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序
章
　
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
史
の
再
解
釈
に
向
け
て

金
山
浩
司

二
十
世
紀
、
七
十
四
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
（
以
下
「
ソ
連
」
と
略
称
）
を
対
象
と
し
た
歴
史
研

究
は
、
崩
壊
の
衝
撃
か
ら
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
深
化
し
て
き
て
い
る
。
ま
ず
、
崩
壊
前
後
よ
り
文
書
館
史
料
の
広
範

な
利
用
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
前
は
不
明
だ
っ
た
、
な
い
し
ゴ
シ
ッ
プ
と
し
て
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
諸

事
実
が
開
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
続
い
て
（
な
い
し
並
行
し
て
）、
か
の
国
で
あ
る
程
度
教
育
を
受
け
た
若
手
研
究
者
た
ち
が

諸
外
国
の
歴
史
学
の
成
果
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
な
い
し
交
流
を
深
め
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
新
た
な
解
釈
、
歴
史
像
の

提
示
が
行
わ
れ
て
き
た
。
筆
者
ら
の
専
門
分
野
で
あ
る
科
学
技
術
史
の
領
域
で
も
、
公
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
諸
事
実
が
詳

し
く
掘
り
起
こ
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
ソ
連
崩
壊
直
後
は
勢
い
を
得
た
よ
う
に
も
見
え
た
、
ソ
連
を
全
体
主
義
と

し
て
み
な
す
議
論
に
対
し
て
、
再
び
見
直
し
を
迫
る
よ
う
な
研
究
成
果
が
次
々
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る）

1
（

。

一
方
、
思
想
史
・
哲
学
史
に
つ
い
て
い
う
と
、
ソ
連
史
の
ほ
か
の
領
域
に
比
べ
、
こ
う
し
た
活
性
化
の
段
階
に
至
っ
て
い
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る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
ソ
連
に
生
き
た
思
想
家
・
思
想
的
潮
流
に
つ
い
て
の
研
究
が
全
般
的
に
沈
滞
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
非
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
い
し
非
・
体
制
順
応
的
で
あ
っ
た
が
ソ
連
で
暮
ら
し
て
い
た
大
家
た

ち
（
フ
ロ
レ
ン
ス
キ
イ
、
シ
ペ
ー
ト
、
バ
フ
チ
ン
、
ロ
ー
ト
マ
ン
、
マ
マ
ル
ダ
シ
ヴ
ィ
リ
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ツ
キ
イ
な
ど
）
に
つ

い
て
の
研
究
や
、
文
化
史
の
中
に
反
映
さ
れ
る
思
想
的
運
動
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
そ
れ
も
含
め
て
近
年
ま
す
ま

す
興
隆
が
み
ら
れ
る）

2
（

。
し
か
し
そ
の
一
方
、
ソ
連
時
代
に
公
の
言
論
空
間
で
量
的
に
は
大
量
に
流
布
し
て
い
た
、
マ
ル
ク

ス
主
義
に
基
づ
く
哲
学
的
論
考
は
、
今
日
、
め
っ
た
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
思
想
内
容
を
扱
う
研
究
は
も
と
よ

り
、
こ
う
し
た
知
的
・
政
治
的
活
動
に
携
わ
っ
た
人
物
た
ち
の
評
伝
的
研
究
に
し
て
も
そ
の
数
は
少
な
く
、
ロ
シ
ア
本
国
で

も
、
本
書
が
こ
の
た
び
複
数
の
論
考
を
収
録
し
て
い
る
コ
ル
サ
コ
フ
の
孤
軍
奮
闘
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
。

こ
う
な
る
に
至
っ
た
理
由
は
推
測
が
つ
く
。
ソ
連
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
思
想
（
マ
ル
ク
ス
゠

レ
ー
ニ
ン
主
義
と
も
呼
ば
れ
た
）
の
内
容
確
定
と
言
論
空
間
で
そ
れ
が
役
割
を
果
た
す
に
至
る
経
緯
は
、
一
九
三
〇
年
前
後

か
ら
の
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
確
立
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た）

3
（

。
こ
の
「
主
義
」
は
一
九
五
〇
年
代
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
と
そ

の
後
の
「
雪
解
け
」
の
時
期
ま
で
は
特
に
、
少
な
く
と
も
公
に
出
る
形
と
し
て
は
、
い
か
に
も
画
一
的
・
教
条
的
で
あ
り
、

発
展
性
の
な
い
も
の
に
見
え
、
し
ば
し
ば
、
特
定
学
問
分
野
の
内
実
を
め
ぐ
る
政
治
的
論
難
の
さ
い
の
道
具
と
し
て
援
用
さ

れ
て
き
た）

4
（

。
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
以
降
の
ソ
連
に
生
き
て
教
育
を
受
け
た
人
々
に
と
っ
て
、
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
の
内

容
を
十
分
に
咀
嚼
す
る
べ
き
対
象
と
い
う
よ
り
は
、
公
的
空
間
で
の
無
難
な
ふ
る
ま
い
に
ま
と
わ
せ
る
た
め
の
衣
装
、
形
式

的
な
い
し
祝
祭
的
な
言
辞
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
内
容
自
体
を
空
洞
化
し
た
う
え
で
の
発
話
が
み
ら
れ
た）

5
（

。

こ
う
し
た
こ
と
一
切
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
れ
自
体
の
検
討
や
影
響
に
対
し
て
の
拒
絶
的
な
い
し

冷
笑
的
な
態
度
を
涵
養
し
た
で
あ
ろ
う
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
け
る
、
ス
タ
ー
リ
ン
ら
に
よ
り
弾
圧
さ
れ
た
ブ
ハ
ー
リ
ン
な
ど
初
期
ソ
連
の
マ
ル
ク
ス
主
義
思
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想
家
た
ち
の
復
権
と
読
み
直
し
も
、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
ソ
連
崩
壊
以
降
は
、
ソ
連
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
か
か
わ

り
の
薄
い
先
述
し
た
よ
う
な
思
想
家
た
ち
や
、
ソ
連
国
外
で
活
躍
し
た
思
想
家
た
ち
へ
の
着
目
が
大
い
に
な
さ
れ
る
一
方
、

本
書
の
コ
ル
サ
コ
フ
論
文
（
第
二
章
）
が
記
す
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
樹
立
に
尽
力
し
た
（
そ
の
努
力
の
多
く
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
の
弾
圧
に
よ
り
、
悲
劇
的
な
形
で
中
断
・
窒
息
さ
せ
ら
れ
た
）
真
剣
な
学
者
た
ち
の
生
涯
は
顧
み
ら
れ
ず
、
彼

ら
の
思
想
史
的
な
位
置
づ
け
も
十
分
に
行
わ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
現
状
を
打
破
す
べ
く
、
日
本
そ
し
て
ロ
シ
ア
の
哲
学
史
・
科
学
史
の
研
究
者
ら
の
力
を
結
集
す
る
形

で
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
（
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
一
九
五
三
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
に
ま
で
至
る
）
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学

―
―
そ
れ
も
、
主
と
し
て
自
然
科
学
に
か
か
わ
る
―
―
の
再
考
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
さ
い
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
み
ら

れ
た
創
造
的
マ
ル
ク
ス
主
義
解
釈
の
試
み
が
三
〇
年
前
後
の
「
上
か
ら
の
革
命
」
の
過
程
と
そ
の
後
数
年
間
で
の
ス
タ
ー
リ

ン
独
裁
体
制
の
成
立
に
よ
り
圧
殺
を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く（
こ
の
こ
と
自
体
は
従
来
か
ら
着
目
さ
れ
て
き
た
）、

公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
化
し
た
こ
の
哲
学
が
、
諸
科
学
と
り
わ
け
自
然
科
学
を
い
か
に
方
向
づ
け
、
そ
こ
に
携
わ
る
人
々
の

思
考
・
意
識
を
規
定
し
て
い
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
科
学
者
や
哲
学
者
は
こ
の
思
考
装
置
を
い
か
に
具
体
的
に
適
用
し
て
い

っ
た
の
か
と
い
う
側
面
に
も
光
を
当
て
た
。
以
下
、
自
然
科
学
と
も
相
互
に
関
係
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
゠
弁
証
法

的
唯
物
論
の
持
っ
て
い
た
含
意
と
、
そ
れ
が
ソ
連
史
（
と
り
わ
け
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
ま
で
の
そ
れ
）
に
と
っ
て
持
っ
て
い

た
重
要
性
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ソ
連
を
建
国
し
た
主
役
で
あ
っ
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
う
ち
レ
ー
ニ
ン
が
率
い
た
一
派
で

あ
り
、
の
ち
に
全
連
邦
共
産
党
（
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
）
と
称
し
た
党
派
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
支
え
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
り
、
そ
の
思
想
的
性
格
は
建
国
の
理
念
、
各
種
政
策
、
指
導
者
層
・
国
民
双
方
の
メ
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ン
タ
リ
テ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
に
―
―
も
ち
ろ
ん
常
に
で
も
な
く
完
全
に
で
も
な
い
が
―
―
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
社
会
政
治
的
理
念
と
し
て
、
そ
れ
は
現
状
の
世
界
の
大
半
を
支
配
す
る
と
み
な
さ
れ
る
経
済
政
治
体
制
（「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
の
」
体
制
）
へ
の
挑
戦
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
法
則
主
義
的
観
点
に
基
づ
く
使
命
感
、
す
な
わ
ち
、
共
産

主
義
社
会
の
樹
立
に
向
け
た
使
命
感
を
内
包
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
同
時
に
普
遍
主
義
的
・
国
際
主
義
的

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
ソ
連
の
正
式
な
名
称
で
あ
る
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦）

6
（

」
に
民
族
や
地
域
の
名
が
一

切
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
普
遍
主
義
は
―
―
時
期
に
よ
っ
て
こ
れ
を
前
面
に
出
す
か
ど

う
か
は
濃
淡
あ
る
に
せ
よ
―
―
ソ
連
の
よ
う
に
た
だ
で
さ
え
多
種
多
様
な
民
族
を
内
に
抱
え
る
広
大
な
空
間
を
包
摂
統
治
す

る
た
め
の
、
ま
た
、
ソ
連
と
同
様
の
体
制
の
国
境
を
越
え
た
拡
張
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
的
装
置
と
し
て
、
動
員
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

認
識
論
的
・
存
在
論
的
次
元
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
蒙
昧
さ
あ
る
い
は
「
反
動
的
な
る
」
も
の
に
対
抗
し
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
・
因
習
的
観
点
を
そ
の
社
会
経
済
的
根
源
に
わ
た
っ
て
問
い
直
す
こ
と
で
脱
神
秘
化
す
る
と
い
う
意
味
で

合
理
主
義
的
で
あ
り
、
自
然
科
学
を
含
め
た
西
欧
の
学
問
的
文
化
的
成
果
を
す
べ
て
会
得
し
た
う
え
で
さ
ら
に
そ
れ
を
展
開

さ
せ
て
い
く
、
最
新
鋭
の
進
歩
的
な
る
も
の
と
さ
れ
た
。
弁
証
法
的
唯
物
論
は
―
―
こ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
期
に
確
立
・
再
解

釈
さ
れ
た
そ
れ
を
言
う
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
思
考
そ
の
も
の
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
が）

7
（

―
―
唯
物

論
を
標
榜
し
て
お
り
、
精
神
の
第
一
次
性
を
い
う
観
念
論
よ
り
も
よ
り
科
学
的
で
あ
り
、
ま
た
進
歩
的
な
社
会
思
想
と
結
び

つ
い
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
唯
物
論
の
中
で
も
、
十
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
通
例
で
あ
っ
た
、
諸
科
学
の
力
学

へ
の
還
元
を
志
向
す
る
機
械
論
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
弁
証
法
的
な
そ
れ
こ
そ
が
さ
ら
に
進
歩
的
で
あ
る
、
と
の
了
解
の
も

と
、
こ
う
し
た
唯
物
論
が
マ
ル
ク
ス
゠
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
世
界
観
で
あ
る
と
措
定
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
後
者
の
「
弁
証
法
的

な
」
自
然
解
釈
が
何
を
表
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
革
命
以
前
に
は
未
整
理
な
状
態
の
ま
ま
で
あ
り
、
本
格
的
に
は
一
九
二
〇
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年
代
の
論
争
を
経
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

弁
証
法
的
唯
物
論
の
内
実
を
完
全
な
形
で
定
義
す
る
の
は
難
し
い
だ
け
で
な
く
、
そ
う
試
み
る
こ
と
は
単
純
化
の
危
険
を

冒
す
。
こ
の
立
場
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
争
に
お
い
て
護
符
と
し
て
乱
用
さ
れ
た
が
た
め
に
、
時
に
内
実
は
空

疎
化
さ
れ
、
論
者
に
よ
っ
て
解
釈
は
様
々
で
あ
っ
た）

8
（

。
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
見
取
り
図
は
必
要
で
あ
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
の
で
、
ソ
連
科
学
史
の
泰
斗
で
あ
る
米
国
の
歴
史
家
、
ロ
ー
レ
ン
・
グ
レ
ー
ア
ム
が
か
つ
て
ま
と
め
た
便
利
な
叙
述

も
参
照
し
、
最
大
公
約
数
的
な
見
解
を
記
し
て
み
よ
う）

9
（

。

そ
れ
は
ま
ず
は
世
界
が
物
質
的
で
あ
り
、
現
代
の
科
学
が
物
質
゠
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
た
、
物
質
的
世
界
は
相
互
に
関
連
し
た
ま
と
ま
り
を
な
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
孤
絶
し
た

物
質
と
い
う
も
の
も
存
在
し
え
な
い
。
さ
ら
に
、
人
間
の
知
識
は
、
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
実
在
物
（
自
然
界
の
も
の
で

あ
れ
、
社
会
的
な
も
の
で
あ
れ
）
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
意
識
が
存
在
を
規
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
。
ま
た
、
世
界
は
常
に
変
化
し
て
お
り
、
実
際
、
こ
の
世
界
に
真
の
意
味
で
静
的
な
も
の
と
い
う
の
は
な
い
。
か

つ
、
こ
こ
に
お
い
て
現
出
す
る
運
動
は
、
内
的
な
要
因
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
た
め
に
、（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
然
哲
学
な

ど
で
援
用
さ
れ
る
）
外
的
な
動
者
は
必
要
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
物
質
の
変
化
と
い
う
の
は
あ
る
全
体
的
な
規
則
な
い
し

法
則
に
従
っ
て
起
こ
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
物
質
の
発
展
法
則
は
別
の
段
階
ご
と
に
別
の
も
の
に
な
る
。
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
生
物
学
的
な
有
機
体
の
よ
う
な
複
雑
な
も
の
を
も
っ
と
も
基
礎
的
な
物
理
法
則
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
期
待
で
き
な
い
（
範
疇
的
多
元
論
）。
ま
た
、
こ
の
世
界
の
知
識
に
つ
い
て
い
え
ば
、
物
質
は

そ
の
性
質
に
お
い
て
汲
み
つ
く
せ
な
い
が
た
め
、
人
間
の
知
識
が
完
全
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
弁
証

法
的
唯
物
論
は
不
可
知
論
や
相
対
主
義
的
な
あ
き
ら
め
に
は
決
然
と
し
て
反
抗
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
人
間
の
知
識
が

時
と
と
も
に
、
実
践
活
動
に
も
伴
っ
て
、
増
大
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
も
こ
の
増
大
は
そ
の
都
度
の
相
対
的
真
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理
の
把
握
の
蓄
積
を
通
じ
て
起
こ
る
が
た
め
に
、
必
ず
直
線
的
に
起
こ
る
と
は
限
ら
な
い
。
総
じ
て
、
弁
証
法
的
唯
物
論
は

わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
む
し
ろ
近
づ
い
た
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
取
っ
て
み
れ
ば
自
然
科
学
者
を
含
め
た
多
数
の
人
間
に

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
具
体
的
な
中
身
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
、
社
会
経
済
思
想
に
限
定
さ
れ
な
い

自
然
観
も
含
め
た
包
括
的
な
世
界
観
こ
そ
が
、
ソ
連
で
は
革
命
の
遂
行
を
支
え
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
他
国
・
他
地
域
に
ま
っ
た
く
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ソ
連
の
大
き
な
特
徴
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ソ
連
を
代
表
す
る
哲
学
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
機
関
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
゠
レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
の
歴

史
を
克
明
に
記
し
た
モ
ソ
ロ
フ
は
そ
の
本
の
冒
頭
で
、「
ソ
連
に
お
い
て
は
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
事
業
は
、
計
画
的
生
産
、

国
家
安
全
保
障
の
諸
組
織
を
全
面
的
に
統
制
す
る
こ
と
、
そ
し
て
一
党
制
の
シ
ス
テ
ム
の
ご
と
き
、
社
会
体
制
の
ま
さ
に

本
質
的
要
素
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る）

10
（

。
ま
た
、
グ
レ
ー
ア
ム
が
言
う
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
革
命
は
、「
そ
れ
ま
で
あ
っ
た

『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
式
の
』
描
出
に
意
図
的
に
対
抗
す
る
よ
う
な
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
自
然
解
釈
を
呼
び
か
け
た
」
の
で
あ
り
、

「
歴
史
上
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
か
つ
認
識
論
的
な
体
系
性
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
内
包
し
て
い
た
革
命
は
他
に
な
か
」
っ
た
だ
ろ
う）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
単
に
「
富
国
強
兵
」
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ソ
連
国
家
は
、
そ
の
リ
ソ
ー
ス
の
多

く
を
、
理
論
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
部
門
の
た
め
の
制
度
的
整
備
に
充
て
て
い
る
。
哲
学
分
野
も
含
め
た
指
導
的
な
人
材
養
成
の

た
め
の
教
育
研
究
機
関
と
し
て
は
共
産
主
義
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
九
一
八
年
の
設
立
当
初
は
社
会
主
義
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
、

一
九
二
四
年
に
改
称
、
一
九
三
六
年
ま
で
存
続
）
や
赤
色
教
授
学
院
（
一
九
二
一
年
に
設
立
、
一
九
三
八
年
ま
で
存
続
）
が

あ
り
、
ま
た
、
党
発
行
の
雑
誌
（
原
則
と
し
て
は
月
刊
）『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
も
と
に
』（
一
九
二
二
―
四
四
年
）
で
は
、

そ
の
紙
面
が
、
自
然
科
学
も
含
め
た
諸
学
問
の
理
論
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
地
か
ら
の
批
判
や
各
種
論
争
に
あ
て
ら

れ
て
い
た
。
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こ
う
し
た
制
度
的
後
押
し
も
あ
り
、
一
九
二
〇
年
代
の
ソ
連
の
論
壇
は
、
本
書
の
主
人
公
の
う
ち
の
幾
人
か
が
活
躍
す
る

場
と
も
な
り
、
唯
物
論
哲
学
の
同
時
代
的
形
態
の
確
立
を
目
指
し
て
著
述
と
論
争
が
行
わ
れ
る
、
ち
ょ
う
ど
同
時
期
の
芸
術

分
野
と
同
様
の
活
況
を
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
自
然
科
学
分
野
に
つ
い
て
言
う
と
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ

論
』（
一
八
七
八
年
）
と
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
る
、
二
十
世
紀
初
頭
の
論
争
の
た
め
に
書
か
れ
た
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』

（
一
九
〇
九
年
刊
行
）
が
そ
の
一
部
を
自
然
科
学
分
野
に
つ
い
て
の
考
察
に
あ
て
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九

二
〇
年
代
に
は
文
献
学
者
リ
ャ
ザ
ー
ノ
フ
の
尽
力
に
よ
り
、
世
界
で
初
め
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
自
然
科
学
関
連
の
遺
稿
が
『
自

然
弁
証
法
』
と
し
て
編
纂
さ
れ
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
自
然
科
学
関
連
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
マ
ル
ク
ス
主
義
古
典
は
そ

ろ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
各
分
野
の
状
況
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、
唯
物
論
哲
学
の
要
諦
を
こ
う
し

た
進
展
を
も
に
ら
み
つ
つ
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
は
、
当
時
の
政
治
的
対
立
と
も
相
ま
っ
て
、
激
し
い
議
論
を
巻
き
起
こ
し

た
。「
機
械
論
者
」
と
「
弁
証
法
論
者
」
と
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
論
争
が
後
者
の
一
応
の
勝
利
で
ひ
と
段
落
し
た

の
ち
間
も
な
く
、「
上
か
ら
の
革
命
」
期
に
あ
た
る
一
九
三
〇
年
後
半
か
ら
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
コ
入
れ
を
受
け
た
第
三

極
が
、
弁
証
法
論
者
を
も
政
治
的
難
詰
に
よ
り
追
い
落
と
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
は
本
書
所
収
の
藤
岡
論
文
に
詳
し
い

（
第
一
章
）。

さ
て
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
ス
タ
ー
リ
ン
派
の
哲
学
者
ら
（
本
書
第
三
章
が
扱
う
ミ
ー
チ
ン
や
、
第
四
章
が
扱
う
コ
ー

リ
マ
ン
ら
）
は
政
治
化
の
嵐
と
反
対
派
の
追
い
落
と
し
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
論
争
の
参
加
者
、
こ
れ
ら
定
式
の
提
唱
者
を
政

治
的
に
難
詰
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
論
敵
の
成
果
を
奪
取
し
、
ソ
連
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
に
組
み
入
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
一
九
三
八
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
自
ら
の
介
入
を
経
て
完
成
し
た
、
公
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
般
国
民
向
け
教
科
書

と
も
い
う
べ
き
『
全
連
邦
共
産
党
（
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
）
小
史
』（
以
下
『
小
史
』
と
記
述
）
の
一
章
（
第
四
部
第
二
章
）

は
、「
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
弁
証
法
の
概
説
に
あ
て
ら
れ
て
い
る）

12
（

。
同
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書
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
無
論
、
歴
史
的
記
述
で
あ
る
が
、
哲
学
的
世
界
観
に
も
一
言
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
判
断

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
弁
証
法
的
唯
物
論
は
史
的
唯
物
論
の
基
礎
を
形
づ
く
る
と
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
容
喙
が
あ
っ
た
う
え
で
こ
の
よ
う
な
定
式
化
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
、
独
裁
者
が
弁
証
法
的
唯

物
論
の
明
快
な
定
義
づ
け
を
行
っ
て
諸
学
問
へ
の
応
用
の
道
の
り
を
つ
け
て
く
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、
ス
タ
ー

リ
ン
が
一
九
三
〇
年
前
後
に
デ
ボ
ー
リ
ン
派
へ
の
反
対
派
に
肩
入
れ
し
た
こ
と
も
、
明
確
な
思
想
的
動
機
に
も
と
づ
い
た
も

の
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い）

13
（

。
実
際
、『
小
史
』
刊
行
当
時
か
ら
、「
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
」
に
お
け
る
記
述
が
あ

ま
り
に
単
純
化
さ
れ
、
表
面
的
に
過
ぎ
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
は
批
判
が
あ
っ
た
と
い
う）

14
（

。
哲
学
分
野
に
お
い

て
ス
タ
ー
リ
ン
の
踏
み
込
み
が
浅
か
っ
た
こ
と
は
、
自
然
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
結
節
点
に
つ
い
て
の
議
論
に
対
し
て

の
明
快
な
指
針
を
不
在
の
ま
ま
と
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
論
議
を
混
乱
さ
せ
る
と
と
も
に
、
あ
る
程
度
の
振
れ

幅
（
柔
軟
性
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
）
を
用
意
す
る
源
泉
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
以
下
、
本
書
各
章
の
内
容
を
瞥
見
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

最
初
を
飾
る
藤
岡
毅
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
に
お
け
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
公
式
化
の
始
ま
り
―
―
一
九
二
〇
年
―
一
九
三
〇
年

代
始
め
の
哲
学
・
科
学
論
争
」（
第
一
章
）
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
と
自
然
科
学
と
の
関
係
全
般
に
つ

い
て
の
議
論
か
ら
語
り
起
こ
し
、
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
「
上
か
ら
の
革
命
」
を
経
る
中
で
、
同
様
の
議

論
を
と
り
ま
く
知
的
・
政
治
的
環
境
が
（
と
り
わ
け
生
物
学
に
お
い
て
）
い
か
に
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
確
立
に
と
も
な
う
変
容

を
被
っ
た
の
か
を
、
詳
細
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。
二
〇
年
代
の
弁
証
法
論
者
（
デ
ボ
ー
リ
ン
派
）
と
機
械
論
者
と
の
論
争

に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
二
〇
年
代
末
に
前
者
が
ソ
連
言
論
空
間
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
た
も
の
の
ご
く
短
期
間
の

う
ち
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
後
ろ
盾
を
も
つ
若
い
哲
学
者
た
ち
（
ミ
ー
チ
ン
ら
）
に
よ
り
圧
殺
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
語
ら
れ
る
。


