
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」

　
　1
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
目
指
し
て
ー

山
　
本
　
忠
　
義

　
「
自
由
の
可
能
性
」
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
不
安
の
概
念
』
に
終
始
一
貫
し
て
現
れ
る
基
本
的
な
術
語
の
一
つ
で
あ
る
。
小
論
は
、
こ

の

「自
由
の
可
能
性
」
に
焦
点
を
当
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
理
解
す
る
「
自
由
の
可
能
性
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
。
併
せ
て
「
自
由
の
可
能
性
」
が
目
指
す
「
永
遠
的
な
も
の
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
た
い
。

一
　
予
備
的
考
察

　ま
ず
『
不
安
の
概
念
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
「
自
由
の
可
能
性
」
と
「
永
遠
的
な
も
の
」
に
関
連
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
簡
単
に
纏

め
て
み
た
い
。

（
一
）
『
不
安
の

概念
』
の
思
想
的
特
徴

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
不
安
の
概
念
』
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
、
序
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
本
書
の
使
命
は
、
原
罪
の
教
義
を
た
え
ず
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
不
安
の
概
念
を
心
理
学
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
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そ
れ
は
、
罪
の
概
念
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
不
安
は
罪
が
た
え
ず
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
持
続
的
な
も
の
で
あ
り
心

理
学
の

対
象と
な
り
え
て
も
、
罪
は
心
理
学
の
な
か
で
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
は
状
態
と
し
て
、
可
能
性
と
し
て
あ
る

の

では
な
く
、
現
実
性
と
し
て
、
あ
る
い
は
生
成
に
お
い
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
罪
は
い
か
な
る
学
問
に
も
属
さ
な
い
の
で
あ
る
。
…
…

心
理
学
的関
心
は
、
罪
が
そ
こ
に
あ
る
か
の
ご
と
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
の
一
つ
先
の
罪
が
現
に
そ
こ
に
あ
る
、
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と
い
う
こ
と
は
、
心
理
学
的
関
心
か
ら
質
的
に
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　こ
こ
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
不
安
は
罪
が
た
え
ず
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
状
態
、
あ
る
い
は
可
能
性
と
捉
え
、
不
安
の
考
察
に
は
た
え

ず罪
が
つ
き
纏
う
こ
と
を
教
え
、
不
安
が
心
理
学
の
対
象
に
な
っ
て
も
、
罪
は
心
理
学
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
教
え
る
。
事
実
、

『
不
安
の

概念
』
に
お
い
て
は
、
不
安
は
罪
の
直
前
の
心
理
学
的
「
近
似
的
極
限
状
態
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
生
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成
す
る
原
罪
お
よ
び
罪
は
、
謎
め
い
た
「
質
的
飛
躍
」
に
よ
っ
て
生
成
す
る
「
不
当
な
現
実
性
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し

た

が
っ
て
、
『
不
安
の
概
念
』
の
論
述
は
、
罪
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
論
述
で
は
な
く
て
、
質
的
飛
躍
に
よ
っ
て
生
起
す
る
罪
の
直
前
の
心

理
学
的

近
似値
と
し
て
の
不
安
の
諸
形
態
に
つ
い
て
の
論
述
が
中
心
に
な
る
。

（二
）
総
合
と
実
存
生
成
の
課
題

　
つぎ
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
を
「
精
神
」
す
な
わ
ち
「
自
己
」
と
規
定
し
、
精
神
と
し
て
の
人
間
を
、
「
［
精
神
に
よ
っ
て
担
わ
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れる
］
心
と
肉
体
と
の
総
合
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
後
者
の
総
合

では
、
「
心
と
肉
体
」
は
「
時
間
的
な
も
の
」
、
「
精
神
」
は
「
永
遠
的
な
も
の
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
合
、

後
に
見
る
よ
う
に
、
精
神
と
は
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
で
あ
り
、
人
間
の
内
に
あ
っ
て
神
に
通
じ
、
神
と
交
わ
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
指

す
が
、
こ
の
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
は
、
「
瞬
間
」
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
人
間
の
意
識
的
・
主
体
的
な
総
合
の
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関
係
行
為
で
あ
る
。
後
述
の
「
瞬
間
論
」
に
よ
れ
ば
、
「
永
遠
的
な
も
の
」
は
た
え
ず
「
時
間
的
な
も
の
」
に
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

瞬間
は
「
永
遠
の
ア
ト
ム
」
な
の
で
あ
る
。
総
合
は
人
間
が
つ
ね
に
精
神
で
あ
る
べ
き
、
ま
た
精
神
と
な
る
べ
き
実
存
生
成
の
課
題
な
の

であ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
瞬
間
に
お
け
る
人
間
の
意
志
と
決
断
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
」
と
し
て
の
実

　
　
ハ
　
　

存
生成
の
運
動
で
あ
り
、
人
間
の
精
神
と
罪
は
、
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
「
質
的
飛
躍
」
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
。
人
間
が
精
神
と
な
り
、

自
己
と
な
る
た
め
に
は
総
合
の
一
契
機
と
し
て
の
「
永
遠
的
な
も
の
」
が
、
瞬
間
に
お
い
て
精
神
と
し
て
措
定
さ
れ
、
覚
醒
し
、
み
ず
か

ら
の
総
合
を
意
識
的
・
主
体
的
に
果
た
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
「
永
遠
的
な
も
の
」
と
し
て
の
精
神
は
、
み
ず
か
ら
の

総
合を
意
識
し
う
る
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
内
に
精
神
が
措
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も

の
」
を
瞬
間
毎
に
獲
得
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
己
の
内
に
「
永
遠
的
な
も
の
」
が
あ
る
と
い
う
意
識
こ
そ
自
己
な

る
精
神
で
あ
り
、
自
己
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
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り

精
神
と
し
て
の
自
E
意
識
も
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

（三
）
精
神
の
上
昇
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
遭
遇

　さ
ら
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
植
物
の
生
涯
を
状
態
、
動
物
を
本
能
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
無
精
神
性
と
規
定
し
、
人
間
の
精
神
を
、
低

次
の

「心と
肉
体
と
の
総
合
」
と
し
て
の
心
理
的
領
域
か
ら
、
高
次
の
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
と
し
て
の
精
神
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的
領域
へ
と
上
昇
す
る
も
の
と
考
え
る
。
心
理
的
規
定
の
も
と
に
あ
る
精
神
は
「
夢
見
る
精
神
」
と
も
呼
ば
れ
、
精
神
的
規
定
の
も
と
に

あ
る
意
識
的
な
「
精
神
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
意
識
的
な
精
神
と
は
、
善
悪
を
認
識
し
罪
を
自
覚
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
精
神
が
措
定
さ
れ
る
の
は
罪
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
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人間
が
キ
リ
ス
ト
教
と
遭
遇
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
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人間
存
在
は
、
「
無
精
神
性
」
か
ら
「
夢
見
る
精
神
」
を
経
て
、
善
悪
と
罪
を
認
識
す
る
高
次
の
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
へ
と
垂
直
に
上
昇

する
精
神
的
存
在
で
あ
り
、
精
神
の
上
昇
に
応
じ
て
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
自
覚
が
深
く
な
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、

精神
の
上
昇
に
応
じ
て
展
開
さ
れ
る
不
安
の
諸
形
態
は
「
不
安
の
対
象
」
に
応
じ
て
分
類
さ
れ
、
不
安
の
諸
形
態
に
内
包
さ
れ
る
「
自
由

の

可
能性
」
が
目
指
す
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
も
し
だ
い
に
高
く
な
る
。

　ち
な
み
に
、
「
永
遠
的
な
も
の
」
が
自
己
の
外
に
あ
る
と
い
う
自
覚
は
抽
象
的
な
神
認
識
で
あ
り
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
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の自
覚
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
実
存
的
神
認
識
は
具
体
的
な
も
の
と
な
る
。
神
認
識
は
罪
認
識
で
あ
り
、
同
時
に
信
仰
へ
の
飛
躍
と
な
る

も
の
で
あ
る
。

（四
）
不
安
と
自
由
の
可
能
性
と
の
相
即
不
離
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　さ
ら
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
精
神
の
現
実
性
は
い
つ
も
、
お
の
が
可
能
性
を
誘
い
出
す
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
」
と
い
い
、
「
不
安
と
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は
、
自
由
が
自
己
を
自
己
自
身
の
前
に
可
能
性
に
お
い
て
示
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、
「
自
由
の
可
能
性
」
は
精
神
そ
の
も

の

の

可
能性
の
こ
と
で
あ
り
、
不
安
と
「
自
由
の
可
能
性
」
と
は
相
即
不
離
、
背
中
合
わ
せ
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ

て
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
精
神
の
措
定
前
の
「
夢
見
る
精
神
」
と
し
て
の
無
垢
の
状
態
に
お
い
て
は
、
「
不
安
は
可
能
性
に
先
立
つ
可
能
性

と
し
て
の
自
由
の
現
実
性
で
あ
縫
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
〈
自
由
の
可
能
性
＞
a
可
能
性
」
と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
存
生
成
へ

の

可
能
性を
暗
示
、
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
存
在
は
、
無
垢
と
い
う
無
意
識
な
「
実
存
の
根
源
」
に
お
い
て
、
す
で
に
不
安
と

し
て
の
「
自
由
の
可
能
性
」
が
可
能
性
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
精
神
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の
実
存
の
根
源
に
す
え
ら
れ
た
不
安
と
し
て

の
「
自
由
の
可
能
性
」
が
、
永
遠
性
を
目
指
し
て
実
存
全
体
を
垂
直
に
刺
し
貫
い
て
量
的
な
上
昇
を
見
せ
る
。
そ
の
場
合
、
「
無
垢
の
不
安
」

の罪
の
直
前
の
心
理
学
的
「
近
似
的
極
限
状
態
」
か
ら
質
的
飛
躍
に
よ
っ
て
堕
罪
が
生
起
し
、
そ
の
罪
が
新
た
な
不
安
と
し
て
の
「
自
由
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り

の

可
能性
」
を
連
れ
て
く
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
自
由
の
可
能
性
が
実
存
生
成
の
歴
史
に
先
行
す
る
」
と
い
う
。
実
存
は
こ

う
し
て
、
実
存
生
成
の
運
動
に
お
い
て
「
自
由
の
可
能
性
」
が
「
自
由
の
現
実
性
」
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
自

由
の
可
能
性
」
が
不
当
な
現
実
性
に
対
す
る
警
告
と
し
て
の
不
安
の
な
か
で
告
知
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
自
由
の
可
能
性
は
不
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安
の
な

か

で
告
知さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

（五
）
不
安
と
自
由
の
可
能
性
と
信
仰

　さ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
不
安
の
概
念
』
終
章
で
、
「
不
安
は
自
由
の
可
能
性
で
あ
る
」
と
結
論
的
に
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の

不
安
の

み

が
信仰
と
結
び
つ
い
た
場
合
に
、
絶
対
的
に
教
化
的
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
不
安
が
一
切
の
有
限
性
を
焼
き
尽
く
し
、
有
限
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ソ

の
一
切
の
欺
購
を
暴
露
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
つま
り
、
前
述
の
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
」
と
し
て
の
実
存
生
成
は
、
具
体
的
に
は
「
自
由
の
可
能
性
か
ら
自
由
の
現
実
性

　
　
　
ハ
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へ
の

移行
」
で
あ
る
と
換
言
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
安
と
し
て
の
「
自
由
の
可
能
性
」
が
信
仰
と
結
び
つ
く
場
合
と
結
び
つ
か
な

い

場合
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
信仰
と
結
び
つ
く
場
合
、
「
自
由
の
可
能
性
」
は
、
「
自
由
の
現
実
性
」
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
た
自
由
の
回
復
と
救
済
の
手
段
と
な
り
、

「自
由
の
可
能
性
」
は
瞬
間
に
お
け
る
意
識
的
・
主
体
的
な
意
志
と
決
断
に
よ
っ
て
「
自
由
の
現
実
性
」
を
選
択
で
き
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゼ

ルは
こ
れ
を
「
善
の
み
が
状
態
と
行
為
の
統
一
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
可
能
性
と
は
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
自
由

の

可
能性
」
は
善
で
も
悪
で
も
選
び
う
る
と
い
う
恣
意
的
自
由
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
と
い
う
「
場
所
」
に
お
け
る
「
縛
ら
れ

　
　
な
り

た自
由
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
生
成
は
［
神
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
］
場
所
か
ら
の
運
動
で
あ
り
、
人
間
が
自
己
自
身
に
な
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

う
の
は
場
所
に
お
け
る
運
動
で
あ
る
」
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
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信仰
と
結
び
つ
か
な
い
場
合
に
は
、
「
自
由
の
可
能
性
」
と
し
て
の
不
安
は
罪
の
直
前
の
心
理
学
的
「
近
似
的
極
限
状
態
」
と
な
っ
て
、

そ
こ
か
ら
質
的
飛
躍
に
よ
っ
て
罪
が
出
現
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

二
　
不
安
の

諸
形
態

　
不
安
の

諸
形
態は
、
精
神
の
上
昇
と
「
不
安
の
対
象
」
に
応
じ
て
、
分
析
さ
れ
、
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
不
安
の
諸
形
態
を
『
不

安
の

概念
』
に
即
し
て
「
自
由
の
可
能
性
」
と
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

（
一
）
無
垢
の

不
安

　
精神
が
措
定
さ
れ
る
前
の
「
無
垢
」
は
あ
る
質
で
あ
り
、
あ
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
存
的
自
覚
か
ら
反
省
さ
れ
た
、
い
わ
ば
無
意

識
な
状
態
と
呼
べ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
精
神
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
無
知
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
無
垢
は
善
悪

に

つ

い
て

知る
こ
と
は
な
い
。
無
垢
に
お
い
て
は
、
人
間
は
「
自
然
性
と
直
接
的
に
統
一
」
さ
れ
、
心
理
的
に
規
定
さ
れ
て
、
精
神
は
夢

見
て
い
る
。
こ
こ
に
は
平
和
と
安
息
の
ほ
か
に
、
争
う
べ
き
何
も
の
も
な
い
「
無
」
が
あ
る
。
無
は
不
安
を
生
み
出
す
。
無
垢
は
不
安
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
無
垢
の
深
い
秘
密
で
あ
る
。

　
夢見
る
精
神
は
み
ず
か
ら
の
現
実
性
を
前
に
投
影
す
る
。
こ
の
精
神
の
現
実
性
は
無
で
あ
る
。
無
垢
は
こ
の
無
を
た
え
ず
み
ず
か
ら
の

前
に
見
て
い
る
。
精
神
の
現
実
性
は
「
暗
示
さ
れ
た
無
」
で
あ
っ
て
、
精
神
の
現
実
性
は
「
可
能
性
」
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
。
可
能
性

は
不
安
を
引
き
起
こ
す
無
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
先
に
見
た
よ
う
に
、
無
垢
に
お
い
て
は
、
「
不
安
は
可
能
性
に
先
立
つ
可
能
性
と
し

て

の自
由
の
現
実
性
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
〈
自
由
の
可
能
性
〉
の
可
能
性
」
と
換
言
で
き
、
実
存
生
成
の
可
能
性
を
暗
示
、



示
唆し
て
い
る
。

　
無
垢
に

お

い
て
は
、
不
安
の
対
象
は
無
で
あ
る
。
不
安
は
こ
の
無
に
対
し
て
心
理
学
的
・
両
義
的
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
け

ルは
こ
の
両
義
性
を
弁
証
法
と
呼
び
、
「
不
安
は
、
共
感
的
な
反
感
で
あ
っ
て
、
反
感
的
な
共
感
で
あ
る
」
と
い
う
。
無
垢
に
お
い
て
は
、

不安
と
い
う
見
知
ら
ぬ
力
に
不
安
を
感
じ
て
囚
わ
れ
る
一
方
、
恐
れ
つ
つ
も
不
安
を
愛
し
、
不
安
の
内
に
沈
み
込
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
不
安
の
な
か
か
ら
質
的
飛
躍
を
通
し
て
堕
罪
が
生
起
す
る
。

　
堕罪
の
直
前
に
は
、
先
に
見
た
罪
の
直
前
の
心
理
学
的
「
近
似
的
極
限
状
態
」
が
見
ら
れ
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
れ
を
「
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

の

不安
、
あ
る
い
は
可
能
性
の
無
、
あ
る
い
は
不
安
の
無
の
な
か
で
、
自
由
が
自
己
自
身
に
1
1
自
己
を
1
1
示
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
こ
に
は
、
堕
罪
直
前
の
、
な
ん
ら
か
の
自
由
の
自
覚
の
前
触
れ
の
よ
う
な
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（二
）
自
由
の
眩
量
と
堕
罪

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
原
罪
は
ア
ダ
ム
に
も
後
世
の
個
体
に
も
共
通
し
て
存
在
す
る
第
一
の
罪
で
あ
る
。
し
か
し
堕
罪
は
質
的

飛躍
で
あ
る
か
ら
心
理
学
も
、
ま
た
い
か
な
る
学
問
も
こ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　そ
こ
で
、
不
安
を
眩
量
に
喩
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
こ
の
場
合
、
不
安
は
無
垢
の
不
安
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
無
垢
の
状
態
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

け
る
「
自
由
の
可
能
性
」
と
し
て
の
不
安
が
眩
蚤
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
不
安
は
「
自
由
の
眩
量
」
と
呼
ば
れ
る
。
深
淵
を

覗き
込
む
人
間
が
覚
え
る
眩
量
の
原
因
は
、
彼
の
目
に
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
深
淵
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
精
神
が
総
合
を
措
定
し
よ
う

と
し
、
自
由
が
自
己
自
身
の
可
能
性
の
底
を
覗
き
込
ん
で
、
そ
の
身
を
支
え
よ
う
と
有
限
性
に
掴
ま
ろ
う
と
す
る
と
き
、
眩
量
が
起
こ
る
。

こ
の
眩
量
の
な
か
で
自
由
は
倒
れ
る
。
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
一
切
が
変
貌
し
、
自
由
が
立
ち
あ
が
っ
た
と
き
に
は
、
自
分
が
責
め
を
持
つ

身
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
瞬
間
の
間
に
飛
躍
が
あ
り
、
こ
の
飛
躍
を
い
か
な
る
学
問
も
説
明
し
た
こ
と
は
な
い
し
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
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ま
た
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
が
堕
罪
で
あ
り
、
同
時
に
精
神
の
措
定
で
も
あ
る
。
し
か
も
堕
罪
は
み
ず
か
ら
の
行
為
に
お
い

て

為さ
れ
る
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
の
責
め
で
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
垢
は
責
め
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
意
す

べき
点
は
、
自
由
が
み
ず
か
ら
の
可
能
性
に
お
い
て
、
無
限
性
で
は
な
く
、
有
限
性
に
掴
ま
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（三
）
堕
罪
の
結
果

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
原
罪
は
ア
ダ
ム
に
も
後
世
の
個
体
に
も
共
通
し
て
存
在
す
る
第
一
の
罪
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
原
罪

を
人
間
的
実
存
の
本
質
に
根
拠
を
持
つ
事
柄
で
あ
る
と
考
え
、
「
人
間
は
個
体
で
あ
る
と
同
時
に
全
人
類
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
全
人
類
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

個
体
に

参
与し
て
い
る
と
と
も
に
個
体
は
全
人
類
に
参
与
し
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
個
体
と
人
類
と
が
相
即
し
、
個
体
の
実

存
生
成
の

歴史
と
人
類
の
歴
史
が
相
即
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ダ
ム
も
後
世
の
個
体
も
等
し
く
、
個
体
で
あ
り
人
類

であ
る
と
い
う
歴
史
的
運
動
の
課
題
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
運
動
は
原
罪
を
出
発
点
と
す
る
運
動
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
堕
罪
が
罪
と
い
う
質
的
な
も
の
を
措
定
す
る
一
方
で
、
罪
性
と
い
う
量
的
な
も
の
を
措
定
す
る
、
と
い
う
。
こ

の

罪性
は
一
人
の
個
体
の
堕
罪
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
そ
の
後
の
個
体
の
堕
罪
へ
の
よ
り
大
き
な
可
能
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

ア
ダ
ム
以
降
の
人
類
の
歴
史
に
付
随
し
、
個
体
の
飛
躍
へ
の
助
走
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
。
ア
ダ
ム
と
そ
の
後
の
個
体
と
の
差
異
は
罪
性

と
い
う
量
的
差
異
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
の
差
異
は
あ
く
ま
で
非
本
来
的
な
も
の
で
あ
り
、
罪
性
に
よ
っ
て
罪
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
罪
は
質
的
飛
躍
で
あ
り
、
罪
性
は
人
間
存
在
に
お
け
る
量
的
な
素
地
と
し
て
の
み
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
堕
罪は
同
時
に
精
神
の
措
定
で
も
あ
る
。
精
神
が
措
定
さ
れ
る
と
同
時
に
心
理
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
心
と
肉
体
と
の
分
裂
が
自
覚
さ

れ
、
人
間
は
責
め
と
罪
を
自
覚
す
る
。
堕
罪
の
結
果
、
精
神
と
と
も
に
性
的
な
も
の
が
措
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
感
性
が
罪
性
と

　
ま
りな

る
。
「
感
性
的
な
も
の
の
極
限
は
、
ま
さ
し
く
性
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
は
こ
の
極
限
に
、
精
神
が
現
実
的
と
な
る
そ
の
瞬



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

問
に
は
じ
め
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
性
的
な
も
の
に
よ
っ
て
堕
罪
に
至
る
の
で
は
な
く
、
堕
罪
に
よ
っ
て
性
的
な
も
の
が
措
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

れる
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
罪
な
く
し
て
男
女
の
性
は
な
く
、
男
女
の
性
な
く
し
て
歴
史
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
後
世
の
個
体
も
ア
ダ

ム
と
同
様
に
、
み
ず
か
ら
罪
を
措
定
し
な
い
限
り
、
感
性
は
罪
性
と
は
な
り
え
な
い
。
精
神
の
措
定
に
よ
る
心
と
肉
体
の
分
裂
の
自
覚
は
、

同
時
に
「
心
と
肉
体
の
総
合
」
お
よ
び
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
の
課
題
の
自
覚
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
実
存
生
成

の

歴
史
の

始ま
り
で
あ
り
、
現
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
自
由
の
可
能
性
」
が
こ
の
歴
史
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
。

（四
）
瞬
間
論

　
先
に

見
た
と
お
り
、
人
間
は
「
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
総
合
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
は
「
永
遠
の

ア
ト
ム
」
と
し
て
の
「
瞬
問
」
に
お
い
て
総
合
さ
れ
る
。

　
時間
と
は
一
般
に
過
ぎ
ゆ
く
無
限
の
継
起
で
あ
り
、
時
間
に
お
け
る
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
区
別
を
生
じ
る
に
は
、
確
固
と
し
た

「
現
在
的な
も
の
」
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
区
別
は
、
時
間
が
永
遠
と
の
関
係
に
入
り
込
み
、
永
遠
が
時
間
の
う
ち

に

反映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
出
て
く
る
。
「
永
遠
的
な
も
の
」
は
「
無
限
に
内
容
豊
か
な
現
在
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
時
間
と

永
遠と
が
互
い
に
触
れ
合
う
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
時
間
の
な
か
で
、
し
か
も
瞬
間
に
お
い
て
起
こ
り
う
る
。
瞬
間
と
は
時
間

の

規定
で
な
く
、
永
遠
の
ア
ト
ム
で
あ
る
。
瞬
間
と
は
「
現
在
的
な
も
の
」
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
た
、
実
存
生
成
の
問
題
を
、
瞬
間
に
お
け
る
実
存
の
意
識
的
な
時
問
概
念
に
お
い
て
捉
え
直
す
。
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の中
心
概
念
で
あ
る
「
時
が
満
ち
る
」
（
ガ
ラ
テ
ヤ
四
・
四
）
と
い
う
こ
と
は
瞬
間
の
こ
と
で
あ
る
。
永
遠
の
ア
ト
ム
と
し
て
の
瞬
間
が
措

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
問
区
分
が
明
確
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
「
未
来
的
な
も
の
」
は
永
遠
に
通
ず
る
全

体的
な
も
の
で
あ
り
、
「
過
去
的
な
も
の
」
は
そ
の
一
部
分
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
未
来
的
な
も
の
は
、
時
間
的
な
も
の
と
の

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
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ハ
タ

通
路を
持
た
な
い
永
遠
的
な
も
の
が
、
時
間
と
関
係
を
持
ち
た
い
と
願
う
永
遠
的
な
も
の
の
微
行
だ
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
瞬
間
と
未

来
的
な
も
の
が
過
去
的
な
も
の
を
措
定
す
る
。
瞬
間
が
措
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
永
遠
的
な
も
の
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に

未
来的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
未
来
的
な
も
の
は
過
去
的
な
も
の
と
し
て
再
び
や
っ
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
瞬間
の
措
定
に
よ
る
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
区
分
は
、
個
体
の
実
存
生
成
の
歴
史
的
時
間
概
念
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
類
の

歴
史
的
時間
概
念
で
も
あ
る
。
こ
の
両
者
の
相
即
は
瞬
間
を
知
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受

肉
と
い
う
人
類
史
上
の
事
実
は
、
永
遠
が
時
間
に
反
映
す
る
瞬
間
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
瞬
間
の
出
来
事
は
直
ち
に
個
体
史
上
の
瞬
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
り

の出
来
事
と
し
て
生
起
し
う
る
。
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
過
去
の
出
来
事
を
、
実
存
は
「
信
仰
の
目
」
に
お
い
て
、
こ
の
現
在
の
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

と
し
て
受
け
入
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
過
去
と
現
在
と
が
瞬
間
に
お
い
て
「
同
時
性
」
を
持
つ
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
を
今
こ
の

瞬間
に
受
け
入
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
由
の
決
断
的
・
飛
躍
的
行
為
で
あ
り
、
「
自
由
の
可
能
性
」
が
「
自
由
の
現
実
性
」
へ
と
将
に
移
行

せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
原
事
実
を
将
に
来
た
ら
ん
と
す
る
未
来
に
お
い
て
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

取り
直
し
、
反
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
存
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
出
会
い
、
十
字
架
の
死
と
甦
り
の
実
存
的
反
復
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

未
来的
な
も
の
が
永
遠
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
の
微
行

でも
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
実
存
は
前
向
き
に
未
来
へ
向
か
っ
て
永
遠
と
の
関
係
を
持
ち
う
る
の

であ
る
。
そ
れ
は
瞬
間
・
瞬
間
に
お
け
る
信
仰
の
決
断
的
・
飛
躍
的
行
為
に
よ
っ
て
そ
う
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

（五
）
実
存
的
不
安

　
罪は
無
垢
の
不
安
か
ら
質
的
飛
躍
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
中
に
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
「
現
実
性
は
単
な
る
一
つ
の
瞬
間
と
し
て
留
ま
る

も
の
で
は
な
い
し
、
措
定
さ
れ
た
現
実
性
は
正
し
い
現
実
性
で
は
な
い
。
そ
こ
で
不
安
は
、
ふ
た
た
び
措
定
さ
れ
た
も
の
お
よ
び
未
来
的



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

な
も
の
に
対
す
る
関
係
の
な
か
に
入
り
込
ん
で
来
る
」
。
い
ま
や
、
不
安
の
対
象
は
一
定
の
或
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
質
的
飛
躍
に
よ
っ

て罪
が
措
定
さ
れ
た
と
き
、
善
悪
の
区
別
が
措
定
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
不
安
は
そ
の
弁
証
法
的
両
義
性
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　ま
た
、
「
個
体
的
生
活
の
歴
史
は
状
態
か
ら
状
態
へ
の
運
動
の
な
か
で
進
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
状
態
も
飛
躍
に
よ
っ
て
措

定
さ
れ
る
。
罪
は
抑
止
さ
れ
な
い
限
り
、
繰
り
返
し
や
っ
て
く
る
。
罪
の
反
復
は
ど
れ
も
新
し
い
飛
躍
で
あ
り
、
飛
躍
の
直
前
に
は
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

学
的

近
似値
と
し
て
の
状
態
が
先
行
す
る
」
。
こ
の
状
態
が
心
理
学
の
対
象
で
あ
る
。
お
の
お
の
の
状
態
に
可
能
性
が
現
前
し
、
そ
の
限
り

に

お

い
て

不
安
が
現
前
する
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
罪
が
措
定
さ
れ
た
後
も
事
情
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
善
の
み
が
状
態
と

行
為
の統
一
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
精神
と
罪
が
措
定
さ
れ
た
以
上
、
実
存
は
も
は
や
無
垢
で
は
あ
り
え
な
い
。
実
存
は
意
識
的
に
罪
を
犯
す
前
に
す
で
に
罪
人
と
し
て
こ

の世
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て
、
は
じ
め
か
ら
責
め
と
罪
を
意
識
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
実
存
的
不
安
に
お
い
て
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

スト
教
に
遭
遇
す
る
の
で
あ
る
。
「
罪
の
意
識
は
瞬
聞
を
知
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
じ
め
て
措
定
さ
れ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

　
（
五
ー
一
）
悪
に
対
す
る
不
安

　こ
の
不
安
は
、
「
自
由
の
可
能
性
」
が
不
当
な
現
実
性
に
対
し
て
感
ず
る
不
安
で
「
罪
の
奴
隷
状
態
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
の
本
質
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ロ

「キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
冷
淡
で
は
な
い
と
し
て
も
、
自
己
の
罪
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
し
な
い
」
点
に
あ
る
。
こ
の
形
式
は
よ
り
高
い

立場
か
ら
見
れ
ば
、
ま
だ
善
の
内
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
個
体
は
悪
に
対
し
て
不
安
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
つ
ぎ
の
三

つ
の

場合
に
分
類
さ
れ
、
順
次
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
が
高
く
な
る
。
し
か
し
、
「
善
に
対
す
る
不
安
」
に
比
べ
る

と
、
悪
を
誰
弁
的
・
欺
瞳
的
に
受
け
入
れ
る
分
だ
け
、
「
自
由
の
可
能
性
」
が
目
指
す
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
が
低
い
。

　①
ま
ず
不
安
が
不
当
な
現
実
性
を
否
定
す
る
場
合
で
あ
る
。
措
定
さ
れ
た
罪
は
な
る
ほ
ど
止
揚
さ
れ
た
可
能
性
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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一
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八
二

同
時
に
不
当
な
現
実
性
で
あ
る
。
そ
の
限
り
不
安
は
そ
れ
と
の
関
係
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
不
当
な
現
実
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
不
安
の
狡
猜
な
誰
弁
が
生
ず
る
。
こ
こ
で
は
不
安
は
罪
の
現
実
性
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
誰
弁
的
に

可
能
性を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
不
安
が
不
当
な
現
実
性
を
否
定
し
よ
う
と
、
欺
購
が
巧
妙
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
存

がキ
リ
ス
ト
教
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、
不
当
な
現
実
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
点
で
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
は

低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　②
つ
ぎ
は
不
当
な
現
実
性
に
対
す
る
不
安
が
鈍
化
し
て
い
く
場
合
で
あ
る
が
、
精
神
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
こ
の
不
安
は
大
き
い
。

措定
さ
れ
た
罪
は
、
同
時
に
そ
れ
自
身
、
結
果
な
の
で
あ
る
が
、
自
由
と
は
縁
の
な
い
結
果
で
あ
る
。
不
安
の
関
係
は
こ
の
結
果
の
未
来

に
向
か
う
。
未
来
と
い
う
の
は
新
し
い
状
態
の
可
能
性
で
あ
る
。
不
安
は
罪
の
な
お
そ
れ
か
ら
先
の
可
能
性
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

個
体は
ど
ん
な
に
深
く
罪
の
な
か
に
沈
ん
で
も
、
ま
だ
ま
だ
深
く
沈
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
で
き
る
」
が
不
安
の
対
象
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
不
安
は
罪
の
現
実
性
を
あ
る
程
度
ま
で
取
り
除
き
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
罪
の
現
実
性
を
あ
る
程
度
ま
で
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
き
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
誰
弁
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
不
当
な
現
実
性
を
あ
る
程
度
認
め
る
点
で
、
自
己
の
内

な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
は
い
く
ぷ
ん
高
く
な
る
。

③
最
後は
不
安
が
不
当
な
現
実
性
に
対
し
て
「
悔
い
」
を
生
む
場
合
で
あ
る
。
悔
い
は
決
し
て
現
実
の
罪
そ
の
も
の
を
取
り
除
く
力
は

な
く
、
た
だ
罪
の
元
で
悩
み
う
る
だ
け
で
あ
る
。
悔
い
は
、
罪
の
結
果
を
罰
の
苦
し
み
や
破
滅
と
考
え
、
不
安
は
頂
点
に
達
す
る
。
悔
い

は
狂
気
と
な
り
、
こ
の
悔
い
に
よ
っ
て
瞬
間
ご
と
に
生
み
出
さ
れ
る
誰
弁
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
、
い
か
な
る
弁
証
法
に
も
で
き
な
い
。
こ

こ
で
は
、
悔
い
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
不
当
な
現
実
性
を
認
め
る
点
で
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
が
高
く
な
る
。

　
以
上
の

三
つ
の

場合
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
不
安
の
誰
弁
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
不
安
の
誰
弁
に
対
し
て
武
装



し
う
る
唯
一
の
も
の
は
信
仰
で
あ
る
、
と
い
う
。
「
不
安
の
誰
弁
を
無
力
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
も
の
は
、
信
仰
で
あ
る
。

状
態そ
れ
自
身
が
一
つ
の
新
し
い
罪
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
勇
気
で
あ
り
、
不
安
な
く
不
安
を
断
ち
切
る
勇
気
で
あ
る
。
…
…
信
仰
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

い
て

の
み
、
永
遠
に
、
ま
た
各
瞬
間
に
お
い
て
、
総
合
が
可
能
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
（
五
ー
二
）
善
に
対
す
る
不
安

　こ
の
不
安
は
、
不
当
な
現
実
性
が
「
自
由
の
可
能
性
」
に
対
し
て
感
ず
る
不
安
で
「
悪
魔
的
な
も
の
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
の
本
質
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

「
不自
由
性
」
と
「
閉
鎖
性
」
で
あ
り
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
の
遭
遇
を
避
け
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
防
御
を
試
み
る
」
点
に
あ
る
。
こ
の

不
安は
「
悪
に
対
す
る
不
安
」
に
比
べ
る
と
、
自
己
閉
鎖
に
よ
っ
て
善
を
積
極
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
分
だ
け
、
逆
説
的
に
、
「
自
由
の

可
能性
」
が
目
指
す
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
が
極
度
に
高
く
な
る
。

　罪
の
奴
隷
状
態
は
悪
に
対
す
る
自
由
な
き
関
係
で
あ
る
が
、
悪
魔
的
な
も
の
は
善
に
対
す
る
自
由
な
き
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

悪
魔的
な
も
の
は
、
外
か
ら
善
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
る
場
合
に
明
瞭
に
な
る
。
善
は
自
由
の
回
復
あ
る
い
は
救
済
な
ど
を
意
味
す
る
。
そ

こ
で
悪
魔
的
な
も
の
は
キ
リ
ス
ト
に
向
か
っ
て
、
「
あ
な
た
は
わ
た
し
と
な
ん
の
係
わ
り
が
あ
る
の
で
す
」
（
マ
ル
コ
五
・
七
、
ル
カ
八
・

二八
）
と
い
う
。

　す
な
わ
ち
、
悪
魔
的
な
も
の
の
本
質
は
自
己
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
意
志
す
る
不
自
由
性
あ
る
い
は
閉
鎖
性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
黙

せ
る
も
の
」
で
も
あ
る
。
黙
せ
る
も
の
は
、
意
に
反
し
て
顕
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
由
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
る
と
不
安
を

感
ずる
の
で
あ
る
。
自
由
は
た
え
ず
交
わ
り
を
す
る
が
、
不
自
由
性
は
交
わ
り
を
望
ま
な
い
。
そ
こ
で
、
自
由
が
悪
魔
的
な
も
の
に
対
し

て外
か
ら
関
係
を
持
ち
始
め
る
と
、
悪
魔
的
な
も
の
は
意
に
反
し
て
、
言
葉
を
吐
露
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
悪
魔
的
な
も
の
の
開
示

の

原則
で
あ
る
。
言
葉
の
う
ち
に
は
交
わ
り
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
善
と
は
閉
鎖
性
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
開
示
は
救

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
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済
の

最初
の
表
現
で
あ
り
、
言
葉
を
あ
え
て
発
す
れ
ば
、
魔
法
の
力
は
破
れ
る
の
で
あ
る
。

　ち
な
み
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
悪
魔
的
な
も
の
を
、
不
自
由
性
と
閉
鎖
性
と
の
関
連
で
、
「
突
発
的
な
も
の
」
、
「
無
内
容
な
も
の
」
、

「
退屈
な
も
の
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
。

　
（
五
－
三
）
内
面
性
と
真
摯

　さ
て
、
悪
魔
的
な
も
の
の
本
質
は
不
自
由
性
と
閉
鎖
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
由
の
喪
失
は
悪
魔
的
な
も
の
の
表
象
で
あ
る
。
キ
ェ

ルケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
肉
体
的
・
心
理
的
に
喪
失
さ
れ
る
自
由
と
の
関
係
で
極
端
に
悪
魔
的
な
も
の
は
畜
生
道
で
あ
る
。
他
方
、
精
神

的
に
喪
失
さ
れ
る
自
由
と
の
関
係
で
悪
魔
的
な
も
の
は
ひ
ろ
く
行
き
渡
っ
て
い
る
。
悪
魔
的
な
も
の
は
「
善
に
対
す
る
不
安
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

善
は
自
由
の
回
復
や
救
済
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
由
の
内
容
ま
た
は
喪
失
さ
れ
た
自
由
の
内
容
を
検
討
す
れ
ぱ
、
悪
魔
的
な
も

の

の

形態
が
明
白
に
な
る
。

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
自
由
は
真
理
で
あ
り
、
真
理
は
人
間
を
自
由
に
す
る
自
由
の
行
為
で
あ
る
。
真
理
は
み
ず
か
ら
行
動
し

つ
つ
、
そ
れ
を
生
み
出
す
限
り
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
自
由
の
内
容
は
、
知
的
に
見
れ
ば
、
真
理
で
あ
る
。
そ
し
て
真
理
は
人
間
を
自
由
に
す
る
。
ま
さ
し
く
そ
の
ゆ
え
に
、
真
理
は
自
由
の

行
為
であ
る
。
…
…
真
理
は
彼
自
身
が
行
動
し
つ
つ
そ
れ
を
生
み
出
す
限
り
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
…
…
た
だ
行
動
に
よ
っ
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
け

到
達さ
れ
、
た
だ
行
動
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
確
信
が
、
内
面
性
が
、
お
よ
そ
個
体
鯛
悪
魔
的
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
」
。

　
では
、
内
面
性
（
内
面
的
確
信
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
主
体
性
で
あ
り
、
具
体
的
な
自
己
意
識

であ
る
。
自
己
意
識
は
行
為
で
あ
り
、
内
面
性
で
あ
る
。
内
面
性
は
自
己
意
識
に
相
応
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
応
な
内

面性
が
欠
如
す
れ
ば
、
そ
こ
に
内
面
性
の
獲
得
を
恐
れ
る
悪
魔
的
な
も
の
が
現
れ
る
。
こ
こ
で
自
由
の
行
為
、
自
己
意
識
の
行
為
と
い
わ



れる
の
は
、
実
存
生
成
の
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「
意
識
が
持
ち
う
る
も
っ
と
も
具
体
的
な
内
容
は
、
自
分
自
身
に
関
す
る
意
識
、
個
体
そ
れ
自
身
に
関
す
る
意
識
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
は

き
わ
め
て
具
体
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
…
…
自
己
は
［
実
存
］
生
成
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
静
観
の
ま
と
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

た
対
象
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
は
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
行
為
は
ま
た
内
面
性
で
あ
る
」
。

　こ
こ
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
内
面
性
の
欠
如
に
関
す
る
図
式
を
、
悪
魔
的
な
も
の
の
実
例
と
し
て
提
示
す
る
。
内
面
性
の
欠
如
の
形

式は
反
省
的
規
定
で
あ
る
ゆ
え
に
、
能
動
性
ー
受
動
性
、
ま
た
は
受
動
性
－
能
動
性
と
い
う
二
重
の
形
式
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
不
信
仰

－
迷
信
、
お
も
ね
り
（
猫
っ
か
ぶ
り
）
ー
憤
慨
、
高
慢
－
卑
怯
な
ど
。
こ
れ
ら
の
図
式
に
欠
如
し
て
い
る
の
は
内
面
性
で
あ
り
、
内
面
性
の

獲
得を
恐
れ
る
不
安
と
し
て
の
悪
魔
的
な
も
の
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
、
実
存
生
成
に
お
い
て
「
自
由
の
可
能
性
」
が
目
指
す
自
己
の
内

な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
の
獲
得
を
恐
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
悪
魔
的
な
も
の
は
「
善
に
対
す
る
不
安
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　さ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
内
面
性
は
真
摯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
面
性
と
真
摯
の
関
係
は
泉
と
湧
水
の
関
係
に
あ
り
、
「
内
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

性
は
、
永
遠
の
生
命
に
い
た
る
水
が
湧
き
上
が
る
泉
で
あ
り
、
こ
の
泉
か
ら
涌
き
出
る
も
の
こ
そ
、
真
摯
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ね

　
真摯
と
は
そ
も
そ
も
定
義
で
き
な
い
実
存
概
念
で
あ
る
が
、
あ
え
て
い
う
な
ら
心
情
の
根
源
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
同
時
に
真
摯
の
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
表
し
て
い
る
。

　
「
真
摯
と
心
情
と
は
、
真
摯
が
心
情
の
本
質
の
よ
り
高
い
、
ま
た
こ
の
上
な
く
深
い
表
現
で
あ
り
、
相
互
に
呼
応
す
る
。
心
情
は
直
接
性

の

規定
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
真
摯
は
、
心
情
の
獲
得
さ
れ
た
根
源
性
で
あ
る
。
自
由
の
責
任
の
う
ち
に
保
持
さ
れ
た
心
情
の
根
源
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

浄福
の
享
受
の
う
ち
に
堅
持
さ
れ
た
心
情
の
根
源
性
で
あ
る
。
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
永
遠
的
な
も
の
を
示
し
て
い
る
」
。

　そ
し
て
ま
た
、
真
摯
な
人
格
だ
け
が
本
当
の
人
格
な
の
で
あ
り
、
真
摯
に
事
を
為
す
に
は
真
摯
の
対
象
で
あ
る
「
自
己
自
身
」
に
対
し

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
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八
六

て

真摯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
間
は
心
情
を
そ
な
え
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
真
摯
を
そ
な
え
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

　こ
の
よ
う
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
内
面
性
は
真
摯
で
あ
り
、
真
摯
を
別
の
仕
方
で
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
。
「
内
面
性
が

欠如
す
る
や
否
や
精
神
は
有
限
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
内
面
性
は
永
遠
性
な
の
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
に
お
け
る
永
遠
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
お
け

の

の

規定
な
の
で
あ
る
」
と
。

　
つま
り
、
内
面
性
と
真
摯
は
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
と
ほ
ぼ
同
義
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

真摯
は
泉
と
湧
水
の
関
係
か
ら
、
内
面
性
の
中
心
概
念
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
存
が
内
面
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
自
由

の

行為
と
し
て
の
実
存
生
成
に
お
い
て
、
「
自
由
の
可
能
性
」
が
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
の
獲
得
を
目
指
す
「
自
己
自
身
」
に

対し
て
真
摯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
真
摯
の
対
象
で
あ
る
「
自
己
自
身
」
に
対
し
て
真
摯
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存

生成
に
お
け
る
自
由
の
行
為
は
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て
内
面
性
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
自
己
の
内
に
内
面
性
を
獲
得
す
る
行
為

は
、
同
時
に
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
を
獲
得
す
る
た
め
の
行
為
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
う
な
ら
ば
、
不
安

と
し
て
の
「
自
由
の
可
能
性
」
が
、
無
限
性
に
対
す
る
内
的
確
信
と
し
て
の
信
仰
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
善
の
み
が
状
態
と
行
為

の統
一
で
あ
る
」
と
い
う
自
由
の
行
為
を
実
践
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
では
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
は
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
人
間
の
総
合
の
一
契
機
と
し
て
の
「
永

遠
的な
も
の
」
は
、
瞬
間
に
お
い
て
措
定
さ
れ
る
精
神
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
「
善
に
対
す
る
不
安
」
に
お
け
る
「
悪
魔
的
な
も

の
」
の
対
極
と
し
て
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
へ
の
意
識
が
、
逆
説
的
に
極
度
に
高
ま
る
形
で
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
悪
魔

的
な
も
の
」
の
本
質
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
遭
遇
を
避
け
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
防
御
を
試
み
る
不
自
由
性
と
閉
鎖
性
で
あ
り
、
内
面
性



と
真
摯
の
欠
如
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
最
後
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
永
遠
的
な
も
の
」
と
「
悪
魔
的
な
も
の
」
を
対
比
し
て
、
「
永

遠
的な
も
の
を
正
し
く
具
体
的
に
理
解
し
て
い
な
い
者
に
は
、
内
面
性
と
真
摯
が
欠
け
て
い
る
。
…
…
人
間
の
内
な
る
永
遠
的
な
も
の
を

否定
し
た
り
、
永
遠
的
な
も
の
を
抽
象
的
・
空
想
的
に
把
握
し
た
り
、
形
而
上
学
的
に
把
握
し
た
り
す
る
な
ど
、
…
…
ひ
と
は
永
遠
性
を

真剣
に
考
え
よ
う
と
し
な
い
で
、
永
遠
性
に
対
し
て
不
安
を
抱
き
、
不
安
は
様
々
な
逃
げ
道
を
考
え
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
悪
魔

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
け

的な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
は
「
悪
魔
的
な
も
の
」
と
対
峙
す
る
、
内
面
性

と
真
摯
を
伴
っ
た
自
由
と
救
済
を
も
た
ら
す
具
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
で
あ
る
こ
と
が
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

三
　自
由
の
可
能
性
の
意
味
内
容

　
前
述
の
と
お
り
、
不
安
は
「
自
由
の
可
能
性
」
で
あ
り
、
不
安
と
「
自
由
の
可
能
性
」
と
は
相
即
不
離
、
背
中
合
わ
せ
の
関
係
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
精
神
が
措
定
さ
れ
る
前
の
「
無
垢
の
不
安
」
に
も
、
精
神
と
罪
が
措
定
さ
れ
た
後
の
「
実
存
的
不
安
」
に
も
、
「
自
由
の
可

能
性
」
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
精
神
そ
の
も
の
の
可
能
性
と
し
て
の
「
自
由
の
可
能
性
」
は
、
自
己
が
自
己
と
な
り
精
神
と
な
る
た
め
に
、

実
存
の
根
源
と
し
て
の
無
垢
の
段
階
か
ら
準
備
さ
れ
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
の
獲
得
を
目
指
し
て
垂
直
に
上
昇
す
る
。
マ

ラ
ン
チ
ュ
ク
は
、
人
間
は
実
存
の
根
源
か
ら
「
永
遠
性
に
対
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
」
精
神
的
存
在
で
あ
る
と
い
い
、
動
物
と
人
間
を
対

比し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
動
物
が
時
間
的
に
消
え
て
い
く
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
間
は
永
遠
性
に
対
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
。
…
…
永
遠
的
な
も
の
に
結

び
つけ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
…
…
人
間
が
自
由
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
動
物
が
本
能
に
結
ば
れ
て
い
る

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
自
由
の
可
能
性
」
（
山
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
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む

の
に対
し
て
、
人
間
は
そ
の
運
動
を
み
ず
か
ら
決
め
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
可
能
性
は
人
間
的
存
在

に

お

い
て中
心
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
可
能
性
の
内
に
自
由
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
自
由
の
可
能
性
」
が
根
源
的

に

賦
与さ
れ
て
い
る
人
間
は
、
根
源
か
ら
「
永
遠
性
に
対
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
」
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
り

　
他
方キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
不
安
は
克
服
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
…
…
絶
滅
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
も
い
う
。
つ
ま
り
、
不
安
と

し
て
の
「
自
由
の
可
能
性
」
は
、
自
己
の
内
な
る
「
永
遠
的
な
も
の
」
の
獲
得
を
つ
ね
に
目
指
す
と
こ
ろ
の
、
実
存
の
「
途
上
」
と
し
て

の

姿そ
の
も
の
の
表
現
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
実
存
は
つ
ね
に
善
悪
に
対
し
て
不
安
を
抱
き
、
警
告
と
し
て
の
不
安
を
覚
え
な
が
ら
、
瞬

間
・
瞬
間
に
真
摯
に
自
己
自
身
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
存
在
で
あ
る
。
「
善
の
み
が
状
態
と
行
為
の
統
一
で
あ
る
」
と
い
う
瞬
間
に
お
け
る

「永
遠
的
な
も
の
」
の
獲
得
は
、
同
時
に
つ
ぎ
の
瞬
間
へ
の
「
自
由
の
可
能
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
自
己
は
、
そ
れ
が
現
存
し
て
い
る

お

の

お
の

の

瞬間
に
お
い
て
、
生
成
の
途
上
に
あ
る
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
可
能
的
な
も
の
と
し
て
の
自
己
は
現
実
的
に
そ
こ
に
あ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
現
実
化
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
自
由
の
可
能
性
に
お
い
て
は
、
「
信
仰
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ね

そ
が
無
限
性
を
先
取
り
す
る
と
こ
ろ
の
内
的
確
信
な
の
で
あ
る
」
。

四　
お
わ
り
に

　キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
『
不
安
の
概
念
』
終
章
に
お
い
て
、
不
安
と
「
自
由
の
可
能
性
」
の
意
義
を
、
信
仰
と
救
済
と
の
関
係
に
お
い
て

積
極
的
に

認め
る
。
人
間
は
不
安
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
偉
大
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
不
安
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
る
者
は
可
能
性

に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
可
能
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
者
は
無
限
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
可



能性
に
対
し
て
真
摯
と
信
仰
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
自
己
自
身
に
真
摯
で
あ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
ま
り

と
結
論
づ
け
る
。
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