
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
歴
史
は
前
方
に
向

か
っ
て
無
限
に
進
歩
す
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
退
化
し
て
い
る
、
と
彼
は
と
ら
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で

に
彼
は
執
拗
に
不
平
等
を
批
判
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
で
「
す
べ
て
の
悪
は
不
平
等
か
ら
く
る
」
と

い
っ
た
と
き
、
ル
ソ
ー
は
、
不
平
等
は
自
由
を
奪
う
と
考
え
た
か
ら
そ
れ
を
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
後
に
述
べ

る
が
、
一
七
六
二
年
『
社
会
契
約
論
』
で
自
由
そ
の
も
の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
平
等
を
一
般
意
志
と
い
う
言
葉
で
練
り
上
げ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
強
調
し
た
い
点
は
不
平
等
を
執
拗
に
責
め
る
『
起
源
論
』
は
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
の
〈
ガ
リ
カ
ン
教
会
〉
の

怒
り
を
買
う
恐
れ
が
大
い
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
こ
の
怒
り
を
か
わ
す
必
要
上
、
ど
う
し
て
も
〈
自
然
と
歴
史
の
対

立
か
ら
自
然
の
敗
北
〉
と
い
う
二
項
対
立
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
「
仮
説
的
条
件
的
推
理
」
つ
ま
り
現
代
的
に
い
え
ば
た
ん
な
る
科
学
的
な

〈
一
つ
の
モ
デ
ル
〉
で
あ
る
と
断
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
自
然
と
何
か
、
歴
史
と
は
何
か
で
あ
ろ
う
。
自
然
と
は
神
か
ら
贈
ら
れ
た
恵
み
と
し
て
の
〈
理
性
・
自
然
法
・
自
由
（
意
志
）〉

で
あ
り
歴
史
と
は
自
然
に
背
く
〈
不
平
等
な
人
間
関
係
の
形
成
〉
を
意
味
す
る
。
人
間
関
係
が
全
く
な
い
自
然
状
態
で
は
「
自
然
」
が

働
く
余
地
は
な
く
、
人
間
は
「
自
然
的
自
由
」
と
「
自
然
的
平
等
」
を
満
喫
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
に
と
り
人
間
は
、
他
者
と

の
関
係
が
全
く
な
い
孤
立
し
た
状
態
で
は
〈
他
人
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
自
由
〉
で
あ
り
、〈
他
人
に
従
属
し
て
い
な
い

意
味
で
平
等
〉
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
〈
自
由
＝
平
等
、
平
等
＝
自
由
〉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
歴
史
を
形
成
し
て
い
く
に
つ
れ
て
人
間

は
、
自
由
と
平
等
を
失
っ
て
い
っ
た
、
と
ル
ソ
ー
は
見
た
。
彼
は
『
起
源
論
』
で
自
然
と
歴
史
の
対
立
を
述
べ
た
が
、
そ
の
止
揚
の
問
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題
は
後
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
や
『
社
会
契
約
論
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

②　

宗
教
観
―
信
仰
と
理
性
の
対
立
か
ら
理
性
を
と
お
し
た
信
仰
へ

　

ル
ソ
ー
は
「
宗
教
観
」
で
い
っ
た
い
何
を
い
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
「
倫
理
観
」
で
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
共
同
体

に
倫
理
的
な
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
宗
教
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
「
道
徳
的
理
神

論
」
あ
る
い
は
「
倫
理
的
宗
教
観
」
と
も
い
わ
れ
る
」『
エ
ミ
ー
ル
』
の
「
サ
ヴ
ォ
ア
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
」（
以
下
「
信
仰
告
白
」

と
略
記
す
る
）
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ル
ソ
ー
が
「
信
仰
告
白
」
で
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
無
神
論
に

傾
き
や
す
い
啓
蒙
主
義
哲
学
左
派
に
属
し
唯
物
論
を
信
奉
す
る
「
感
覚
論
者
（sensationalist

）」
の
「
理
性
観
」
と
「
迷
信

（superstition

）」
に
傾
き
や
す
い
民
衆
の
厚
い
「
信
仰
心
」
を
利
用
す
る
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
の
対
立
を
〈
理
性
を
と
お
し
た
信
仰
の
形
成
〉

を
実
現
す
る
こ
と
で
双
方
を
〈
和
解
に
導
く
〉
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
観
は
、
次
の
倫
理
観
で
説
明
す
る
が
、「
秩
序
の
宗

教
観
」
あ
る
い
は
「
道
徳
的
宗
教
観
」（
Ｒ
・
ド
ラ
テ
）
と
も
い
わ
れ
る
が
、
啓
蒙
主
義
哲
学
左
派
の
唯
物
論
と
ガ
リ
カ
ン
教
会
の
宗
教

観
に
代
わ
る
「
第
三
の
党
派
（le tiers parti

）」
の
そ
れ
の
旗
揚
げ
を
意
味
す
る
。
そ
の
問
題
は
「
理
性
と
信
仰
の
対
立
か
ら
理
性
を

と
お
し
た
信
仰
の
道
へ
」
と
い
う
問
題
と
な
っ
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

理
性
を
通
し
た
信
仰
の
問
題
は
当
然
「
政
治
観
」
の
そ
れ
に
も
な
る
が
、
一
応
こ
こ
で
説
明
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
市
民
的
宗
教
（religion civille

）」
の
問
題
で
あ
る
。
市
民
的
宗
教
は
天
上
と
地
上
の
世
界
の
融
和
を
図
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
。
ル

ソ
ー
に
よ
っ
て
前
者
は
「
人
間
の
宗
教
（religion de l ’hom

m
e

）」
と
後
者
は
「
市
民
の
宗
教
（religion de l ’citoyen

）」
と
呼
ば
れ

る
が
、
前
者
は
天
へ
の
愛
を
説
き
地
の
世
界
に
無
関
心
に
な
り
、
後
者
は
逆
に
祖
国
愛
を
説
く
が
他
民
族
に
対
し
て
残
酷
に
な
り
が
ち

で
あ
る
。
そ
こ
で
ル
ソ
ー
は
天
へ
の
愛
を
祖
国
愛
に
注
入
す
る
こ
と
で
他
民
族
へ
の
残
虐
性
を
消
去
し
よ
う
と
試
み
た
。
ル
ソ
ー
は
そ
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う
す
る
こ
と
で
双
方
の
間
の
対
立
を
解
け
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

③　

倫
理
観
―
自
然
と
技
術
の
対
立
か
ら
技
術
を
と
お
し
た
自
然
の
回
復
へ　

　

ル
ソ
ー
の
「
倫
理
観
」
の
問
題
は
彼
独
特
の
〈
形
而
上
学
〉
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
理
解
す
る
の
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
身

分
制
社
会
を
墨
守
す
る
「
身
分
的
人
間
」
を
つ
く
っ
て
い
く
の
は
特
権
階
級
の
〈
身
分
教
育
〉
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
の
新
し
い
倫
理
観
を
有
し
た
「
人
間
（hom
m
e

）」
を
つ
く
る
「
技
術
（art

）」
と
し
て
の
教
育
論
が
「
信
仰
告
白
」

で
は
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
「
自
然
と
技
術
の
対
立
か
ら
技
術
を
と
お
し
た
自
然
の
育
成
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
人
間
の
「
自
然
」
と
は
何
か
。
先
述
し
た
が
そ
れ
は
〈
理
性
と
自
然
法
と
自
由
〉
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
自
然
の
存

在
価
値
は
「
何
か
」
を
〈
認
識
す
る
た
め
に
理
性
を
そ
れ
を
愛
す
る
た
め
に
自
然
法
を
最
後
に
そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
自
由
〉
が
神

か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

で
は
自
然
が
追
い
求
め
る
「
何
か
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
〈
目
に
は
見
え
な
い
が
確
か
に
あ
る
〉
と
ル
ソ
ー
が
信
じ
た
、
神
が
造
っ

た
「
形
而
上
学
的
秩
序
（ordre m

étaphysique
）」
で
あ
る
。
人
間
に
与
え
た
秩
序
と
は
〈「
正
義
（justice

）」
＝
「
平
等
（égalité

）」〉

で
あ
り
、
人
間
は
自
然
を
と
お
し
て
こ
の
秩
序
を
此
の
世
で
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ル
ソ
ー
は
心
か
ら
信
じ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
ル
ソ
ー
の
考
え
る
倫
理
観
で
あ
っ
た
。

④　

政
治
観
―
自
由
と
鎖
の
対
立
か
ら
鎖
を
と
お
し
た
自
由
の
実
現
へ

　

最
後
に
「
政
治
観
」
の
問
題
を
扱
う
。「
信
仰
告
白
」
で
構
成
さ
れ
た
新
し
い
倫
理
観
つ
ま
り
形
而
上
学
的
秩
序
と
し
て
の
〈
正
義

＝
平
等
〉
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
自
然
を
十
全
に
発
達
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
人
間
」
は
、
悪
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に
塗
れ
た
世
界
で
そ
の
倫
理
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
も
悪
人
の
餌
食
に
な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
悪
人
も
善
人
も
等
し
く
そ
の

よ
う
な
秩
序
を
実
現
で
き
る
新
し
い
協
働
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
の
「
第
一
編
」
で
一
つ
の

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
立
て
た
。
そ
れ
が
「
あ
る
が
ま
ま
の
姿
（tels qu ’ils sont

）」
と
し
て
の
「
人
間
（hom

m
es

）」
と
「
あ
り
う
べ
き

も
の
（tells qu ’elles peuvent être

）」
と
し
て
の
「
法
（loix

）」
の
対
立
で
あ
る
。
前
者
は
人
間
は
他
人
を
気
に
か
け
る
こ
と
よ
り

も
先
ず
第
一
に
自
己
の
「
利
害
（intérêt

）」
を
優
先
す
る
だ
ろ
う
が
、
後
者
は
「
権
利
（droit

）
が
許
す
こ
と
」
を
せ
よ
と
命
令
す

る
だ
ろ
う
。
前
者
は
「
功
利
主
義
哲
学
」（
そ
の
完
成
形
態
は
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
の
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
に
な
る
）、
後
者
は
プ
ラ
ト
ン

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
「
正
義
論
」
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
は
十
八
世
紀
に
あ
っ
て
ル
ソ
ー
は
、『
社
会
契
約
論
』
で
〈
功
利
主

義
哲
学
と
正
義
論
の
対
立
〉
を
解
こ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
対
立
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
「
正
当

で
確
実
な
統
治
上
の
な
ん
ら
か
の
規
則
」
を
も
つ
「
社
会
秩
序
（ordre civil

）」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
そ

れ
に
し
て
も
彼
は
こ
の
対
立
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
く
と
い
う
の
か
。

　

そ
こ
で
『
社
会
契
約
論
』
第
一
編
「
第
一
章　

第
一
編
の
主
題
」
で
次
の
有
名
な
言
葉
が
出
て
く
る
。「
人
間
は
自
由
な
者
と
し
て

う
ま
れ
た
。
し
か
も
い
た
る
と
こ
ろ
で
鎖
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。、、、
何
が
そ
れ
を
正
当
な
者
と
し
う
る
か
？
」。〈
利
害
と
法
の
対
立
〉

と
は
〈
自
由
と
鎖
の
対
立
〉
と
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
。
人
民
と
な
る
人
間
は
〈
自
由
と
鎖
の
対
立
か
ら
鎖
を
と
お
し
た
自
由
の
実
現
へ
〉

の
道
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
〈
自
由
よ
り
鎖
（
ホ
ッ
ブ
ズ
）〉
で
も
あ
る
い
は
〈
鎖
よ
り
自
由
（
ロ
ッ
ク
）〉
で

も
な
い
の
だ
。

　

そ
こ
で
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
由
を
縛
る
鎖
を
自
由
を
実
現
す
る
鎖
に
変
え
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
鎖
と
は
ど
う
い
う

鎖
な
の
か
、
で
あ
ろ
う
。
そ
の
鎖
と
は
世
俗
化
さ
れ
た
神
の
意
志
つ
ま
り
人
民
の
一
般
意
志
で
あ
る
）
5
（

。
先
述
し
た
よ
う
に
ル
ソ
ー
に

あ
っ
て
一
般
意
志
の
本
質
は
〈
相
互
性
（réciprocité

）〉
に
あ
り
、
そ
の
内
容
は
支
配
と
被
支
配
の
自
同
性
つ
ま
り
民
主
政
で
あ
っ
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た
。
ル
ソ
ー
は
民
主
政
を
「
真
の
自
由
」
あ
る
い
は
「
道
徳
的
自
由
（liberté m

orale

）」
と
呼
ん
だ
の
だ
。
そ
の
と
き
〈
自
由
＝
平
等
〉

あ
る
い
は
〈
平
等
＝
自
由
〉
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
「
平
等
主
義
的
自
由
（egalitarian freedom

）」
と
呼
ん
で
も
一
向
に
構

わ
な
い
で
あ
ろ
う
）
6
（

。
後
の
カ
ン
ト
は
適
切
に
も
ル
ソ
ー
の
こ
の
よ
う
な
自
由
を
〈
精
神
の
自
律
と
し
て
の
自
由
〉
と
呼
び
賛
美
し
た
。

お
わ
り
に　

政
治
神
学
再
考　

ル
ソ
ー
対
カ
―
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
再
述
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
一
つ
目
は
、
ル
ソ
ー
が
精
神
の
中
心
領
域
が
〈
宗
教
〉
か
ら
道
徳
を

経
由
し
て
〈
経
済
〉
に
移
動
し
て
い
く
十
八
世
紀
後
半
に
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
古
臭
い
啓
示
宗
教
な
ど
捨
て
去
っ
て
は
い
る
が
、
依
然

と
し
て
彼
独
自
の
〈
宗
教
観
や
歴
史
観
そ
し
て
倫
理
観
さ
ら
に
は
政
治
観
〉
か
ら
政
治
思
想
を
構
築
し
た
点
、
二
つ
目
は
、
し
か
も
弁

証
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
つ
の
観
念
を
結
び
つ
け
な
が
ら
政
治
思
想
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
、
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
本
稿
を

閉
じ
る
が
そ
の
前
に
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
彼
独
自
の
政
治
化
さ
れ
た
宗
教
観
か
ら
構
成
さ
れ
た
ル

ソ
ー
の
政
治
思
想
と
カ
―
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（Carl Schm

itt

）
の
そ
れ
の
違
い
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
神
学
」
と
い
う
言
説
を

手
が
か
り
に
し
て
探
っ
て
い
く
こ
と
、
で
あ
る
。

　

一
九
二
二
年
ヴ
ィ
マ
―
ル
共
和
国
下
で
『
政
治
神
学
』
を
著
し
「
非
常
大
権
を
有
す
る
大
統
領
独
裁
」
を
弁
護
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
、
同
著
で
「
近
代
国
家
論
の
重
要
概
念
は
、
す
べ
て
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
で
あ
る
」
と
い
っ
た
が
、「
一　

キ
リ
ス
ト
教
的
救

済
史
観
の
政
治
化
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
神
学
概
念
を
政
治
化
し
た
ル
ソ
ー
と
「
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し

た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
ル
ソ
ー
が
ユ
ニ
―
ク
な
宗
教
観
に
基
づ
く
政
治
思
想
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
政
治
思

想
を
完
成
に
導
い
た
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
逆
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
破
壊
す
る
そ
れ
を
つ
く
る
こ
と
で
、
近
代
か
ら
逆
走
し
て

し
ま
っ
た
点
に
違
い
が
あ
る
。
以
下
こ
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。
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〈
神
の
恩
寵
＝
決
断
を
介
し
た
彼
岸
で
の
個
人
の
魂
の
救
済
〉
と
い
う
神
学
的
救
済
史
観
を
十
七
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、〈
地
上
の
神

リ
ヴ
ァ
ィ
ア
サ
ン
に
よ
る
国
家
権
力
を
介
し
た
此
岸
で
の
生
命
の
救
済
〉
に
変
換
し
自
由
と
平
等
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
が
、
十
八
世

紀
の
ル
ソ
ー
は
〈
人
民
の
一
般
意
志
を
と
お
し
た
此
岸
で
の
平
等
主
義
的
自
由
の
実
現
〉
と
い
っ
た
政
治
的
概
念
に
そ
れ
を
変
換
し

た
。
こ
れ
を
よ
り
詳
し
く
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ル
ソ
ー
は
、
救
い
の
証
を
〈
神
の
恩
寵
と
し
て
の
「
奇
跡
＝
決
断
」
か
ら
神

が
人
間
に
与
え
た
「
秩
序
（ordre

）」
つ
ま
り
「
正
義
（justice

）」
＝
「
平
等
（égalité

）」〉
を
客
観
化
す
る
支
配
と
服
従
の
自
同
性

つ
ま
り
民
主
政
〉
に
求
め
た
が
、
我
々
は
そ
れ
を
自
由
―
先
に
触
れ
た
が
ル
ソ
ー
は
そ
れ
を
「
道
徳
的
自
由
（liberté m

orale

）」
と

も
規
定
し
た
―
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
〈
一
般
意
志
＝
民
主
政
＝
自
由
＝
平
等
〉
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
ル
ソ
ー
が
神
の
自
由
な
決
断
を
人
間
の
一
般
意
志
に
置
き
換
え
そ
れ
を
此
の
世
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
点
で
近
代
政
治
思
想

を
完
成
点
に
導
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ど
う
か
。
こ
の
問
題
を
古
賀
敬
太
の
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
―
政
治
的
終
末
論
の
悲

劇
』
の
特
に
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
を
参
照
し
述
べ
て
み
よ
う
。
古
賀
は
本
書
の
テ
―
マ
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
陣

営
の
中
で
い
か
な
る
特
殊
な
道
を
選
択
し
、
時
代
の
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
か
」
を
見
る
こ
と
に
あ
る
と
い
い
、
そ
の
な
か
で
も

初
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
見
ら
れ
る
歴
史
観
の
一
つ
で
あ
る
「
終
末
論
」
に
注
目
す
る
。
初
期
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
ト
ミ
ス
ト
」
で
あ
る
か

ら
、
当
然
キ
リ
ス
ト
の
恩
寵
は
〈
教
会
を
通
し
て
個
人
に
到
達
す
る
〉
と
い
う
考
え
を
抱
く
。
教
会
論
の
〈
キ
リ
ス
ト
↓
教
会
↓
個
人
〉

は
国
家
論
に
お
け
る
〈「
法
な
い
し
理
念
」
↓
国
家
↓
個
人
〉
に
変
換
さ
れ
て
い
る
。
古
賀
は
い
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
っ
て
国
家
は
、

不
完
全
な
が
ら
中
間
期
に
お
け
る
〈
神
の
国
（civitas D

eo

）〉
と
規
定
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
〈
隠
蔽
さ
れ
た
教
会
論
〉
で
あ
る
、
と
。

　

だ
が
、
と
古
賀
は
さ
ら
に
続
け
て
い
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
神
か
ら
発
す
る
法
あ
る
い
は
理
念
を
背
負
っ
た
ト

ミ
ズ
ム
的
な
国
家
論
は
『
政
治
神
学
』
に
な
る
と
消
え
て
し
ま
い
、
国
家
の
「
決
断
」
が
前
面
に
出
て
く
る
。〈
国
家
↓
個
人
〉
の
パ
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ラ
ダ
ィ
ム
が
現
れ
る
。
国
家
を
正
当
化
す
る
超
越
的
な
理
念
が
な
い
な
ら
ば
、
国
家
の
決
断
は
〈
無
か
ら
の
有
（ex nihilo

）」
に
な
る

と
思
え
る
が
、
彼
は
彼
な
り
に
「
統
治
の
一
形
態
」
と
し
て
の
民
主
主
義
国
家
の
決
断
の
権
利
根
拠
を
、
一
九
三
三
年
の
『
国
家
、
運

動
、
国
民
』
で
は
、「
異
種
な
る
も
の
（A

ndresarte

）」
を
排
除
す
る
な
か
で
判
然
と
す
る
「
同
種
性
（A

rtgleichkeit

）」（
こ
れ
を
シ
ュ

ミ
ッ
ト
は
一
般
意
志
と
し
た
）
に
求
め
た
）
7
（

。
近
代
政
治
思
想
の
要
諦
は
〈
個
人
主
義
や
自
由
主
義
や
平
等
主
義
を
徹
底
的
に
尊
重
す
る
こ

と
〉
に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
は
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
彼
は
〈
過
激
な
反
近
代
主
義

者
〉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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