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フ
ラ
ン
ク
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ル
ト
時
代
に
お
け
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
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1
一
特
に
美
し
い
魂
に
関
連
し
て
…

向

井

守

一
　
序

口

　
宗
教
改
革
と
宗
教
戦
争
と
の
総
決
算
で
あ
っ
た
三
十
年
戦
争
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
近
代
産
業
の
繭
芽
を
破
壊
し
、
三
百
有
余
の
領

邦
国
家
に
分
裂
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
後
進
性
の
基
礎
を
お
い
た
。
そ
れ
以
後
ド
イ
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
た
経
済
的
文

化
的
発
展
に
参
与
す
る
こ
と
な
く
、
へ
！
ゲ
ル
が
「
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
と
言
う
よ
う
な
分
裂
状
態
で
過
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
十
八
世
紀
に
な
っ
て
、
経
済
的
面
輪
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
撮
い
手
で
あ
る
市
民
階
級
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
統
一
を
提
起
す
る
に

は
余
り
に
も
無
力
で
あ
り
、
成
熟
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
封
建
制
度
の
徹
底
的
打
倒
を
隠
密
す
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
ド
イ
ツ
の
農
民
・
市

民
・
知
識
人
の
諸
階
級
に
な
っ
て
、
新
し
い
福
音
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
数
個
所
で
暴
動
が
分
散
的
に
起
つ
た
が
、
市
民
階
級
の
主
体
的

能
力
の
成
熟
及
び
中
央
集
権
の
確
立
と
漸
う
社
会
的
前
提
の
欠
け
た
ド
イ
ツ
で
は
、
全
鷹
的
革
命
に
至
ら
ず
、
た
だ
ち
に
鎮
圧
さ
れ
た
。

　
へ
…
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ド
イ
ツ
後
進
盤
と
を
社
会
的
青
景
と
し
て
生
涯
を
送
っ
た
。
彼
の
思
想
的
発
展
も
社
会
か



　
　
ら
分
離
し
た
真
空
に
お
い
て
で
な
く
、
後
進
国
ド
イ
ツ
に
投
げ
出
さ
れ
た
自
己
の
社
会
的
な
在
り
方
、
実
存
の
問
題
の
研
究
に
よ
っ
て
、

　
　
即
ち
社
会
と
個
人
と
の
自
覚
的
対
決
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
彼
の
実
存
も
こ
の
対
決
過
程
に
お
い
て
多
様
な
遍
歴
を
重
ね
る
。
特
に
ベ

　
　
ル
ン
時
代
（
一
七
九
三
一
六
）
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
（
一
七
九
七
i
一
八
○
○
）
、
イ
エ
ナ
時
代
（
一
八
〇
一
一
七
）
の
差
異
は
顕
著
で

　
　
あ
る
。
彼
は
「
精
神
哲
学
」
で
人
生
行
路
の
諸
段
階
を
取
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
ベ
ル
ン
時
代
を
「
青
年
期
」
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

　
　
ト
時
代
を
「
青
年
か
ら
大
人
へ
の
移
行
期
」
、
イ
エ
ナ
時
代
を
「
大
人
期
」
と
大
体
に
お
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
青
年
は

　
　
理
想
と
現
実
、
当
為
と
存
在
と
を
鋭
く
対
立
さ
せ
、
現
実
に
反
抗
し
て
、
理
想
に
し
た
が
っ
て
改
革
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
理
想
は
き

　
　
び
し
い
現
実
に
衝
突
し
て
、
単
に
主
観
的
理
想
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
、
挫
折
す
る
。
「
そ
の
理
想
の
直
接
的
実
現
の
不
可
能
は
、
青

　
　
年
を
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
に
す
る
〕
（
望
曙
配
8
幾
ド
柳
。
。
霧
N
器
鋤
け
N
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
青
年
は
青
年
か
ら
大
人
へ
の
移
行
期
、
心
理
的

　
　
葛
藤
の
苦
悩
と
不
安
に
満
ち
た
生
の
危
機
の
時
期
に
入
る
。
　
「
こ
の
よ
う
な
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
か
ら
…
…
誰
れ
も
が
た
や
す
く
抜
け
出
せ

　
　
な
い
。
そ
れ
に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
遅
け
れ
ば
遅
い
程
、
症
状
は
一
層
危
険
に
な
る
。
…
…
入
は
梱
対
的
無
能
力
に
落
入
る
。
そ
れ
は
容
易

　
　
に
現
実
的
無
能
力
に
移
っ
て
行
く
」
（
o
℃
・
o
旨
）
。
こ
の
よ
う
に
哲
学
体
系
に
お
い
て
他
人
事
の
よ
う
に
語
る
へ
…
ゲ
ル
も
決
し
て
例
外
で

　
　
は
な
か
っ
た
。
「
私
は
こ
の
よ
う
な
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
を
二
・
三
年
間
虚
脱
状
態
に
な
る
ま
で
悩
み
ま
し
た
」
（
§
芝
ぎ
鎌
ω
畠
導
霧
罫
同
。
。
日
O
・

　
　
μ
ミ
）
　
と
彼
自
身
の
若
い
日
を
麟
零
し
て
告
白
し
て
い
る
。
「
ヒ
ュ
ペ
リ
オ
ン
」
で
意
識
的
に
「
青
年
か
ら
大
人
へ
の
移
行
期
」
を
文
学

　
　
的
に
表
現
し
よ
う
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
　
「
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
青
年
か
ら
大
人
へ
の
移
り
行
き
程
悪
い
時
代
は
な
い
。
…
…

　
　
こ
の
時
代
は
本
来
汗
と
怒
り
と
不
眠
と
不
安
と
雷
雨
の
時
代
で
あ
り
、
生
涯
の
最
も
苦
し
い
時
代
で
あ
る
」
（
㊤
雛
　
〔
｝
①
嵩
　
じ
づ
肖
質
餌
Φ
壇
．
O
Q
O
●
“
．
膳
）

　
　
と
言
う
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
時
期
に
同
じ
道
を
池
っ
て
い
た
。
へ
…
ゲ
ル
が
ベ
ル
ン
時
代
に
か
け
て
の
数
年
問
、
こ
の
よ
う
な
ヒ

　
　
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
の
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
手
記
や
他
の
資
料
か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
令
的
に
は
二
十
七
才
頃
か
ら
三
十
才

　
　
頃
の
間
で
あ
る
。
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
に
襲
わ
れ
る
年
令
に
し
て
は
遅
い
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
彼
が
雷
う
ご
と
く
、
そ
れ
だ
け
一
層
危
険

　
　
性
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
こ
の
実
存
の
危
機
に
お
い
て
こ
そ
、
自
運
の
実
存
を
晃
極
め
る
た
め
に
、
岡
時
期
代
の
哲
学
思
想
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論ハ

j

86
5
　
を
摂
遣
し
、
批
判
的
に
慰
奏
し
自
罷
の
も
の
と
し
て
、
霞
己
の
哲
学
を
形
成
し
体
系
化
す
る
基
礎
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
「
青

　
年
か
ら
大
人
へ
の
移
行
の
時
代
」
　
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
を
焦
点
と
し
て
、
後
進
函
ド
イ
ツ
と
書
う
状
況
に
お
か
れ
た
へ
…
ゲ
ル
の
実

　
存
が
、
ど
の
よ
う
な
変
答
を
う
け
、
遜
歴
を
重
ね
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
思
想
的
立
場
に
落
ち
つ
き
、
　
「
大
人
」
に
な
っ
て
行
く
か

　
と
言
う
こ
と
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
ま
ず
簡
単
に
ベ
ル
ン
時
代
に
ふ
れ
る
。

ニ
　
ベ
川
ン
時
代

　
一
七
九
三
年
置
．
一
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
を
卒
業
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
市
の
名
家
で
あ
る
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
家
の
家
庭
教
師
と

な
る
。
当
時
の
彼
は
カ
ン
ト
に
始
ま
る
思
想
的
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
に
あ
4
9
け
る
政
治
的
箪
命
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
感
動
に
満
た
さ
れ
て
い

る
。
　
「
神
の
国
は
来
た
ら
ん
。
私
達
は
手
を
空
し
く
懐
の
中
に
入
れ
て
お
い
て
は
い
け
な
い
。
…
…
理
性
と
自
由
が
私
達
の
合
言
葉
だ
。

そ
し
て
合
一
点
は
冒
に
見
え
ぬ
教
会
」
（
鵠
£
亀
§
ω
島
Φ
蕩
農
》
り
α
・
H
・
）
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
理
念
が
拡
が
る
に
つ
れ
て
、
永
遠
に

す
べ
て
を
あ
る
が
ま
ま
に
と
る
分
量
く
さ
い
切
々
の
怠
欝
は
港
え
る
だ
ろ
う
」
（
灘
£
．
色
欝
も
。
。
ぎ
箏
H
α
q
．
0
9
恥
」
α
）
。
彼
は
存
在
の
環
実

と
当
為
の
理
念
と
を
対
立
さ
せ
る
「
青
年
偏
で
あ
る
。
彼
は
す
ぐ
に
も
「
神
の
国
」
が
来
る
と
思
っ
て
い
る
。
空
し
く
待
た
な
い
で
、
霞

か
ら
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
働
き
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
対
象
は
、
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
彼
は
ド
イ
ツ
が
薩
藤
し
て
い
る
不
幸
な
歴
史
的
祉
会
的
停
滞

の
根
源
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
晃
出
し
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
論
文
を
読
ん
だ
時
の
感
想
に
、
　
「
宗
会
と
象
徴
に
よ
っ
て
呪
わ
れ
た
、

何
で
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
何
か
一
つ
の
異
教
が
栄
え
て
、
公
共
的
慢
侮
体
系
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
私
達
や
人
類
に
と
っ
て

名
誉
な
結
果
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
書
う
疑
念
が
、
特
に
実
証
さ
れ
て
い
る
を
冤
た
」
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
。
（
§
G
。
。
冨
臨
農

り
墾
。
。
■
G
。
O
）
と
言
っ
て
も
彼
は
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
全
体
に
非
難
の
閣
を
向
け
て
い
た
の
で
は
な
い
。
レ
ッ
シ
ン
グ
が
「
キ
リ
ス
ト
教
」



　
　
（
O
町
蓬
鐸
・
寄
凝
ざ
・
・
）
と
「
キ
リ
ス
ト
の
宗
教
」
（
寄
｝
歎
呂
O
｝
三
巴
）
と
に
、
カ
ン
ト
が
「
理
性
宗
教
」
と
「
舗
定
的
宗
教
」
と
に
区

　
　
携
し
た
よ
う
に
、
へ
…
ゲ
ル
も
ま
た
「
イ
エ
ス
の
宗
教
」
と
「
既
成
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
を
峻
別
す
る
。
彼
は
「
，
実
践
理
性
の
み
が
神
へ

　
　
御
上
を
基
礎
ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
2
0
竃
“
頃
の
α
q
o
騨
昏
8
δ
α
q
置
0
7
0
』
蟷
α
蔓
①
灘
留
0
7
臨
漆
Φ
鋒
ω
．
○
。
①
H
以
外
N
と
略
す
）
と
雷
う
カ
ン
ト
的
な

　
　
理
性
宗
教
の
立
場
か
ら
、
歴
史
的
既
成
宗
教
を
批
判
す
る
。
人
毎
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
与
え
ら
れ
た
ド
ク
マ
に
人
聞
を
隷
属
さ
せ
、
そ

　
　
の
主
体
盤
の
喪
失
に
導
く
宗
教
的
既
成
性
に
対
し
て
、
書
室
的
な
道
徳
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
彼
の
課
題
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
当
時
の
彼

　
　
の
実
存
は
道
徳
牲
と
既
成
性
と
の
対
決
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
対
決
の
具
俸
的
過
程
は
、
九
五
年
頃
に
書
か
れ
た
「
イ
エ
ス
伝
」
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
生
誕
。
奇
膜
・
復
活
等
の
超

　
　
自
然
的
事
件
は
全
て
顧
慮
さ
れ
な
い
。
イ
エ
ス
も
神
的
な
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
人
聞
イ
エ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
ラ
イ
マ
ル
ス
、
ゼ
ム
ラ

　
　
…
、
パ
ウ
ル
ス
等
に
よ
っ
て
、
当
時
や
つ
と
端
初
に
つ
い
た
ば
か
り
の
、
イ
エ
ス
の
存
在
を
歴
史
的
に
吟
味
し
、
福
音
書
を
史
料
と
し
て

　
　
分
析
し
て
、
そ
の
生
涯
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
な
試
み
で
は
な
い
。
シ
．
　
バ
イ
ツ
ア
ー
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ス
伝
は
…
…
学

　
　
問
的
意
義
の
な
い
青
年
時
代
の
作
晶
で
あ
る
．
．
そ
れ
は
共
観
福
音
書
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
カ
ン
ト
的
合
理
主
義
的
解
釈
を
与
え
て
い
る
」

　
　
（
ω
O
ゲ
芝
①
搾
N
O
が
　
○
①
ω
O
｝
比
島
回
樽
の
儀
Φ
圏
い
Φ
σ
O
鵠
ほ
一
〇
Q
陰
自
疑
団
○
醜
こ
り
。
げ
声
質
徽
ω
◎
H
H
①
）
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
四
福
音
書
を
史
料
と
し
て
同
異
値
を
持

　
　
つ
も
の
と
し
て
、
主
観
的
に
史
的
イ
エ
ス
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ス
の
う
ち
に
麿
己
の
実
存
を

　
　
体
化
さ
せ
、
ド
イ
ツ
の
現
実
を
な
ぞ
ら
え
た
ユ
ダ
ヤ
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
、
奏
覧
の
実
存
を
検
討
す
る
と
雷
う
思
考
実
験
を
し
て
い

　
　
た
こ
と
が
解
る
。
即
ち
彼
は
イ
エ
ス
に
お
い
て
自
己
解
釈
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
イ
エ
ス
は
宗
教
的
既
成
性
に
隷
属
し
、
人
間
の
自
立
性
を
喪
失
し
た
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
、
カ
ン
ト
的
道
徳
姓
を
回
復
す
る
社
会
的
啓
蒙
家

　
　
と
し
て
環
わ
れ
る
。
悪
魔
の
試
錬
に
際
し
て
、
彼
は
「
彼
の
心
に
消
え
る
こ
と
な
く
書
か
れ
た
も
の
、
道
徳
の
永
遠
の
法
購
」
（
三
．
ω
亀
卜
。
。
）

　
　
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
誓
う
。
山
上
の
聖
訓
の
中
の
律
法
を
成
就
す
る
た
め
に
来
た
と
嘗
う
言
蘂
は
、
律
法
を
小
心
に
守
る
こ
と
に
満
足

　
　
し
な
い
で
、
義
務
へ
の
尊
敬
か
ら
道
徳
性
に
し
た
が
っ
て
行
動
せ
よ
と
添
う
よ
う
に
カ
ン
ト
的
に
解
釈
さ
れ
る
。
理
性
と
感
性
と
を
鋭
く

麟　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
へ
！
ゲ
ル
の
実
存
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論
ハ
四

対
立
せ
し
め
て
、
両
者
の
聞
に
転
々
と
す
る
こ
と
は
二
軍
に
仕
え
る
こ
と
に
等
し
い
と
非
難
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
は
や
が
て
「
理
性
の
法
則

の
み
が
命
じ
ら
れ
る
善
の
国
と
し
て
の
神
の
国
」
（
客
ω
．
O
ゆ
）
の
到
来
を
確
信
し
つ
つ
、
十
字
架
に
か
か
り
、
葬
ら
れ
る
。

　
イ
エ
ス
の
理
性
宗
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
的
偏
見
を
持
つ
た
使
徒
達
に
よ
り
、
懇
懐
的
に
普
及
し
て
、
既
成
宗
教
に
転
化
す
る
。
　
「
人
間
本
性

の
頽
廃
の
教
説
」
と
し
て
の
既
成
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
古
代
社
会
解
体
期
の
ア
ト
ム
化
し
た
個
人
に
よ
っ
て
、
受
容
さ
れ
る
。
　
「
ロ

ー
マ
の
庵
主
の
髪
綱
政
治
は
人
間
の
精
神
を
地
上
か
ら
追
立
て
、
窟
由
の
剥
奪
は
人
間
の
精
神
を
し
て
そ
の
永
遠
な
も
の
、
そ
の
絶
対
的

な
も
の
を
神
へ
と
逃
避
さ
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
た
。
そ
れ
が
拡
め
た
不
幸
は
、
幸
福
を
天
国
に
お
い
て
求
め
、
期
待
す
る
こ
と
を
余

儀
な
く
し
た
偏
（
客
ω
・
旨
“
）
。
こ
の
よ
う
に
既
成
宗
教
に
お
け
る
宗
教
的
自
己
疎
外
を
説
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
後
期
の
彼
を
批
判
す
る
こ
と

か
ら
出
発
し
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
、
特
に
パ
ウ
エ
ル
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
・
マ
ル
ク
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
先
取
し
て
い
る
。
彼
の

課
題
は
天
国
に
疎
外
さ
れ
た
人
間
性
を
「
少
な
く
と
も
理
論
に
お
い
て
」
（
2
・
ω
・
じ
。
卜
⊃
O
）
地
上
に
返
還
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

か
し
一
体
ど
の
よ
う
な
時
代
が
、
こ
の
よ
う
な
権
利
を
行
使
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
か
と
書
う
疑
問
を
、
発
し
た
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
践
理
牲
の
立
場
か
ら
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
実
数
的
研
究
に
励
ん
で
い
る
間
に
、
友
人
達
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ル
ダ
…
り

ン
は
、
シ
ラ
…
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
影
響
の
下
に
、
「
純
粋
理
性
批
判
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
革
命
」
（
ω
。
滞
篶
⇒
σ
q
§
該
Φ
σ
q
去
り
㎝
』
誌
）
を

成
就
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
は
結
果
を
与
え
た
が
、
な
お
前
提
が
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
哲

学
革
命
の
完
成
は
、
カ
ン
ト
的
壬
兀
論
か
ら
、
汎
神
論
的
・
美
的
一
元
論
の
方
響
に
む
け
て
な
さ
れ
た
。
へ
…
ゲ
ル
霞
身
は
「
カ
ン
ト
の

体
系
と
そ
の
最
高
の
完
成
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
革
命
を
期
待
し
て
い
る
」
（
p
・
詳
ω
。
冨
襲
護
脅
り
㎝
◆
A
曾
峯
）
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
カ
ン
ト

哲
学
の
輔
般
的
啓
蒙
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
社
会
革
命
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
チ
ュ
ビ
ン
ゲ
ン
の
正
統
派
神
学
者
達
、
特
に
シ
ュ
ト
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
要
請
を
恣
意
的
に
利
用
し
て
、
既
成
的
歴
史
的

ド
ク
マ
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
シ
ェ
リ
ン
グ
は
神
の
存
在
の
証
明
を
批
判
的
に
吟
味
し
て
、
　
「
あ
っ
と
思
う
問
に
機
械



　
　
仕
掛
の
神
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
格
的
、
個
人
的
実
在
だ
」
（
ω
昏
Φ
岳
護
欝
瓢
Φ
α
q
鉱
㊤
伊
ピ
㎝
）
と
彼
等
を
梛
鍮
す
る
。
へ
！
ゲ
ル
は

　
　
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
解
ら
な
い
と
告
げ
て
、
「
私
達
は
本
来
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
の
か
」
（
彗
ω
警
①
劉

　
　
臣
㌍
霧
．
歴
下
旬
）
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
疑
問
は
シ
ェ
リ
ン
グ
を
か
ら
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
程
、
ひ
ど

　
　
く
驚
か
せ
た
。
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
革
命
の
歩
み
か
ら
遅
れ
て
い
た
。
彼
は
ま
だ
カ
ン
ト
の
視
野
の
う
ち
に
あ
る
。
「
私
達
は
人

　
　
格
的
実
在
以
上
の
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
ω
。
滞
H
鋒
α
q
重
篤
①
σ
q
①
憎
誤
・
楠
・
斜
）
と
答
え
、
「
私
は
ス
ピ
ー
チ
ス
ト
に
な
っ
た
」

　
　
と
告
白
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
哲
学
の
最
高
原
理
は
、
客
体
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
自
我
で
は
な
く
、
自
由
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
絶
対

　
　
我
で
あ
る
。
「
哲
学
の
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
は
自
由
で
あ
る
」
。
人
絡
性
は
客
体
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
絶
対
我
は
主
客
合
一
・
無

　
　
制
約
的
な
も
の
、
即
ち
神
で
あ
る
。
「
い
か
な
る
人
格
神
も
存
在
し
な
い
。
私
達
の
最
高
の
努
力
は
人
格
性
の
破
壊
で
あ
る
」
と
書
う
シ

　
　
エ
リ
ン
グ
は
、
カ
ン
ト
の
神
の
存
在
の
道
徳
的
証
明
の
批
判
的
検
討
に
よ
っ
て
、
汎
神
論
の
立
場
に
立
つ
。
こ
の
こ
と
は
九
五
年
に
発
表

　
　
さ
れ
た
「
哲
学
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
」
で
は
っ
き
り
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
い
ま
だ
シ
ラ
ー
の
影
響
下
に
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
深
く
傾
倒
し
て
い
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
批
判
縣
に
お
い
て
機
械

　
　
論
と
目
的
論
と
の
統
一
を
認
め
、
カ
ン
ト
に
隠
さ
れ
て
い
る
客
観
的
観
念
論
の
青
芽
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
主
体
と
客
体
と
の

　
　
合
一
は
、
絶
対
我
に
お
い
て
、
又
は
人
が
侮
ん
と
呼
ぼ
う
と
美
的
に
餌
ω
轡
①
瀞
。
び
知
的
鷹
観
に
お
い
て
可
能
で
あ
り
ま
す
」
（
類
α
蜀
Φ
肖
H
貯

　
　
霞
ω
。
ぼ
頴
磐
霞
・
り
・
似
）
と
語
る
彼
は
、
美
的
汎
神
論
の
方
向
に
進
ん
で
行
く
。

　
　
　
九
六
年
の
半
ば
頃
よ
り
、
へ
！
ゲ
ル
は
精
神
的
不
調
に
悩
み
、
活
力
に
満
ち
た
実
存
も
怪
い
陰
を
宿
す
よ
う
に
な
る
。
シ
エ
り
ン
グ
は

　
　
「
不
決
断
と
消
沈
の
状
態
」
を
慰
め
て
、
　
「
君
の
よ
う
な
力
量
を
具
え
た
人
間
が
、
こ
の
よ
う
な
不
決
断
に
圧
倒
さ
れ
て
は
い
け
な
い
」

　
　
（
餌
鐸
　
回
国
①
σ
q
O
H
．
　
り
①
．
　
①
．
邸
O
）
と
晶
…
悶
っ
て
、
他
所
に
就
職
を
見
つ
け
る
よ
う
に
忠
告
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
状
態
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

　
　
手
紙
（
り
9
に
』
O
）
か
ら
も
推
測
さ
れ
、
こ
の
年
の
秋
故
郷
に
帰
っ
た
時
の
彼
の
印
象
を
述
べ
た
妹
の
報
告
も
岡
じ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
（
国
。
の
窪
ξ
§
N
・
頃
Φ
α
Q
画
、
・
。
び
Φ
び
窪
・
ω
・
G
。
O
）
友
人
達
へ
の
手
紙
の
散
失
の
た
め
に
、
そ
の
原
因
を
確
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
他
国
に

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
｝
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
六
五
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905
　
　
お
け
る
友
も
な
き
孤
立
無
援
の
状
態
、
カ
ン
ト
哲
学
を
離
れ
始
め
、
思
想
的
混
迷
に
落
入
つ
た
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
権
の
変
鋤
の
た
め

　
　
に
、
ド
イ
ツ
の
分
裂
が
一
層
強
化
さ
れ
、
彼
の
革
命
的
意
園
の
挫
折
し
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
「
青
年
か
ら
大
人
へ
の

　
　
移
行
期
」
・
「
実
存
の
危
機
」
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
八
月
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
贈
っ
た
詩
「
エ
ロ
イ

　
　
ジ
ス
」
で
、
ゲ
イ
ル
タ
イ
が
「
神
秘
的
汎
神
論
」
と
名
付
け
る
思
想
的
転
向
が
な
さ
れ
る
。

　
　
　
そ
の
頃
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
筆
蹟
に
な
る
断
片
「
ド
イ
ツ
観
念
論
の
体
系
原
案
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ヘ
ル
ダ
…
リ

　
　
ン
が
抱
懐
し
て
い
た
思
想
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
哲
学
的
に
定
式
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
　
（
O
霧
緯
震
■
置
8
§
焦
O
。
。
・
猛
嘗
G
っ
．
↑
。
。
一
）
。

　
　
そ
れ
は
現
状
改
革
の
方
策
を
示
す
葉
書
書
で
あ
り
．
ド
イ
ツ
観
念
論
の
発
展
方
陶
・
即
ち
「
全
て
を
合
一
す
る
理
念
、
美
の
理
念
」
、
美
的

　
汎
神
論
へ
の
綱
領
で
あ
る
。
「
理
性
の
簸
高
の
行
為
は
美
的
行
為
で
あ
り
、
そ
し
て
真
と
善
は
美
に
お
い
て
契
を
結
ぶ
…
…
哲
学
者
は
詩
人

　
　
と
隠
じ
よ
う
な
美
的
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
譲
。
臣
ヨ
。
聾
。
び
O
o
ぎ
曳
舟
け
φ
N
⊆
譲
②
鷺
ポ
鍔
艮
鼠
。
争
闘
轟
α
q
’
ω
轟
D
O
以
下
R
と
略
す
）

　
　
こ
の
思
想
は
へ
…
ゲ
ル
の
思
想
的
転
向
に
重
要
な
機
縁
を
与
え
た
に
相
違
な
い
。
哲
学
を
志
す
彼
が
詩
を
書
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

　
　
は
単
に
機
縁
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
二
言
分
裂
よ
る
苦
悩
を
い
や
さ
ん
と
し
て
、
根
源
的
な
も
の
・
　
、
測
り
得
ざ
る
も
の
」
に
菖
己
の
全

　
　
て
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。
≦
霧
ヨ
。
ヨ
蕊
回
昌
鈴
謹
麟
。
ω
o
ゲ
≦
ヨ
臨
簿
”
＼
乙
μ
σ
窺
警
。
露
一
〇
ぴ
（
す
昌
広
器
簑
μ
霧
。
，
ぽ
ぴ
。
癖
傷
簿
露
顕
＼
三
同
び
貯
ぎ

　
渉
夢
ぴ
貯
触
籠
。
ジ
び
ぎ
屈
一
銭
の
。
。
’
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
存
の
危
機
が
始
ま
っ
た
丁
度
そ
の
時
、
古
し
い
哲
学
的
立
場
に
到
達
し

　
た
。
し
か
し
開
確
な
哲
学
思
想
に
ま
で
形
成
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
実
存
は
渋
滞
と
隠
魚
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
フ
ラ
ン
ク
フ
μ
ト
時
代
初
期

　
九
七
年
一
月
、
　
へ
…
ゲ
ル
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
紹
介
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
商
家
ゴ
ー
ゲ
ル
家
の
家
庭
教
師
に
な
る
。
こ
こ
で
は
彼

は
友
人
達
に
恵
ま
れ
、
厚
遇
を
う
け
た
ら
し
い
こ
と
が
手
紙
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
無
⇔
　
2
聾
昌
O
樽
仲
O
　
鍔
⇔
店
O
一
　
〇
刈
。
　
b
⊃
9
　
り
）
。
こ
の
時
代
に
は



フ
ラ
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時
代
に
お
け
る
へ
…
ゲ
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参考した。

ベ
ル
ン
時
代
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
既
成
性
」
に
か
わ
っ
て
、
欝
血
の
概
念
が
現
わ
れ
る
。
運
命
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
選
択
の
微

妙
な
変
化
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
を
大
体
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
期
は
九
七
年
一
月
頃
か
ら
、
九
八
年
七
月
来

頃
ま
で
。
中
期
は
九
八
年
八
月
頃
か
ら
、
そ
の
年
の
秋
冬
頃
に
か
け
て
。
後
期
は
九
九
年
の
初
頃
か
ら
、
一
八
○
○
年
の
末
頃
ま
で
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
残
さ
れ
た
手
詑
、
手
紙
な
ど
の
詳
細
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
時
代
の
手
記
を
直
接
に
児
る
こ
と
が
で
き
た
ゲ
イ
ル
タ
イ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
己
の
思
想
や
実
存
を
明
確
に
晃
極
め
、
徹
底
的
に

邊
面
し
よ
う
と
し
て
、
層
の
上
に
層
を
重
ね
た
よ
う
に
付
け
加
え
て
修
正
を
行
い
．
書
漿
や
句
を
被
疑
も
三
度
も
新
し
く
書
き
直
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
哲
学
思
想
形
成
の
唯
一
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
。
以
前
の
手
記
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
兇
ら
れ

な
か
っ
た
。
後
年
圓
議
す
る
よ
う
に
、
「
心
の
内
に
淺
標
を
は
っ
き
り
意
識
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
始
め
淋
ら
終
り
ま
で
兇
透
す
こ
と
が
で

き
ず
、
い
ま
だ
全
体
を
明
瞭
に
し
か
も
詳
細
に
掘
握
す
る
に
至
ら
な
い
」
（
鋤
一
回
　
芝
一
欝
伍
一
し
り
0
7
b
P
餌
謬
昌
　
H
G
o
酬
O
．
　
G
η
’
　
卜
⊃
刈
）
彼
の
不
安
な
実
存
的
状

況
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
所
論
も
一
貫
せ
ず
、
矛
盾
と
動
揺
の
渦
中
に
あ
る
。

　
ベ
ル
ン
時
代
の
終
り
頃
の
転
向
か
ら
当
然
予
期
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず
初
期
の
断
片
で
館
に
つ
く
こ
と
は
、
主
体
と
客
体
・
自

由
と
必
然
と
書
う
対
立
概
念
を
、
愛
や
宗
教
に
お
い
て
和
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
ご
兀
論
的
傾
向
で
あ
る
（
Z
．
ψ
ら
。
“
①
）
。
「
愛
と
宗
教
と
は

一
つ
」
（
蒙
’
ψ
し
Q
刈
菰
）
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
「
遵
徳
」
、
「
愛
」
、
「
宗
教
」
と
雷
う
現
象
学
的
発
展
図
式
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
断
片
「
愛

と
宗
教
」
で
こ
の
博
代
の
思
「
想
展
開
の
鍵
で
あ
る
運
命
の
概
念
が
登
場
す
る
。
問
題
と
な
る
実
存
も
運
命
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
態
度
の

選
択
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
運
命
は
人
聞
の
衝
動
と
現
実
と
の
葛
藤
が
激
し
く
な
っ
た
時
に
生
ず
る
。
こ
れ
に
対
す
る
ご
つ
の

態
度
が
あ
る
。
　
一
つ
は
「
戦
う
者
」
で
あ
り
、
他
は
「
耐
忍
ぶ
者
」
で
あ
る
。
も
し
人
閥
が
運
命
に
反
抗
す
る
力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

戦
い
を
断
念
し
て
、
祁
解
を
彼
岸
の
神
に
期
待
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
人
間
が
合
一
し
な
い
も
の
を
合
一
し
よ
う
と
す
る
所
に
、
既
成
姓

が
存
在
す
る
」
（
窯
■
○
リ
マ
ω
下
刈
）
。
ベ
ル
ン
時
代
の
中
心
概
念
で
あ
る
既
成
盤
が
、
合
一
と
書
う
ご
兀
論
的
視
点
か
ら
考
え
直
さ
れ
て
い
る
。

中
心
概
念
は
既
成
姓
か
ら
運
命
に
移
り
、
前
者
は
運
命
に
対
す
る
人
間
の
特
殊
な
態
度
に
な
る
。
し
か
し
「
人
間
が
自
己
の
純
粋
さ
を
自

覚
し
て
、
こ
の
完
金
な
分
離
を
耐
え
う
る
に
充
分
な
力
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
運
命
に
属
服
す
る
こ
と
な
く
、
又
合
一
す
る
こ
と

な
く
…
強
力
な
実
在
と
合
．
一
す
る
こ
と
は
隷
属
で
し
か
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
一
落
ら
人
群
的
で
な
い
未
知
の
力
・
即
ち
運
命
に
力
強
く

反
抗
す
る
」
（
2
・
○
り
取
W
謡
）
自
己
の
純
粋
さ
を
意
識
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
運
命
と
和
解
す
る
こ
と
を
「
隷
属
し
で
あ
る
と
し
て
退
け
、
運

命
と
戦
う
者
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
こ
の
実
存
選
択
は
運
命
の
性
格
、
即
ち
「
入
間
的
で
は
な
い
米
知
の
カ
」
と
書
う
非
人
聞
的
性
格



　
　
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
運
命
は
い
ま
だ
「
生
」
の
概
念
と
し
て
、
人
間
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
思
想
的
志
向
で

　
　
は
自
由
と
必
然
と
を
宗
教
や
愛
に
お
い
て
諏
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
実
存
選
択
で
は
運
命
の
必
然
惟
に
反
抗
す
る
こ
と
が
自
由
で

　
　
あ
る
と
さ
れ
る
。
思
想
と
実
存
と
は
く
い
違
い
、
矛
盾
し
て
い
る
。
彼
は
い
ま
だ
以
前
の
改
革
者
的
態
度
を
捨
て
去
っ
て
は
い
な
い
。

　
　
　
こ
の
断
片
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
、
女
友
達
ナ
ネ
ッ
テ
・
エ
ン
ゲ
ル
へ
の
手
紙
は
、
当
，
時
の
彼
の
精
神
状
態
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

　
　
「
こ
の
頃
は
い
つ
も
あ
の
田
舎
で
過
し
た
追
憶
が
私
を
か
り
た
て
ま
す
。
私
は
そ
の
時
に
は
鷺
然
の
懐
に
あ
っ
て
、
自
分
自
身
と
も
、
人

　
　
聞
と
も
和
解
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
忠
実
な
母
の
も
と
に
逃
避
し
て
、
更
に
親
し
く
し
て
い
る
入
と
不
和
に
な
り
、
彼
等
の

　
　
影
響
か
ら
自
己
を
守
り
、
彼
等
と
契
を
結
ぶ
こ
と
を
さ
ま
た
げ
て
い
ま
す
」
（
躰
P
　
り
《
鶴
コ
O
｛
H
O
　
国
謬
山
O
圃
¢
刈
．
圃
■
b
o
）
。
友
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ジ

　
　
ン
ク
レ
ー
ル
の
友
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
六
年
の
半
ば
よ
り
始
ま
っ
た
ヒ
ポ
コ
ン
テ
リ
…
の
状
態
は
い
や
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い

　
　
る
。
そ
れ
は
一
時
的
な
気
分
の
変
動
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
や
彼
の
実
存
そ
の
も
の
が
そ
の
根
底
か
ら
揺
れ
動
い
て
い
る
。
自
己
分
裂
、

　
　
他
人
と
の
不
和
に
よ
る
み
じ
め
な
孤
独
は
、
合
一
へ
の
、
愛
へ
の
瞳
藻
を
生
み
出
す
。
彼
の
心
情
に
は
愛
の
讃
歌
が
美
し
く
奏
で
ら
れ
て

　
　
い
る
。
彼
は
魂
の
い
や
し
を
望
ん
で
い
る
。

　
　
　
九
七
年
の
終
り
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
断
片
「
愛
」
は
、
こ
の
時
代
の
思
想
の
全
て
の
誓
事
を
含
ん
で
い
る
も
の
と

　
　
し
て
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
人
倫
の
崩
壊
と
共
に
、
露
然
に
内
在
し
て
い
た
神
は
死
し
、
人
間
と
神
と
は
相
互
疎
外
に

　
　
落
入
り
、
人
間
は
超
越
的
な
神
に
隷
属
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
愛
は
「
死
者
の
た
め
の
愛
」
（
客
ψ
し
。
胡
）
で
あ
り
、
そ
の
周
り
に
フ
レ

　
　
ム
ト
な
・
死
せ
る
物
質
が
と
り
ま
い
て
い
る
。
神
な
き
沈
黙
せ
る
自
然
・
無
の
深
淵
に
面
し
て
、
読
流
は
そ
の
生
存
の
意
味
を
失
い
、
「
何

　
　
故
に
人
間
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
（
2
．
ω
●
G
。
↓
c
Q
）
と
自
問
す
る
。
こ
こ
で
は
「
い
か
な
る
も
の
も
自
己
の
う
ち
に

　
存
在
の
根
拠
を
持
た
な
い
篇
。
パ
ス
カ
ル
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
直
陣
し
て
、
自
己
の
全
て
を
超
越
的
神
に
賭
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
戦

　
傑
と
気
遅
れ
」
を
も
っ
て
神
と
の
主
と
奴
の
一
一
元
的
関
係
に
入
る
が
故
に
、
不
幸
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
の
概
念
を

　
導
入
し
て
、
死
せ
る
物
質
を
生
け
る
も
の
と
し
て
、
「
本
来
の
愛
」
を
説
く
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
こ
の
時
代
の
思
想
展
開
に
お
い
て
重
要

鵬　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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945　
　
な
機
能
を
も
つ
「
生
」
の
概
念
が
現
わ
れ
る
。

　
　
　
愛
は
事
物
を
対
立
に
お
い
て
考
え
る
「
悟
姓
」
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
の
う
ち
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
…
を
宿
す
「
理
性
し
で
も
な
い
。
へ
…

　
　
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
じ
ご
①
σ
q
お
落
髪
幽
。
。
叶
切
。
｝
お
聴
錺
。
げ
窪
」
（
鴬
・
ω
・
ω
暴
）
で
あ
り
、
悟
性
・
理
性
・
反
省
な
ど
は
主
と
奴
と
の
葛
藤
を
も
た

　
　
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
先
験
的
概
念
を
実
存
の
場
に
投
げ
入
れ
て
、
新
し
く
思
索
し
蔑
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
彼
の
哲
学
は
鍛
え
出

　
　
さ
れ
た
の
で
よ
っ
た
。
生
は
「
未
展
開
の
生
」
∴
彩
．
旗
」
（
じ
ご
蓉
§
σ
q
）
・
「
完
全
な
合
こ
と
言
う
弁
証
法
的
自
己
運
動
を
す
る
。
愛
は

　
　
生
の
分
裂
を
止
揚
す
る
働
き
で
あ
る
。
愛
に
お
い
て
は
支
配
す
る
も
の
も
な
け
れ
ば
、
支
配
さ
れ
る
も
の
も
な
い
。
そ
こ
で
は
生
き
と
し

　
　
生
け
る
も
の
が
交
感
し
合
う
。

　
　
愛
は
分
裂
を
い
や
し
た
完
全
な
生
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
愛
す
る
者
達
の
間
に
だ
け
存
在
す
る
。
愛
す
る
者
達
と
い
え
ど
も
愛
に
よ

　
　
つ
て
だ
け
で
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
。
彼
等
は
生
存
を
確
保
す
る
た
め
に
、
固
有
等
の
市
民
祉
会
的
関
係
に
入
ら
な
け
れ
．
ば
な
ら
な
い
。
し
か

　
　
し
愛
の
普
遍
性
は
私
有
の
偲
国
里
と
矛
慮
す
る
。
愛
の
絆
は
私
有
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
た
め
に
切
断
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
矛
盾
の
解

　
決
と
し
て
共
有
を
考
え
る
。
し
か
し
財
の
使
用
の
場
合
に
は
．
共
膚
財
は
必
然
的
に
鰯
溺
化
さ
れ
、
分
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
故
共
有
も
単
に
見
せ
か
け
の
解
決
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
行
く
と
、
愛
す
る
者
達
と
い
え
ど
も
市
民
社
会
に
生
き
て
い
る

　
か
ぎ
り
、
糞
の
愛
の
実
現
は
不
可
能
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
ま
で
の
部
分
を
意
識
的
に
線
を
引
い
て
抹
殺
す
る
（
ノ
…
ル
で
は
消
さ
れ
た

　
部
分
は
註
の
よ
《
・
に
し
て
小
活
字
で
印
刷
き
れ
て
い
る
）
。
彼
は
愛
が
一
切
を
個
異
化
し
、
切
断
す
る
私
恩
を
止
揚
す
る
も
の
だ
と
敢
て
書
う
。
「
愛

　
す
る
者
達
は
他
の
支
配
に
対
し
て
、
　
一
つ
の
支
配
を
鰐
立
さ
せ
、
そ
し
て
他
の
関
係
・
全
て
の
も
の
の
風
除
と
〔
書
う
私
有
〕
を
止
揚
す
る
で

　
あ
ろ
う
」
（
窯
■
ψ
ω
G
。
卜
。
）
。
彼
は
接
続
法
を
使
っ
て
自
儒
な
く
議
る
。
主
と
奴
の
関
係
を
止
揚
す
る
は
ず
の
愛
が
、
私
有
と
の
対
決
に
お
い

　
て
こ
の
関
係
を
復
活
さ
せ
る
と
は
．
何
と
矛
盾
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
霞
工
事
隠
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を

　
隠
し
き
れ
ず
に
次
の
よ
う
に
告
霞
す
る
。
「
瞬
有
と
私
有
と
が
人
聞
の
、
彼
の
配
慮
と
思
索
の
重
要
な
部
分
を
な
す
な
ら
ば
、
愛
す
る
者
達

　
と
鑑
も
彼
様
の
関
係
の
こ
の
側
面
の
反
省
を
や
め
る
こ
と
を
で
き
な
い
。
た
と
え
使
用
が
共
同
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
所
有
の
権
利
は
未



　
　
解
決
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
」
（
客
ω
・
。
。
G
。
b
。
）
。
こ
の
後
私
有
も
運
命
と
把
握
さ
れ
、
彼
の
思
索
の
重
要
な
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
客
ω
』
諺
｛
）

　
　
　
こ
の
よ
う
に
愛
と
所
麿
と
の
関
係
を
思
索
し
て
か
ら
．
し
ば
ら
く
し
て
、
ナ
ネ
ツ
テ
に
手
紙
を
送
る
。
彼
女
の
手
に
な
る
贈
物
の
礼
の

　
　
遅
延
を
詫
び
、
「
あ
な
た
の
姿
を
心
に
秘
め
、
　
あ
な
た
を
鱈
じ
て
生
き
る
」
と
誓
い
な
が
ら
も
、
霞
か
ら
を
花
か
ら
花
へ
と
浮
か
れ
飛
ぶ

　
　
蝶
に
た
と
え
、
携
離
を
告
げ
る
（
鶴
津
窯
⇔
嵩
の
【
け
O
閃
雛
鳥
Φ
一
Φ
G
◎
．
　
麟
．
楠
頓
）
。

　
　
九
八
年
七
月
末
に
完
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
最
近
の
内
情
に
つ
い
て
」
（
最
初
の
題
名
は
「
ヴ
ェ
ル

　
　
テ
ン
ベ
ル
グ
市
参
事
員
は
国
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
べ
し
」
で
あ
っ
た
が
、
［
、
面
癖
」
が
「
市
民
」
に
な
り
、
最
後
に
こ
の
題
名
と
な

　
　
つ
た
）
な
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
断
片
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
書
く
誘
阪
を
与
え
た
事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
侵
略
を
め
ぐ

　
　
つ
て
の
君
公
と
民
会
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
　
へ
…
ゲ
ル
は
こ
こ
で
封
建
的
絶
対
霜
主
に
反
対
し
て
、
畏
会
の
側
に
立
つ
。
「
今
な
お
環
存

　
　
す
る
よ
う
な
国
家
は
維
持
さ
れ
な
い
と
言
う
感
情
が
広
が
り
、
潔
ま
っ
て
い
る
」
（
も
。
島
二
州
陣
窪
N
霞
℃
◎
管
幽
犀
§
能
涛
⑦
。
冥
。
。
℃
竃
。
。
。
。
喜
δ
”
象
等

　
　
円
し
霧
三
遷
ω
．
H
黛
以
下
し
と
略
す
）
。
そ
し
て
　
「
，
無
希
望
や
余
り
に
も
強
力
な
運
命
へ
の
忍
従
的
服
従
は
、
何
か
他
の
も
の
へ
の
希
望
・
期

　
　
待
・
勇
気
に
移
り
変
っ
て
い
る
」
（
ご
も
つ
’
一
｛
尉
Q
）
。
へ
…
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
の
運
命
に
婦
す
る
態
度
と
し
て
［
，
耐
え
忍
ぶ
者
」
と
「
戦
う
者
」

　
　
と
を
対
立
さ
せ
、
後
考
を
選
ぶ
。
即
ち
彼
は
正
義
の
カ
を
信
じ
て
、
運
命
と
戦
を
挑
む
。
「
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
す
す

　
　
ん
で
捨
て
去
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
・
－
…
燧
れ
か
か
っ
て
い
る
も
の
を
き
れ
い
さ
つ
ば
り
取
り
さ
り
、
安
全
な
状
態
に
も
た
ら
す
唯

　
　
一
の
力
は
正
義
を
行
う
勇
気
で
あ
る
」
（
い
■
c
っ
・
H
窃
一
）
。
し
か
し
彼
は
革
命
に
よ
っ
て
葛
家
を
根
本
か
ら
覆
す
る
こ
と
を
意
塾
し
な
い
。
冷

　
　
静
に
捨
て
る
べ
き
も
の
と
残
し
て
お
く
べ
き
も
の
と
を
区
硬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
、
こ
の
判
定
に
お
い
て
正
義
が
唯
一
の
規

　
　
準
で
あ
る
」
。
彼
の
黒
陶
体
的
改
革
案
は
代
議
舗
　
度
の
改
革
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
実
現
に
は
主
体
的
階
級
を
必
要
と
す
る
。
初
め
は
題

　
名
が
示
す
よ
う
に
、
「
国
疑
」
に
そ
れ
を
求
め
た
。
続
い
て
「
市
民
」
に
な
り
、
最
後
に
は
そ
れ
も
な
く
な
る
。
彼
は
主
体
的
勢
力
の
選

　
択
に
あ
た
っ
て
転
々
と
し
て
動
揺
し
て
い
る
。
彼
は
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
盲
目
的
大
衆
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
も
し
そ
う

　
　
す
れ
ば
憲
法
の
完
全
な
崩
壊
を
招
く
危
険
を
感
ず
る
。
そ
し
て
「
官
廷
か
ら
独
立
し
、
啓
蒙
さ
れ
た
誠
実
な
人
々
の
団
体
」
（
い
・
も
。
・
×
欝
）

獅　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
一
に
お
け
る
へ
…
ゲ
ル
の
実
’
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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965
　
　
に
与
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
彼
は
明
ら
か
に
一
部
の
進
歩
的
知
識
人
に
よ
る
選
挙
に
よ
る
上
か
ら
の
制
度
改
革
を
望
ん
で
い
る
。
「
し

　
　
か
し
ど
の
よ
う
な
選
挙
の
仕
方
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
団
体
が
約
束
さ
れ
る
か
、
私
に
は
見
透
し
が
っ
か
な
い
」
と
彼
は
告
白
す
る
。
現

　
状
へ
の
激
烈
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
改
革
案
は
完
全
に
挫
折
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
ド
イ
ツ
の
祉
会
的
後
進
性
は
改
革
の
主
体
的
条
件
で
あ
る
強
力
な
市
上
階
級
を
生
み
出
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
へ
…
ゲ
ル
は
こ
の
後
進

　
性
と
思
う
運
命
に
つ
き
当
っ
て
、
正
義
の
力
を
信
じ
て
戦
う
者
の
立
場
を
批
判
す
る
と
隠
避
に
、
運
命
に
つ
い
て
ま
た
深
く
考
え
直
さ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
彼
は
運
命
と
の
和
解
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
詣
耀
し
た
思
想
的
志
向
と
実
存
と
の
矛
盾
は
、

　
解
決
を
求
め
て
合
一
を
漏
る
。
運
命
と
の
和
解
の
方
法
は
、
す
で
に
「
愛
」
の
断
片
に
お
い
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。
運
命
が
「
何
ら
沖
縄

　
的
で
な
い
」
と
言
う
非
人
間
的
性
格
を
捨
て
て
、
　
「
生
」
の
運
動
と
し
て
把
握
さ
れ
、
人
間
的
性
格
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
命
と
の

　
和
解
は
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
了
度
新
し
い
意
識
形
態
の
登
場
と
共
に
、
新
し
い
薄
墨
が
生
成
す
る
現
象
学
的
運
動
の
ご
と
く
、
へ
…

　
ゲ
ル
の
実
存
的
・
主
体
的
立
場
の
変
更
か
ら
、
新
し
い
内
容
を
も
つ
た
客
体
、
即
ち
生
と
し
て
の
運
命
が
生
成
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

四
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
中
期

　
ロ
…
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
へ
…
ゲ
ル
は
さ
き
の
政
治
論
文
を
書
い
た
す
ぐ
後
、
八
月
十
日
か
ら
カ
ン
ト
の
「
道
徳
形
而

上
学
縣
（
一
七
九
七
）
の
批
判
的
研
究
を
し
て
い
る
。
彼
は
カ
ン
ト
倫
理
に
お
け
る
実
定
法
の
合
法
性
と
内
面
的
道
徳
性
と
を
、
高
次
の

概
念
で
あ
る
「
生
」
に
お
い
て
統
一
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
更
に
「
彼
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
霞
然
的
本
性
の
抑
圧
に
対
し
て
抗
議
し
、

そ
し
て
義
務
概
念
の
絶
対
主
義
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
決
疑
論
の
う
ち
に
、
人
間
を
ば
ら
ば
ら
に
解
体
す
る
こ
と
に
対
し
て
抗
議
し
て
い

る
」
（
寓
・
ω
』
。
。
O
）
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
カ
ン
ト
へ
の
正
面
切
っ
た
積
極
的
批
判
が
見
ら
れ
る
。
前
期
で
は
す
で
に
カ
ン
ト
の
一
ご
兀
論
か
ら

の
脱
却
が
見
ら
れ
た
が
、
い
ま
だ
カ
ン
ト
そ
の
も
の
は
批
判
の
魏
上
に
は
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。



　
　
　
へ
…
ゲ
ル
は
九
八
年
の
秋
か
ら
翌
年
の
冬
に
か
け
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」
と
名
付
け
ら
れ
る
一
連
の
断
片
よ
り
成
る

　
　
手
記
を
書
い
た
。
こ
の
手
記
は
難
渋
を
極
め
る
が
、
詩
的
叙
情
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
再
び
自
己
の
実
存
を
解
明
す
る
た
め
に
、

　
　
イ
エ
ス
に
お
け
る
自
己
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

　
　
　
へ
！
ゲ
ル
は
イ
エ
ス
の
像
を
画
く
前
に
、
ユ
ダ
ヤ
心
身
の
歴
史
的
回
顧
を
す
る
。
そ
れ
は
旧
約
聖
書
を
歴
史
的
文
献
と
し
て
学
問
的
に

　
　
探
究
す
る
こ
と
を
意
馬
し
な
い
。
彼
の
当
時
の
心
情
に
あ
ふ
れ
た
恣
意
的
・
主
襯
的
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
ア
ブ
ラ
ハ

　
　
ム
を
も
っ
て
始
ま
る
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
精
神
と
運
命
と
を
規
定
す
る
原
型
像
で
あ
る
。
始
祖
と
し
て
の
彼
の
最
初
の
行
為
は
、
　
「
共

　
　
嗣
生
活
と
愛
の
紐
帯
と
を
切
断
し
た
」
（
Z
．
ω
■
b
Q
胤
q
）
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
共
同
体
の
生
活
を
拒
否
し
、
人
聞
や
土
地
に
愛
呈
す
る
こ

　
　
と
な
く
さ
ま
よ
え
る
「
異
邦
人
」
（
Z
・
ω
・
墾
。
戯
⑦
）
で
あ
っ
た
。
「
彼
は
愛
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
篇

　
　
（
署
●
ω
．
卜
。
＆
）
。
彼
の
自
由
は
「
愛
な
き
自
画
㎏
で
あ
り
、
「
…
…
か
ら
の
三
脚
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
自
由
と
名
付
け
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
深
い
憎
悪
を
感
ず
る
と
共
に
、
当
時
の
精
神
的
状
態
と
の
摺
似
の
た
め
に
、
共
感
を
も
つ
て

　
　
接
し
て
い
た
に
栢
違
な
い
。
ナ
ネ
ッ
テ
の
愛
を
拒
否
し
、
ま
た
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
親
し
く
し
て
い
た
人
達
と
不
和
に
な
り
彼
等

　
　
の
影
響
か
ら
葭
己
を
守
り
、
彼
等
と
契
を
結
ぶ
こ
と
を
さ
ま
た
げ
て
い
ま
す
」
と
語
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
、
彼
が
画
く
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
の
間
に

　
　
は
何
処
に
区
別
が
求
め
ら
れ
よ
う
か
。
彼
は
自
己
の
実
存
の
半
身
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
凝
結
せ
し
め
た
。
彼
は
自
己
の
実
存
の
底
質
を
強
く

　
　
濤
覚
す
れ
ば
す
る
程
、
そ
の
理
想
を
懸
命
に
イ
エ
ス
に
託
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
　
　
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
根
源
的
に
幸
福
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
宗
教
も
ま
た
一
、
不
幸
か
ら
生
れ
、
不
幸
の
た
め
の
宗
教
」
（
Z
’
ω
’
ω
刈
G
。
）

　
　
で
あ
っ
た
。
ソ
ロ
モ
ン
の
時
代
に
異
教
民
族
と
融
和
し
、
異
神
を
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
う
ち
に
愛
の
精
神
が
呼
び
起
さ
れ
た
。

　
　
し
か
し
そ
れ
は
三
族
的
結
合
の
切
断
、
民
族
の
独
立
の
喪
失
を
意
味
し
た
。
彼
等
は
再
び
古
い
運
命
に
駈
り
立
て
ら
れ
、
民
族
の
独
立
を

　
　
求
め
て
、
祖
先
伝
来
の
神
の
下
に
糾
合
す
る
。
「
独
立
へ
の
彼
等
の
衝
動
は
根
源
的
に
自
己
の
紳
へ
の
隷
属
で
あ
っ
た
」
（
劉
．
ω
「
邸
α
○
。
）
。

　
　
し
か
し
独
立
へ
の
試
み
は
挫
折
し
た
。
こ
れ
ま
で
他
罷
族
に
む
け
ら
れ
て
い
た
冷
酷
さ
や
非
情
さ
は
、
自
己
の
内
部
に
屈
折
す
る
。
民
族

餅　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
へ
…
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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5
　
の
紐
帯
は
ず
た
ず
た
に
切
断
さ
れ
、
完
全
な
分
裂
状
態
が
蹟
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
警
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
確
に
分
裂
の
苦
悩
を
宿
し
、
飽
国

　
　
の
優
略
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
み
じ
め
な
ド
イ
ツ
を
思
浮
べ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
　
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
た
ど
っ
た
状
態
の
金
て
は
…
…
根

　
源
的
運
命
の
結
果
と
発
展
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
運
命
に
よ
っ
て
彼
等
は
虐
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
美
の
精
神
に
よ
っ
て
運
命
と
和
解
し
、

　
　
か
く
し
て
和
解
に
よ
っ
て
運
命
を
癒
撮
し
な
い
間
は
㍉
彼
等
は
虐
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
Z
’
ω
’
b
σ
研
①
）
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
終
末
的
様
梢
を
呈
し
た
ユ
ダ
ヤ
知
事
に
、
ユ
ダ
ヤ
的
運
命
に
戦
う
た
め
で
な
く
撫
解
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
「
美
の
精
神
」

　
　
を
体
現
し
た
「
美
し
い
魂
」
で
あ
る
イ
エ
ス
が
窺
わ
れ
る
。
彼
は
も
は
や
カ
ン
ト
的
道
徳
性
の
教
師
で
は
な
い
。
遊
徳
性
は
外
的
権
威
の

　
　
既
成
性
を
否
定
し
て
．
臆
意
挫
を
説
く
が
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
既
成
性
は
「
部
分
的
」
に
否
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
道
徳
性
は
理

　
性
と
感
性
、
義
務
と
傾
向
と
の
鋭
い
対
立
を
人
間
の
内
に
持
込
ん
で
、
人
無
性
全
体
を
内
的
分
裂
さ
せ
る
。
そ
れ
は
主
と
奴
の
葛
藤
を
宿

　
　
し
た
不
幸
な
意
識
で
あ
り
、
「
破
壊
し
が
た
い
既
成
姓
」
　
（
窯
．
O
Q
7
ゆ
①
O
）
　
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
ユ
ダ
ヤ
教
と
カ
ン
ト
倫
理
の
問
に

　
　
は
、
「
前
者
が
主
人
を
白
邑
の
外
に
持
つ
の
に
、
後
者
は
主
入
を
自
己
の
内
に
持
ち
、
同
時
に
階
己
浮
身
の
奴
隷
で
あ
る
と
書
う
区
別
」

　
　
（
2
●
ω
．
卜
。
①
⑦
）
を
持
つ
だ
け
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
道
徳
性
に
固
執
し
、
感
性
界
の
幸
福
を
断
念
し
て
、
彼
岸
の
神
に
両
者
の
調

　
和
を
要
請
す
る
二
元
的
不
幸
な
意
識
が
ど
ん
な
に
高
費
で
あ
り
、
崇
高
で
あ
る
に
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
こ
に
停
ま
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
か
っ
た
。
彼
は
内
的
に
は
理
性
と
感
姓
の
調
和
を
保
ち
、
外
的
に
は
運
命
と
禰
解
し
た
幸
綴
な
魂
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
。
こ
の
こ
と
を

　
彼
は
イ
エ
ス
に
お
い
て
実
環
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
イ
エ
ス
は
人
聞
に
お
け
る
魂
の
分
裂
を
「
愛
」
を
も
っ
て
い
や
し
、
　
「
入
穿
を
全
体

　
性
に
お
い
て
回
復
し
よ
う
と
す
る
人
」
（
裳
．
ω
．
ま
①
）
美
し
い
魂
で
あ
る
。

　
　
今
や
「
美
し
い
魂
」
、
愛
の
立
場
に
立
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
正
義
の
遂
行
は
何
ら
必
然
的
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
正
義
は
生
け
る
も
の
の
様

　
態
と
し
て
消
失
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
（
窯
”
○
っ
e
い
刈
c
Q
）
と
正
義
を
批
判
し
て
、
そ
の
立
場
を
捨
て
る
。
彼
は
か
つ
て
正
義
の
力
を
頼
ん
で
、

　
祖
国
の
運
命
と
戦
い
を
挑
ん
だ
が
、
完
全
に
挫
折
し
た
。
「
疋
義
に
お
い
て
は
和
解
、
生
の
還
帰
は
語
り
得
ぬ
」
（
完
．
ω
．
鴎
c
o
G
G
）
と
言
う
彼

　
　
は
美
し
い
魂
の
立
場
か
ら
運
命
と
の
意
解
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
前
期
で
は
思
想
傾
向
と
実
存
と
の
矛
盾
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
両



　
　
者
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
、
即
ち
運
命
の
必
然
牲
と
愛
に
お
い
て
和
解
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
窟
由
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
へ
…
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
倫
理
を
克
服
し
て
、
美
し
い
魂
の
立
場
を
と
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
明
ら
か
に
シ
ラ
ー
の
影
響
で
あ
る
。
「
私
達

　
　
が
キ
リ
ス
ト
教
を
す
べ
て
の
一
神
教
か
ら
区
別
す
る
本
質
的
特
徴
を
把
握
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
躍
の
止
揚
・
カ
ン
ト
命
法
の
止
揚
の
う
ち

　
　
に
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
カ
ン
ト
の
命
法
の
か
わ
り
に
、
自
由
な
傾
向
を
お
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
純

　
　
粋
な
形
式
に
お
い
て
は
…
…
唯
一
の
美
的
宗
教
で
あ
り
ま
す
」
（
p
⊃
P
　
　
（
甲
◎
O
睦
ぴ
①
’
　
り
α
。
　
c
c
．
　
心
馳
）
と
書
う
シ
ラ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
カ
ン
ト

　
　
倫
理
と
の
関
係
の
把
握
に
お
い
て
、
へ
…
ゲ
ル
と
極
め
て
一
致
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
美
し
い
魂
が
一
つ
の
理
想
像
と
し
て
確
立

　
　
さ
れ
た
の
は
、
シ
ラ
…
の
「
，
優
美
と
尊
厳
」
（
一
七
九
三
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
シ
ラ
ー
は
青
年
時
代
に
ル
ソ
ー
や
シ
ャ
フ
ツ
ベ
り
一
の

　
　
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ル
ソ
…
は
「
新
誌
ロ
イ
ー
ズ
」
で
優
美
（
鑓
8
宍
マ
Φ
給
①
）
と
徳
（
す
く
費
ε
）
と
を
融
合
し
た
人
間
を
美
し

　
　
い
魂
（
び
①
鵠
O
》
ヨ
Φ
）
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
美
的
汎
神
論
者
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
…
は
徳
と
快
楽
と
を
講
和
的
に
結
合
し
た
道
徳
的
感
覚
の
恩

　
　
想
を
説
い
た
。
美
し
い
魂
の
思
想
は
こ
れ
ら
の
工
つ
の
思
想
が
、
カ
ン
ト
の
二
元
的
倫
理
と
対
決
さ
せ
ら
れ
、
論
理
的
に
明
確
に
さ
れ
て
、

　
　
理
想
像
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
シ
ラ
ー
は
ギ
リ
シ
ャ
の
美
的
世
界
に
無
隈
の
憧
憬
を
寄
せ
、
ギ
リ
シ
か
、
入
に
お
い
て
外
的
世
界
と
融
称
し
て
生
き
、
岡
時
に
人
間
的
諸

　
　
能
力
を
調
和
的
に
展
開
し
た
金
体
的
人
問
、
美
し
い
魂
を
見
出
し
た
。
「
ギ
リ
シ
諏
，
人
は
人
面
の
う
ち
に
こ
そ
全
て
の
美
と
発
全
を
包
含

　
　
せ
し
め
て
い
る
」
（
ω
o
ご
灘
Φ
浅
紅
紘
霧
。
℃
　
μ
δ
o
び
。
ω
o
剛
頃
一
一
お
算
℃
一
難
。
蓉
℃
霊
。
・
o
ぴ
㊦
回
W
3
剛
δ
§
鉱
（
噂
掛
り
。
。
　
以
下
　
Q
Q
o
玄
一
巌
門
と
略
す
）
。
彼
は
人
問

　
　
を
「
理
性
的
・
感
慨
的
存
在
し
と
し
て
把
握
し
、
人
問
に
お
け
る
理
惟
と
感
性
と
の
麗
係
に
次
の
三
つ
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
第
一
に
理

　
　
姓
が
感
姓
を
支
配
す
る
関
係
。
第
二
に
感
性
が
理
性
を
支
配
す
る
関
係
。
第
一
の
も
の
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
倫
理
を
騒
慰
し
て
い
る
。
「
カ

　
　
ン
ト
の
紙
幅
哲
学
に
お
い
て
は
、
義
務
の
理
念
が
非
常
に
厳
し
く
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
金
て
の
優
美
は
恐
れ
お
の
の
き
、
弱
い
稽
姓
は
や

　
　
や
も
す
れ
ば
そ
れ
に
促
さ
れ
て
、
陰
う
つ
な
僧
侶
的
禁
慾
の
う
ち
に
、
遵
徳
煙
霧
金
轡
を
求
め
る
程
で
あ
る
」
（
も
o
o
剛
回
謹
2
■
も
つ
◆
一
ω
H
）
と
カ

　
　
ン
ト
の
リ
ゴ
弓
ズ
ム
を
娩
曲
に
批
判
す
る
。
シ
ラ
…
は
入
閥
姓
の
内
部
に
お
け
る
主
と
奴
と
の
二
元
的
公
裂
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
な

99【
O　

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
五



　
　
　
　
　
折
ロ
…
字
研
兜
九
　
蟹
軍
四
否
七
L
T
七
肌
乃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
山
ハ

oo6
　
　
か
っ
た
。
　
そ
し
て
理
性
と
感
挫
の
支
配
関
係
を
止
揚
し
た
美
し
い
魂
の
思
想
が
生
れ
て
来
る
。
「
も
し
道
徳
的
感
情
が
意
志
の
導
き
に
恐

　
　
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
感
動
に
委
ね
、
意
志
の
決
断
と
矛
労
す
る
と
書
う
危
険
が
な
い
程
ま
で
に
入
間
の
全
感
情
を
保
証
す
る
な
ら
ば
、

　
　
こ
の
こ
と
を
我
々
は
美
し
い
魂
と
雷
う
…
。
美
し
い
魂
に
お
い
て
は
、
感
性
と
理
性
、
義
務
と
傾
向
が
調
和
し
て
い
る
臨
（
G
Q
o
7
一
に
の
触
甲
ω
．
　
H
ら
◇
溢
）
。

　
　
美
し
い
魂
は
完
成
さ
れ
た
人
間
性
で
あ
り
、
男
性
よ
り
も
女
性
に
お
い
て
多
く
晃
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
ゲ
…
テ
が
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
」
（
一
七
九
六
一
七
）
の
第
六
巻
「
美
し
い
魂
の
告
白
」
で
美
し
い
魂
の
不

　
　
朽
の
文
学
的
形
象
化
を
与
え
た
こ
と
は
、
余
り
に
も
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
一
八
世
紀
半
ば
の
貴
族
社
会
を
背
景
に
し
て
、

　
　
ピ
エ
テ
ィ
ス
ム
ス
の
宗
教
的
薫
の
高
い
一
修
心
慮
の
物
語
で
あ
る
。
ゲ
…
テ
は
「
最
高
の
幻
覚
と
主
観
・
と
客
観
と
の
最
も
微
妙
な
交
替
に

　
　
も
と
ず
く
一
篇
」
で
あ
る
と
欝
っ
て
い
る
。

　
　
　
ヒ
ロ
イ
ン
の
フ
イ
リ
ス
は
幼
少
の
頃
喀
血
し
て
、
し
ば
ら
く
病
床
に
親
し
ん
で
い
る
内
に
、
眼
に
見
え
な
い
も
の
と
交
る
こ
と
を
覚
え

　
　
た
と
書
う
、
宗
教
的
素
質
を
も
つ
た
人
物
で
あ
る
。
年
頃
に
な
っ
た
彼
女
は
教
養
あ
る
、
前
途
有
望
な
青
年
と
識
り
合
い
、
ふ
と
し
た
事

　
　
件
か
ら
そ
の
人
へ
の
愛
情
に
目
覚
る
。
彼
が
希
望
の
職
に
つ
け
な
い
と
書
う
不
幸
は
、
彼
女
を
神
へ
の
交
り
へ
と
駈
り
た
て
る
。
こ
の
時

　
　
に
ひ
た
す
ら
魂
を
神
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
世
で
は
得
ら
れ
な
い
高
貴
な
感
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ど
の
よ
う
な
不
幸
に

　
　
も
耐
忍
べ
る
こ
と
を
知
る
。
現
世
の
は
か
な
さ
を
知
る
彼
女
は
、
結
婚
を
捨
て
、
修
道
尼
の
地
位
を
得
る
。
彼
女
の
信
仰
は
益
々
確
固
た
る

　
　
も
の
に
な
っ
て
行
く
。
　
コ
切
が
外
部
か
ら
圧
迫
す
る
と
、
丁
度
旅
入
が
木
蔭
に
駈
け
こ
む
よ
う
に
、
私
は
こ
の
避
難
所
に
駈
け
こ
ん
で
、

　
　
決
し
て
空
し
く
戻
っ
て
来
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
臨
。
そ
の
後
多
才
で
償
仰
厚
き
年
輩
の
男
と
友
情
を
結
ぶ
が
、
二
人
の
心
は
い
つ

　
　
し
か
寄
り
合
い
、
彼
女
に
愛
慾
の
炎
を
呼
び
お
こ
す
。
は
じ
め
て
魂
の
奥
に
ひ
そ
む
罪
が
自
覚
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
隅
肉
や
十
字
架
上
の

　
受
難
の
意
義
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
罪
の
体
験
は
一
般
的
宗
教
慧
識
を
キ
リ
ス
ト
教
的
意
識
に
す
る
。
窟
能
の
苦
悶
は
変
じ
て
、
信

　
仰
に
お
け
る
書
い
知
れ
ぬ
歓
喜
、
許
嫁
と
な
る
。
彼
女
は
自
己
の
生
涯
を
麟
り
み
て
「
私
は
殆
ん
ど
戒
律
な
ど
の
覚
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

　
ん
な
こ
と
で
も
法
の
形
で
は
論
え
な
い
の
で
す
。
私
を
導
き
、
正
し
い
道
を
た
ど
ら
せ
た
も
の
は
、
衝
動
で
す
。
私
は
霞
由
に
思
う
と
こ



う
に
従
い
ま
す
。
そ
し
て
拘
束
も
梅
恨
も
覚
え
ま
せ
ん
」
と
語
る
。
以
上
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
よ
う
に
、
女
主
人
公
は
人
生
の
危
機
や

不
幸
に
遭
遇
す
る
と
、
自
己
の
純
粋
さ
を
守
る
た
め
に
、
自
己
の
内
に
閉
籠
り
、
神
と
の
交
渉
に
生
き
る
美
し
い
魂
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
こ
と
か
ら
、
シ
ラ
ー
の
美
し
い
魂
と
ゲ
ー
テ
の
美
し
い
魂
と
の
闘
に
は
、
決
定
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
が
ギ
リ

シ
ャ
的
・
異
教
的
・
古
代
的
だ
と
す
れ
ば
、
後
者
は
ゲ
ル
マ
ン
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
・
近
代
的
と
卜
え
る
。
前
者
が
理
性
と
感
性
と
美
し

く
調
和
的
に
展
開
し
、
外
界
に
心
を
開
き
、
そ
れ
と
和
解
し
て
い
る
、
幸
福
な
惣
足
し
た
金
轡
的
人
聞
像
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
は
美

し
い
心
情
を
秘
め
な
が
ら
、
外
界
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
汚
が
さ
れ
は
し
な
い
か
と
心
を
砕
き
、
地
上
の
感
姓
的
幸
福
を
断
念
し
て
、
　
一
切

を
神
に
捧
げ
る
、
禁
慾
的
逃
避
的
で
不
幸
な
自
己
疎
外
像
で
あ
る
。
前
者
は
主
観
と
客
観
と
の
統
一
を
羅
指
し
て
い
る
に
対
し
て
、
後
者

は
露
己
晦
閉
鎖
的
主
観
に
囮
翻
し
て
、
客
観
と
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
さ
け
る
。
シ
ラ
…
自
身
も
こ
の
差
異
を
意
識
し
て
い
た
。
彼
の

美
し
い
魂
の
理
想
に
近
い
性
格
を
も
つ
た
ナ
タ
…
リ
エ
と
対
照
し
な
が
ら
ゲ
…
テ
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
雷
う
。
　
「
そ
れ
で
ナ
タ
ー
リ

エ
は
神
聖
で
岡
時
に
人
閥
的
で
す
か
ら
、
天
使
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
修
道
院
の
夫
人
が
た
だ
の
聖
女
で
あ
る
と
す
れ
ば
。
…
…
私
は
修

道
院
の
夫
人
が
ナ
タ
ー
リ
エ
か
ら
美
し
い
魂
の
称
号
を
と
り
あ
げ
ず
に
い
て
く
れ
た
方
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
と
書
う
の
は
ナ
タ
ー

リ
エ
の
み
が
純
粋
美
的
野
牛
で
す
。
…
…
ま
た
修
道
醗
の
夫
人
は
も
と
も
と
愛
が
何
で
あ
る
か
を
知
り
ま
せ
ん
」
（
碧
Q
8
昏
Φ
り
①
・
S
ω
）
。

以
上
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
美
し
い
魂
、
即
ち
シ
ラ
ー
的
な
も
の
と
ゲ
ー
テ
的
な
も
の
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
間
を
全
体
性
に

お
い
て
回
復
し
」
、
、
運
命
と
「
美
の
精
神
」
に
よ
っ
て
穣
解
し
よ
う
と
す
る
イ
エ
ス
は
、
明
ら
か
に
シ
ラ
ー
的
美
し
い
魂
で
あ
る
。
し
か

し
彼
は
運
命
と
対
決
す
る
時
、
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

6el

　
イ
エ
ス
は
法
を
軽
蔑
し
、
そ
の
上
に
高
ま
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
法
は
そ
れ
を
侵
し
た
個
人
を
裁
く
抽
象
的
普
遍
性
で
あ
る
。
罰
せ
ら

れ
た
罪
入
は
放
免
さ
れ
る
が
、
法
は
決
し
て
彼
を
暖
く
包
ま
な
い
。
彼
の
心
に
は
、
変
る
こ
と
な
く
糞
取
の
苛
費
、
や
ま
し
さ
、
卑
屈
が

残
る
。
正
義
の
法
に
お
い
て
は
決
し
て
和
解
は
存
在
せ
ず
、
傷
つ
け
ら
れ
た
魂
は
い
や
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
山
7
0
け
る
へ
～
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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哲
w
撃
研
欝
痴
　
姻
獅
㎜
隅
冨
回
七
十
七
昇
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
・
八

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
法
よ
り
も
深
く
人
問
を
支
配
す
る
根
源
的
な
も
の
を
、
生
・
運
命
の
う
ち
に
見
出
す
。
運
命
は
特
殊
を
裁
く
抽
象
的
普
遍

で
は
な
く
、
特
殊
を
包
む
具
体
的
普
遍
性
で
あ
る
。
　
【
、
運
命
に
お
い
て
ぱ
罰
は
敵
意
を
も
つ
た
カ
、
偲
体
と
し
て
あ
る
。
そ
の
燵
体
に
お

い
て
普
遍
と
特
殊
は
合
一
さ
れ
て
い
る
」
（
2
昌
¢
鴎
c
c
O
）
。
ま
た
運
命
は
未
展
閥
の
生
・
分
裂
し
た
生
・
再
合
一
し
た
生
と
書
う
生
の
霞
己

運
動
の
一
契
機
、
即
ち
生
の
分
裂
で
あ
る
。
　
「
行
為
以
前
に
は
い
か
な
る
分
離
、
対
立
も
な
く
、
更
に
支
駕
す
る
も
の
も
な
い
」
（
客
¢

笛
。
。
O
）
。
未
展
開
の
生
は
人
間
に
よ
っ
て
漉
が
さ
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
た
時
に
、
分
裂
し
、
罰
と
し
て
の
運
命
と
な
る
。
入
間
は
他
人
の
生
を

殺
傷
し
た
よ
う
に
思
う
が
、
実
は
霞
己
の
生
を
破
壊
し
、
失
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
帯
心
に
さ
す
刺
に
悶
え
、
懊
悩
に
嘩
き
な
が
ら
、

失
わ
れ
た
生
を
憧
れ
る
。
そ
れ
は
毛
の
肌
藩
を
舜
．
に
つ
け
た
巡
礼
が
、
裸
足
で
熱
砂
の
上
を
一
歩
一
歩
喘
ぎ
な
が
ら
歩
む
に
等
し
い
。
徹

底
的
な
生
の
喪
失
感
は
、
運
命
の
生
と
人
閥
の
生
と
の
同
一
盤
の
薩
観
を
．
司
能
に
す
る
。
　
㎝
、
自
己
織
身
を
見
出
す
生
の
感
情
は
愛
で
あ
る
。

愛
に
お
い
て
運
命
は
自
己
と
和
解
す
る
」
（
宏
．
ω
e
悼
c
O
ω
）
。
も
は
や
罪
人
は
罪
人
で
な
い
。
良
心
の
苛
責
・
や
ま
し
さ
は
あ
と
か
た
も
な
く

消
え
る
。
　
「
奥
心
の
刺
は
鈍
く
な
っ
て
い
る
。
事
故
な
ら
行
為
か
ら
悪
霊
が
退
い
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
行
為
は
た
か
だ
か
魂
な
き
骸
畳

と
し
て
現
実
性
の
納
骨
堂
の
内
に
、
追
憶
の
内
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」
（
り
噺
．
■
　
M
切
・
　
⑩
e
Q
ω
）
と
精
神
現
象
学
の
末
尾
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
文
を
書
く
。
前
期
と
異
っ
て
、
運
命
は
生
と
し
て
把
握
さ
れ
、
合
掌
的
性
格
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
解
は
可
能
に
な
る
。

「
運
命
の
法
と
権
利
は
入
間
か
ら
の
み
生
ず
る
が
故
に
、
根
源
的
状
態
・
全
体
性
へ
の
還
帰
が
可
能
に
な
る
」
（
窯
・
も
Q
．
邸
G
O
G
Q
）
。

　
運
命
は
法
の
ご
と
く
罪
人
だ
け
を
罰
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
罪
な
き
罪
人
・
美
し
い
魂
に
も
襲
い
か
か
る
。
不
条
理
・
不
正
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
そ
れ
が
人
の
世
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
【
、
私
達
の
真
に
純
粋
な
も
の
が
、
運
命
に
よ
っ
て
漕
が
さ
れ
は
し
な
い
か
。
私

達
は
罪
も
な
い
の
に
破
滅
し
な
い
で
す
む
だ
ろ
う
か
。
あ
あ
誰
が
こ
れ
の
救
い
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
（
餌
箒
　
切
肘
艦
鳥
¢
居
9
　
り
刈
．
　
困
H
’
ト
こ
）

と
悶
え
る
ヘ
ル
ダ
…
リ
ン
の
実
存
の
問
題
は
ま
た
へ
…
ゲ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
。
へ
…
ゲ
ル
が
こ
の
手
記
を
綴
る
少
し
前
九
月
に
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
不
吉
な
予
感
は
黒
身
化
し
、
彼
は
不
幸
な
愛
の
運
命
に
深
く
傷
つ
け
ら
れ
、
苦
悶
の
う
ち
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
去
っ
た
。

「
私
が
突
然
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
き
を
決
心
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
震
へ
の
憧
れ
が
ど
ん
な
に
強
く
働
い
た
こ
と
か
、
私
達
が
再
会
し
、



　
　
君
と
共
に
あ
る
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
9
鮮
　
踏
α
囲
亀
O
同
濡
雛
　
り
③
．
　
一
一
）
と
語
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
薬
入
と
の
溺
離
を
ど
の

　
　
よ
う
な
深
い
悲
し
み
を
も
っ
て
迎
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
生
の
不
条
理
・
友
入
の
不
幸
な
運
命
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
罪
し
て
、
運
命
と
美

　
　
し
い
魂
の
閥
題
を
ひ
た
む
き
に
適
究
す
る
機
縁
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
痛
ま
し
い
姿
を
追
億
し
つ
つ
、
異
常
に

　
　
は
り
つ
め
た
気
持
で
、
イ
エ
ス
に
自
己
を
託
し
て
、
自
己
の
実
存
を
遮
二
無
二
に
見
極
め
よ
う
と
し
て
、
手
紀
を
書
い
て
い
た
に
相
違
な

　
　
い
。
彼
は
無
隈
の
感
概
を
こ
め
て
「
運
命
は
…
…
か
ぎ
り
な
く
き
び
し
い
」
（
2
・
ω
・
国
。
。
。
。
）
と
手
記
に
し
る
す
。

　
　
　
運
命
は
時
や
所
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
生
が
傷
つ
け
ら
れ
た
時
に
襲
っ
て
来
る
。
ま
ず
以
前
と
同
じ
よ
う
に
、
運
命
に
対
す
る
二
つ

　
　
の
態
度
・
「
戦
う
者
」
と
「
耐
忍
ぶ
醸
し
と
が
あ
る
。
戦
う
者
は
自
己
の
権
利
の
普
愚
者
を
確
信
し
て
い
る
が
、
運
命
も
ま
た
自
己
の
普

　
　
遍
性
に
固
執
し
て
い
る
。
二
つ
の
普
遍
性
が
存
す
る
た
め
に
、
戦
う
者
は
霞
己
矛
盾
し
て
い
る
。
耐
忍
ぶ
者
は
自
巴
の
権
利
を
認
め
な
が

　
　
ら
も
、
無
力
の
た
め
に
、
そ
れ
を
圃
持
で
き
な
い
と
善
う
欝
発
墨
膚
を
も
つ
て
い
る
。
，
喧
エ
ス
は
こ
の
よ
う
な
宮
己
矛
識
し
た
二
つ
の
態

　
　
度
を
放
棄
し
、
両
者
の
統
一
で
あ
る
美
し
い
魂
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
コ
一
つ
の
も
の
の
対
立
・
即
ち
勇
敢
と
受
動
性
の
真
理
は
美
し

　
　
い
魂
に
お
い
て
ム
旦
す
る
」
（
乏
◎
ω
・
ω
G
Q
研
）
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
前
の
よ
う
に
、
戦
う
者
で
あ
る
こ
と
を
断
念
す
る
。
し
か
し
彼
は
以
前
の

　
　
男
ら
し
い
英
雄
的
実
存
を
趨
り
み
て
「
勇
敢
は
た
と
え
敗
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
．
司
蟻
壁
を
前
も
っ
て
認
め
、
そ
れ
故
に
意
識
的
に
罪
を

　
　
ひ
き
受
け
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
痛
ま
し
く
醗
忍
ぶ
こ
と
よ
り
偉
大
で
あ
る
」
（
躍
曜
¢
逗
G
O
恥
）
と
い
う
。
美
し
い
魂
は
運
命
と
戦
う
の
で

　
　
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
耐
忍
ぶ
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
運
命
と
の
和
解
を
欲
す
る
の
で
あ
る
。
美
し
い
魂
は
「
権
利
の
喪
失
と
戦
い
を
超

　
　
越
し
生
劃
し
た
慮
由
な
高
揚
し
（
㌶
・
ω
．
ω
G
。
姻
）
で
あ
り
、
戦
う
者
か
ら
は
対
立
を
消
失
さ
せ
、
耐
忍
ぶ
者
か
ら
苦
悩
を
と
り
さ
る
。
で
は

　
　
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
美
し
い
魂
は
運
命
と
融
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
美
し
い
魂
は
自
己
の
斐
と
純
粋
さ
を
守
る
た
め
に
、
繊
れ
た
入
間
閣
係
か
ら
身
を
退
け
る
が
、
そ
れ
が
生
命
に
満
ち
た
も
の
で
あ
れ
ば

　
　
あ
る
程
、
彼
は
不
幸
で
あ
る
。
こ
の
不
幸
は
正
義
で
も
な
け
れ
ば
不
正
で
も
な
い
。
不
幸
こ
そ
が
彼
の
選
罪
な
の
で
あ
る
。
　
「
彼
の
栄
誉

　
　
は
正
し
く
苦
悩
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
美
し
い
．
魂
と
ぱ
完
全
な
懸
己
否
定
・
全
量
的
符
合
放
棄
の
態
度
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
運

036　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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6
　
命
と
の
和
解
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
最
高
の
露
由
は
美
し
い
魂
の
港
極
的
属
性
、
即
ち
自
己
を
保
つ
た
め
に
一
切
を
断
念
す
る
可

　
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
己
が
生
命
を
救
わ
ん
と
す
る
者
は
、
そ
れ
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
最
W
阿
の
罪
は
最
高
の
無
罪
と
、
最
高
の

　
不
幸
な
運
命
は
全
運
命
を
越
え
て
高
ま
る
崇
商
姓
と
合
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
翠
ω
』
。
。
①
）
。
し
か
し
全
面
的
自
己
放
棄
の
態
度
は
、

　
真
の
意
味
で
運
命
と
和
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
運
命
と
の
和
解
と
は
、
運
命
で
な
く
な
っ
て
、
人
聞
と
生
と
の
幸
福
な
再
合
一
で
は

　
な
か
ろ
う
か
。
和
解
し
な
が
ら
不
幸
で
あ
る
こ
と
は
、
真
に
恥
解
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の

　
　
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
だ
か
ら
「
聖
な
る
純
粋
さ
を
擁
す
も
の
は
、
礁
臼
に
首
を
か
け
ら
れ
て
、
い
と
も
深
い
海
に
沈
め
ら
れ
る
方
が

　
　
よ
い
。
あ
あ
、
聖
な
る
も
の
の
胃
濃
と
い
ヶ
痛
ま
し
い
必
然
姓
よ
。
惣
然
が
破
壊
さ
れ
、
盤
な
る
も
の
が
純
粋
さ
を
失
っ
て
行
か
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
と
意
う
こ
と
は
、
美
し
い
魂
の
最
も
深
い
、
最
も
聖
な
る
悲
愁
で
あ
り
、
そ
の
不
可
解
の
謎
で
あ
る
」
　
（
客
ω
●
ω
霊
）
と
彼

　
　
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
同
じ
よ
う
な
悲
嘆
の
声
を
も
ら
す
。
和
解
は
当
時
の
彼
の
心
情
の
和
解
へ
の
衝
迫
と
焦
燥
に
よ
っ
て
観
念
的
に
組
立

　
　
て
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
を
全
面
的
に
断
念
し
て
も
な
お
攻
撃
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
運
命
を
院
い
つ
つ
、
ヘ
ル
ダ

　
　
…
リ
ン
を
思
浮
べ
な
が
ら
、
運
命
の
根
源
で
あ
る
生
に
切
々
と
し
て
訴
え
る
。
「
生
は
彼
に
背
信
し
た
が
、
彼
は
生
に
背
信
し
た
の
で
は

　
　
な
い
。
…
…
彼
は
不
在
の
友
を
慕
う
よ
う
に
、
生
を
恋
慕
う
」
（
2
「
○
り
』
○
。
①
）
。
こ
こ
で
夕
露
す
べ
き
こ
と
は
、
「
人
間
を
全
体
性
に
お
い

　
　
て
瞬
復
し
」
、
「
美
の
精
神
」
を
も
っ
て
運
命
と
和
解
し
よ
う
と
す
る
シ
ラ
ー
的
美
し
い
魂
が
、
運
命
と
対
決
す
る
時
、
「
彼
（
美
し
い
魂
）

　
　
は
ど
の
よ
う
な
側
面
か
ら
し
て
も
決
し
て
傷
つ
け
ら
れ
ず
、
ね
む
り
草
の
ご
と
く
、
触
れ
る
た
び
に
自
己
に
閉
じ
籠
る
」
（
2
．
ω
9
邸
G
G
①
）
と

　
諾
う
、
地
上
の
一
切
の
生
を
断
念
し
た
ゲ
ー
テ
的
美
し
い
魂
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
ら
か
に
理
論
的
に

　
　
シ
ラ
ー
的
理
想
を
も
つ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
理
想
像
も
、
現
実
的
状
況
に
組
入
れ
ら
れ
た
時
、
も
ろ
く
も
砕
か
れ
て
、
ゲ
ー
テ
的
像
に

　
変
貌
す
る
。
理
想
と
現
実
と
は
余
り
に
も
く
い
違
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
う
一
度
イ
エ
ス
を
め
ぐ
る
状
況
を
晃
直
す
。
更
に
具
体
的

　
　
に
・
詳
細
に
イ
エ
ス
に
お
け
る
自
己
解
釈
を
施
す
。
こ
こ
で
再
び
イ
エ
ス
の
像
が
更
に
美
し
い
筆
致
で
蘭
き
出
さ
れ
る
。

　
　
イ
エ
ス
は
「
汝
等
悔
い
改
め
よ
。
神
の
国
は
近
ず
け
り
」
と
の
福
音
を
た
ず
さ
え
て
、
ユ
ダ
ヤ
知
慮
に
環
わ
れ
る
。
も
し
ユ
ダ
ヤ
人
の



　
　
う
ち
に
「
生
の
閃
光
し
で
も
宿
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
す
ぐ
に
も
「
神
の
国
」
は
地
上
に
実
現
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
だ
が
少
数
の
純
粋
な
魂
が
イ
エ
ス
に
従
い
、
弟
子
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
く
、
大
部
分
の
も
の
は
冷
淡
に
彼
を
見
守
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
　
や
が
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
冷
淡
は
イ
エ
ス
へ
の
憎
悪
に
変
る
。
か
く
し
て
彼
は
民
族
の
運
命
に
対
決
し
て
、
そ
の
態
度
を
選
択
す
る
こ
と
が
強

　
　
要
さ
れ
る
。
　
「
イ
エ
ス
の
運
命
は
彼
の
畏
族
の
運
命
を
苦
悩
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
の
運
命
を
自
己
の
運
命
と
し
て
、
そ
の
必
然

　
　
性
を
自
か
ら
思
い
、
そ
の
楽
し
み
を
共
に
し
、
彼
の
精
神
と
国
艮
と
が
合
一
す
る
か
一
だ
か
こ
の
場
合
彼
の
美
・
神
的
な
も
の
と
の
関

　
　
係
が
犠
牲
に
さ
れ
る
一
、
そ
れ
と
も
彼
は
そ
の
民
族
の
運
命
を
自
己
か
ら
つ
き
放
し
て
、
自
己
の
生
を
展
開
す
る
こ
と
な
く
、
享
受
す

　
　
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
維
持
す
る
か
が
、
イ
エ
ス
の
運
命
で
あ
っ
た
」
（
三
・
ω
・
G
。
鵠
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
前
の
よ
う
に
「
あ
れ
も
こ

　
　
れ
も
」
美
し
い
魂
に
お
い
て
止
揚
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
も
は
や
第
猛
の
道
は
な
い
。
　
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
二
者
択
一
の
前
に
へ
ー
ゲ

　
　
ル
の
実
存
を
こ
め
た
イ
エ
ス
は
立
つ
。
民
族
の
運
命
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
共
に
戦
う
か
、
そ
れ
と
も
生
を
断
念
し
た
ゲ
ー
テ
的
美
し
い
魂
た
ら

　
　
ん
こ
と
を
欲
す
る
か
。
美
し
い
魂
は
戦
う
者
と
耐
忍
ぶ
者
と
の
統
一
で
は
な
い
。
そ
れ
は
対
立
し
た
態
度
の
一
つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
い

　
　
ず
れ
を
選
択
す
る
に
し
て
も
、
彼
の
「
人
多
紀
本
性
」
は
満
さ
れ
な
い
。
彼
は
「
彼
の
本
性
と
世
俗
と
の
分
離
」
（
2
・
ω
・
。
。
悼
ゆ
）
を
選
び
、

　
　
美
し
い
魂
た
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
。
「
彼
は
世
俗
か
ら
、
世
俗
の
全
て
の
関
係
か
ら
逃
避
す
る
。
彼
は
民
族
の
全
運
命
と
衝
突
す
る
か
ぎ

　
　
り
…
…
そ
れ
に
対
し
て
受
動
的
℃
禁
野
く
に
振
舞
う
」
（
客
ω
●
ω
8
）
。
美
し
い
魂
が
能
動
性
と
受
動
性
と
の
統
一
で
は
な
く
、
受
動
性
、

　
　
耐
忍
ぶ
者
で
あ
る
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
イ
エ
ス
は
納
税
す
べ
き
か
と
問
わ
れ
た
時
、
「
カ
イ
ザ
ル
の
も
の
は
カ
イ
ザ
ル
へ
」
と
答
え
る
。
　
「
神
の
国
」
は
青
年
へ
…
ゲ
ル
に
と

　
　
つ
て
は
感
動
に
満
ち
た
合
雷
葉
で
あ
っ
た
（
〈
α
q
憎
瓢
α
冠
巴
ぎ
導
出
。
σ
q
①
一
・
逡
・
8
回
O
）
。
し
か
し
今
や
そ
れ
は
「
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
」

　
　
（
宕
“
ω
・
G
Q
b
⊃
刈
）
、
「
心
情
」
に
お
い
て
存
在
す
る
と
書
わ
れ
る
。
そ
し
て
現
実
に
は
国
家
が
運
命
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
「
イ
エ
ス
は
國
家

　
権
力
が
自
己
に
及
ぼ
す
結
果
に
対
し
て
、
精
神
の
抗
議
を
し
つ
つ
、
意
識
的
に
苦
悩
し
な
が
ら
忍
従
し
た
」
（
乞
●
の
．
Q
◎
卜
δ
臓
）
。
男
神
の
抗
議

　
　
は
い
か
に
強
烈
で
あ
っ
て
も
、
現
実
の
行
動
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
何
の
効
果
も
生
み
出
さ
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
心
情
の
内
な
る
神
の

05も　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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二

国
の
市
畏
で
あ
ろ
う
と
す
る
彼
は
、
国
家
か
ら
追
放
さ
れ
、
多
く
の
人
間
的
関
係
を
放
棄
し
、
「
私
人
篇
と
な
る
。
彼
は
親
や
兄
弟
か
ら
離

れ
た
。
女
を
愛
し
て
、
子
供
を
生
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
「
イ
エ
ス
は
空
虚
に
お
い
て
の
み
自
由
を
見
出
し
得
た
」
（
2
．
ω
’
ω
b
⊃
G
G
）

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
世
俗
と
の
分
離
を
感
ず
れ
ば
感
ず
る
程
、
安
ん
じ
て
耐
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
て
彼

は
運
命
に
対
し
て
「
勇
気
に
満
ち
た
反
抗
」
　
（
Z
・
ω
・
。
。
笛
り
）
を
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
引
用
す
る
「
わ
れ
地
に
平
祁
を
投
ぜ
ん
た
め
に
来
た

り
と
思
う
な
。
平
和
に
あ
ら
ず
、
反
っ
て
剣
を
混
ぜ
ん
た
め
に
来
た
れ
り
」
。
そ
し
て
ま
た
言
う
「
入
の
子
の
栄
光
は
…
…
世
俗
と
の
全

て
の
関
係
を
放
棄
し
た
と
言
う
融
7
9
極
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
不
自
然
な
世
俗
に
彼
の
本
性
を
委
ね
る
こ
と
を
姫
み
、
そ
し
て
戦
い
と

没
落
に
お
い
て
世
を
救
わ
ん
と
し
た
と
言
う
積
種
的
な
も
の
で
あ
る
」
（
2
・
ω
・
ω
嵩
）
。
手
記
を
書
く
へ
…
ゲ
ル
自
身
が
深
く
底
か
ら
揺
れ

て
い
る
。
イ
エ
ス
に
運
命
か
ら
の
逃
避
を
選
ば
せ
な
が
ら
、
更
に
運
命
と
戦
わ
せ
る
。
聖
な
る
罪
な
き
人
、
美
し
い
魂
が
聖
な
ら
ざ
る
も

の
に
濟
が
さ
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
て
、
崇
高
な
美
に
満
ち
た
悲
劇
は
終
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
た
と
え
運
命
が
生
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
し
て
も
、
運
命
は
美
し
い
魂
と
和
解
し
な
い
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

和
解
し
な
い
も
の
を
強
い
て
和
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
運
命
と
書
う
氷
の
絶
壁
は
、
燃
え
る
よ
う
な
愛

を
も
つ
て
融
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
何
の
変
化
を
養
せ
な
い
で
、
高
く
甕
え
て
い
る
。
敢
て
征
服
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
死
を
意

味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
理
想
で
あ
っ
た
シ
ラ
ー
的
美
し
い
魂
は
、
運
命
と
対
決
す
る
時
、
ゲ
ー
テ
的
美
し
い
魂
に
な
り
、
更
に
こ
の

ゲ
ー
テ
的
な
も
の
も
具
体
的
状
況
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
追
究
さ
れ
、
悲
劇
的
な
姿
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
友
人
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は

自
己
を
ヒ
．
一
．
ペ
リ
オ
ン
や
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
託
し
て
、
霞
己
の
実
存
と
運
命
と
の
葛
藤
に
思
い
を
こ
ら
し
た
。
彼
に
あ
っ
て
は
主
入
公

の
没
落
の
必
然
性
が
意
識
的
に
追
究
さ
れ
て
い
る
が
、
へ
…
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
イ
エ
ス
は
運
命
と
の
和
解
を
目
期
し
な
が
ら
も
、
事
態
の
無

意
識
的
必
然
性
に
よ
っ
て
没
落
す
る
。
ヘ
ル
ダ
…
リ
ン
は
愛
と
運
命
と
の
悲
劇
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
、
さ
す
ら
い
の
旅
に
出
て
、
い
ず

こ
に
も
憩
う
こ
と
な
く
、
「
断
崖
か
ら
断
崖
へ
と
投
げ
落
さ
れ
て
」
、
半
生
を
暗
く
醗
さ
れ
た
狂
気
の
う
ち
に
終
え
る
。
手
詑
の
イ
エ
ス
は

死
ん
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
荒
れ
狂
う
矛
盾
と
動
揺
の
ま
っ
た
だ
中
で
生
き
る
。
死
に
直
面
し
た
彼
は
そ
の
一
歩
手
前
で
と
ま
る
。
彼
は
美



し
い
魂
の
理
想
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。

　
「
道
徳
性
」
は
外
的
既
成
性
を
否
定
し
て
、
自
律
性
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
自
身
の
ヶ
ち
に
理
性
と
感
性
・
義
務
と
傾
向
と
言
う
主
と

奴
の
労
裂
的
関
係
を
内
面
的
に
宿
し
て
い
る
不
幸
な
意
識
で
あ
り
、
内
面
既
成
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
愛
」
、
「
美
し
い
魂
」
は
内
的
二
元

的
支
配
関
係
を
止
揚
し
て
、
魂
の
美
し
い
調
和
を
秘
め
て
い
る
が
、
「
客
体
性
」
を
欠
く
が
故
に
、
運
命
に
濱
が
さ
れ
て
、
没
落
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
不
幸
な
魂
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
愛
を
補
全
し
、
そ
れ
に
客
体
性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
「
宗
教
」
を
考
え
る
。
そ
し
て

宗
教
に
よ
っ
て
運
命
の
克
服
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
か
く
し
て
「
這
徳
性
」
・
「
愛
」
・
「
宗
教
」
と
書
う
現
象
学
的
意
識
形
態
の
発
展
図

式
の
思
想
が
生
れ
て
来
る
。
（
＜
σ
q
「
2
’
ψ
ω
O
O
）
前
期
で
は
い
ま
だ
愛
と
宗
教
と
は
未
分
化
で
あ
っ
た
が
、
愛
の
慾
界
の
認
識
に
よ
っ
て
、

い
ま
や
両
者
は
段
階
的
嬉
遊
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
イ
エ
ス
の
愛
の
態
度
は
ま
だ
宗
教
で
は
な
い
。
愛
に
客
体
性
を
付
与
し
、
運
命
を

克
殿
す
る
「
宗
教
」
を
創
り
出
す
こ
と
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。

五
　
フ
テ
ン
ク
フ
川
ト
時
代
後
期
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」
の
大
部
分
を
書
い
た
後
、
貌
実
の
経
済
や
政
治
の
研
究
に
没
頭
す
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク

ラ
ン
ツ
は
「
一
七
九
九
年
か
ら
一
八
O
O
年
の
間
の
政
治
研
究
は
、
宗
教
に
関
す
る
研
究
を
空
自
に
し
た
」
（
幻
。
。
。
Φ
⇔
ξ
窪
N
・
譲
。
α
q
鮎
．
。
。
び
？

ぴ
鶏
．
ω
．
罐
）
と
伝
え
て
い
る
。
へ
…
ゲ
ル
は
九
九
年
二
月
十
九
霞
か
ら
五
月
十
六
日
に
か
け
て
、
市
民
的
経
済
学
の
一
般
的
体
系
の
創
始

者
と
言
わ
れ
て
い
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
「
経
済
学
原
理
」
を
ド
イ
ツ
語
訳
で
読
ん
だ
。
そ
し
て
市
民
社
会
の
本
質
・
労
働
・
分
業
・
税
制

等
に
つ
い
て
注
釈
を
つ
け
な
が
ら
研
究
し
て
い
る
。
「
高
貴
な
情
熱
と
興
味
あ
る
実
側
を
も
つ
て
、
へ
…
ゲ
ル
は
競
争
の
真
只
中
に
あ
り
、

労
働
と
交
換
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
あ
る
人
間
の
心
情
を
救
わ
ん
と
し
て
、
重
商
主
義
の
死
せ
る
も
の
と
戦
っ
て
い
る
」
（
。
や
。
圃
賞
ψ
。
。
①
）
。

彼
は
や
は
り
心
を
実
存
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
。
以
前
と
異
っ
て
い
る
こ
と
は
、
実
存
を
市
民
社
会
に
お
け
る
実
存
と
し
て
把
握
し
、

イ
エ
ス
に
お
け
る
自
己
解
釈
な
ど
と
書
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
現
実
を
現
実
と
し
て
直
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
わ
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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な
研
究
に
関
連
し
て
、
「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
な
る
論
文
を
書
い
て
い
る
。
私
は
そ
の
第
一
序
文
と
第
二
序
文
を
中
心
と
し
て
彼
の
思
想
と

実
存
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　
カ
ン
ポ
・
フ
ォ
ル
ミ
オ
条
約
に
も
と
ず
い
て
、
九
七
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
シ
ュ
タ
ッ
ト
会
議
で
は
、
ラ
イ
ン
左
岸
の
割
譲
が
承

認
さ
れ
、
領
土
を
没
収
さ
れ
た
諸
候
へ
の
賠
償
の
閥
題
、
司
教
領
廃
止
等
が
議
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
て
書
か
れ

た
ド
イ
ツ
憲
法
論
第
一
序
文
は
、
深
い
諦
念
で
満
さ
れ
て
い
る
。
「
ド
イ
ツ
の
愛
国
者
は
苦
悶
に
満
さ
れ
、
そ
し
て
全
て
の
下
膨
の
根
源

の
閉
塞
や
国
家
の
欠
陥
の
本
質
的
改
革
の
希
望
は
、
彼
等
か
ら
と
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
（
寓
．
ω
　
鉢
⊃
○
。
も
。
｛
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
国
家
の

改
革
を
断
念
す
る
。
し
か
し
彼
は
改
革
へ
の
希
望
に
別
離
を
告
げ
る
前
に
、
「
い
ま
ひ
と
た
び
心
像
に
お
い
て
」
、
尊
意
ド
イ
ツ
を
歴
史
的

根
源
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
「
も
は
や
国
家
で
な
く
」
、
「
時
代
の
精
，
神
か
ら
孤
立
し
て
い
る
」
（
譲
・
ω
』
c
。
ω
）
み
じ
め
な
ド
イ
ツ
の
運

命
の
根
源
を
彼
は
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
に
求
め
る
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
の
根
源
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
掌
上
由
に
お
い
て
見
出
し
た
の

と
同
じ
手
法
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
的
自
由
と
は
、
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
個
人
が
普
遍
の
前
に
屈
伏
す
る
こ
と
な
く
、
独
立
し
て
立
ち
、
そ
の

栄
誉
と
運
命
と
自
か
ら
担
っ
た
」
（
頃
．
ω
■
楠
o
Q
ム
）
時
代
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
英
雄
時
代
の
状
態
で
あ
る
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
は
自
然
と
戦

い
、
獲
得
し
た
も
の
を
私
有
物
に
し
た
。
こ
の
私
的
獲
得
物
は
や
が
て
法
勧
化
さ
れ
て
、
多
く
の
私
法
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し

て
私
的
略
奪
の
産
物
で
あ
る
多
く
の
領
邦
国
家
の
分
立
か
ら
成
る
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
し
た
。
「
金
体
か
ら
分
離
し
た
法
」
は
神
聖
な
侵

す
べ
か
ら
ざ
る
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
荘
家
が
存
立
し
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
な
正
義
が
憲
法
の
原
理
で
あ
り
、
魂
で

あ
る
」
（
譲
響
ω
．
b
。
○
。
○
○
）
。
前
期
の
実
存
の
立
場
で
あ
る
「
正
義
」
は
み
じ
め
な
ド
イ
ツ
憲
法
を
基
礎
づ
け
る
原
理
と
な
る
。
し
か
し
「
国
家

権
力
を
私
的
所
有
に
し
ょ
う
と
す
る
努
力
は
、
国
家
を
解
体
し
、
権
力
と
し
て
の
国
家
を
破
壊
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
‘
　
（
同
幽
．
　
り
Q
‘
卜
⊃
O
G
刈
）

こ
の
よ
う
に
書
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
心
情
に
は
「
権
力
国
家
」
の
思
想
が
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
○
○
年
の
三
月
か
ら
そ
の
年
の
秋
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
「
野
畑
と
肉
垂
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
第
二
序

文
で
は
、
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
運
命
を
め
ぐ
っ
て
の
実
存
の
変
遷
は
一
応
終
結
を
つ
げ
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る
。

　
こ
の
断
片
で
問
題
と
な
る
の
は
ま
ず
運
命
に
対
す
る
二
つ
の
態
度
で
あ
る
。
以
前
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ
は
「
戦
う
者
」
で
あ
り
、
他
は

「
耐
忍
ぶ
者
」
、
「
美
し
い
魂
」
で
あ
る
。
へ
…
ゲ
ル
は
こ
れ
ま
で
の
神
学
的
ヴ
ェ
…
ル
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
ド
イ
ツ
の
環
実
と
直
接
に

対
決
す
る
。
　
「
戦
う
者
し
は
無
意
識
的
に
求
め
て
い
る
「
未
知
の
も
の
」
と
彼
に
許
さ
れ
て
い
る
「
生
」
と
の
矛
腫
が
ま
す
ま
す
大
き
く

な
っ
て
い
る
の
を
感
じ
て
い
る
。
他
方
「
本
牲
を
自
巴
の
内
部
で
理
念
に
ま
で
仕
上
げ
る
入
」
（
じ
・
O
D
」
G
。
り
）
・
「
美
し
い
魂
」
の
「
生
へ
の

憧
憬
」
が
高
ま
っ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
は
「
相
互
に
近
づ
き
合
お
う
と
努
力
し
て
い
る
」
。
　
へ
…
ゲ
ル
は
第
二
の
イ
エ
ス
像
に
お

け
る
よ
う
に
、
「
戦
う
者
」
と
「
美
し
い
魂
」
と
二
者
択
一
の
方
向
を
捨
て
て
、
両
者
を
超
越
し
た
も
の
に
志
向
し
て
い
る
。
　
こ
の
点
第

一
の
像
に
帰
っ
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
美
し
い
魂
を
検
討
し
、
自
己
批
鞘
を
す
る
。
美
し
い
魂
は
彼
が
イ
エ
ス
に
お
い
て
し
た
よ
う
に
、
孤

独
の
状
態
で
自
己
の
理
想
を
表
現
し
、
そ
れ
を
伴
侶
に
し
て
楽
し
む
。
し
か
し
み
じ
め
な
ド
イ
ツ
・
即
ち
「
時
代
に
よ
っ
て
、
内
的
世
界

に
お
い
や
ら
れ
た
人
闘
」
は
惣
己
の
純
粋
な
美
を
守
ろ
う
と
す
れ
ば
、
「
永
遠
の
死
」
（
野
¢
戸
ω
り
）
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
と

い
っ
て
、
自
己
の
理
想
を
実
現
し
努
め
る
に
し
て
も
、
彼
は
余
り
に
も
運
命
の
き
び
し
さ
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ヂ
レ
ン
マ
に

直
面
し
た
美
し
い
魂
は
、
生
が
許
す
か
ぎ
り
、
「
生
を
軽
蔑
し
、
受
難
し
よ
う
と
欲
す
る
砿
、
即
ち
イ
エ
ス
の
よ
う
に
自
発
的
に
死
を
選
ぶ

の
で
あ
る
。
死
に
直
罪
し
た
へ
…
ゲ
ル
は
自
己
批
判
を
し
て
、
美
し
い
魂
を
捨
て
宏
る
。
ま
た
運
命
は
「
戦
う
者
」
の
加
え
る
暴
力
に
よ

っ
て
も
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
際
「
運
命
は
運
命
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
（
ピ
・
Q
Q
9
δ
り
）
。
外
的
暴
力
は
「
特
殊
対

特
殊
」
で
あ
っ
て
、
「
薪
た
な
受
難
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
で
は
運
命
が
愛
に
よ
っ
て
も
、
勇
気
に
よ
っ
て
も
克
服
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
　
一
体
両
者
を
越
え
た
第
三
の
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
運
命
の
必
然
性
を
認
識
し
て
、
時
を
待
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
現
存
の
生
が
そ
の
カ
と
そ
の
全
て
の
価
値
を
央
い
、

単
な
る
消
極
的
な
も
の
に
な
っ
た
時
」
（
ダ
ω
．
戸
ω
¢
）
、
運
命
は
霞
己
運
動
を
成
し
遂
げ
て
、
運
命
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。
古
い
生
、
運
命
は
特
殊
対
特
殊
の
意
図
的
活
動
の
対
象
で
は
な
い
。
生
自
か
ら
が
新
し
い
生
を
生
み
出
し
、
古
い
生
を
克
服
し
て
く

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
蜜
穴
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
五



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
百
七
十
七
号
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10
6
　
れ
る
の
で
あ
る
。
「
綱
隈
さ
れ
た
も
の
は
自
か
ら
の
う
ち
に
あ
る
自
己
自
身
の
真
理
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
」
（
r
ω
．
ド
戯
O
）
。
そ
し
て
「
形

　
　
而
上
学
に
よ
っ
て
欄
限
は
そ
の
限
界
を
受
敢
り
、
そ
し
て
全
体
の
選
関
に
お
い
て
そ
の
必
然
性
を
受
取
る
」
（
○
℃
．
窪
）
。
そ
れ
故
に
運
命

　
　
の
必
然
性
を
認
識
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
自
由
な
の
で
あ
る
。
人
は
運
命
か
ら
逃
げ
た
り
、
そ
れ
と
戦
っ
た
り
し
て
、
何
ら
か
の
反
応
を
す

　
　
べ
き
で
は
な
い
。
唯
ひ
た
す
ら
運
命
の
動
き
を
凝
視
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
い
っ
か
は
運
命
は
運
命
で
あ
る
こ
と

　
　
を
や
め
て
く
れ
る
。
そ
の
時
ま
で
時
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、
　
「
現
存
し
出
来
上
っ
た
世
界
の
客
観
的
必
然
性

　
　
と
合
理
性
を
承
認
す
る
」
（
図
壽
鴇
ぴ
弓
薮
冨
㈱
G
。
霧
）
へ
…
ゲ
ル
は
、
「
青
年
か
ら
大
人
へ
の
移
行
の
時
代
」
、
「
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ー
の
時
代
」

　
　
を
克
服
し
て
、
「
大
人
」
に
な
っ
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
い
て
は
、
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
感
性
的
な
実
践
的
主
体
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は

　
　
歴
史
の
動
き
を
傍
で
眺
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
み
じ
め
な
ド
イ
ツ
の
社
会
的
現
実
は
、
彼
の
若
き
騒
の
情
熱
を
真
直
に
外
界
の
改
革
に

　
　
む
か
わ
し
め
ず
、
内
面
世
界
へ
と
屈
折
さ
せ
て
、
運
命
の
歴
史
的
必
然
性
の
認
識
・
「
あ
る
も
の
の
理
解
」
（
ピ
・
ψ
㎝
）
と
言
う
観
念
的
活

　
　
動
に
転
じ
せ
し
め
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
み
じ
め
な
現
実
に
お
い
て
も
、
存
在
の
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
現
実
的
な

　
　
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
し
と
し
て
、
「
現
轍
の
十
字
架
の
う
ち
に
理
性
を
バ
ラ
と
し
て
認
識
し
、
も
っ
て
現
世
を
喜
ぶ
こ
と
」
（
℃
｝
書
士
？

　
9
…
①
〔
δ
。
。
男
①
。
ぎ
。
。
・
く
。
霞
Φ
禽
．
）
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
時
代
の
流
れ
に
逆
う
美
し
い
魂
が
ど
ん
な
に
高
貴
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
水
魚
の

　
死
」
と
言
う
難
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
故
「
た
と
え
時
代
と
の
合
一
が
高
貴
で
な
く
、
下
賎
で
あ
る
に
し
て

　
も
」
（
Z
9
ω
．
c
。
蟄
）
、
生
を
願
う
彼
は
理
想
を
捨
て
、
現
実
と
手
を
握
り
、
妥
協
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
諦
観
の
立
場
に
立
つ
た
彼
は
、

　
観
念
の
世
界
に
お
い
て
現
実
世
界
の
思
想
的
延
長
を
行
い
、
偉
大
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
夢
想
す
る
。

　
　
　
一
八
○
○
年
九
月
十
四
日
の
臼
付
け
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
「
，
体
系
断
片
」
で
は
、
こ
の
時
代
の
最
終
的
な
哲
学
的
立
場
が
記
さ
れ
て

　
い
る
。
宗
教
と
は
「
人
間
が
有
限
な
生
か
ら
無
蓋
な
生
に
高
ま
る
こ
と
」
で
あ
り
、
哲
学
は
「
有
限
か
ら
無
限
に
菖
ま
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　
哲
学
は
生
を
「
結
合
と
非
結
合
と
の
結
合
」
と
し
て
把
握
す
る
が
、
こ
の
結
合
慮
体
に
は
非
結
合
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
哲
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学
は
「
有
限
な
も
の
の
追
金
化
」
を
求
め
て
、
「
悪
無
限
」
に
落
入
る
。
し
か
し
「
有
限
な
も
の
が
そ
れ
自
体
生
で
あ
る
」
と
入
は
認
識
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
隈
的
生
に
高
ま
り
、
悪
無
限
を
止
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
そ
れ
故
哲
学
は
宗
教
を
も
つ
て
終
る
」
（
乞
．
ω
9
G
。
心
c
G
）
。

こ
こ
で
哲
学
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
哲
学
を
指
し
、
宗
教
は
後
の
思
弁
的
絶
対
知
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
頃
ヘ

ー
ゲ
ル
は
ベ
ル
ン
時
代
に
書
い
た
「
キ
リ
ス
ト
教
の
概
成
性
」
の
改
作
に
従
事
す
る
。
彼
は
も
は
や
道
徳
性
の
立
場
か
ら
既
成
宗
教
を
批

判
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
歴
史
的
必
然
性
を
承
認
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
少
し
ば
か
り
の
遺
産
を
手
に
入
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
家
庭
教
師
を
辞
し
て
、
イ
エ
ナ
に
行
く
。
彼
は
心
情
の
美
し
さ
を
守
る
た
め
に
、
現

実
か
ら
逃
避
し
て
世
の
す
ね
者
に
な
り
、
反
っ
て
魂
の
死
を
蒙
る
美
し
い
魂
で
あ
る
よ
り
も
、
進
ん
で
市
民
社
会
の
一
員
た
ら
ん
こ
と
を

欲
す
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
自
己
の
実
存
を
極
限
ま
で
に
駆
り
た
て
て
、
凝
視
し
な
が
ら
、
孤
独
の
う
ち
に
研
究
を
し
続
け
た
来
た
。
そ
し

て
実
存
は
挫
折
に
挫
折
を
重
ね
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
実
存
の
変
遷
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
○
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
っ
た
態
度
）

　
ω
　
前
　
期

　
　
　
　
靴
う
者

　　

^
命
く

　
　
　
　
耐
忍
ぶ
者

　
）
　
　
　
可
　
　
　
ユ

　
2
　
　
運
1
　
　
｝
v

　
（
　
　
　
一
　
　
　
璽
〆

業
麟
慧
・
い
魂
器
へ
難
僧
（
美
し
い
魂
）

　
渤
　
麦
　
舅

　
（
　
　
孝
　
　
璽
ノ

運
命
〈
戦
う
者
美
し
い
魂
〉
謝

実
存
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
リ
ズ
ム
を
繰
返
し
、
運
命
の
き
び
し
さ
を
認
識
す
る
に
つ
れ
て
実
践
的
態
度
か

　
　
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
お
け
る
へ
…
ゲ
ル
の
実
存
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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哲
泌
ず
研
究
　
　
策
叩
四
百
七
十
七
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
八
八

ら
次
第
に
後
退
し
て
ゆ
き
、
最
後
に
諦
観
の
立
場
に
立
つ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
躍
る
に
あ
た
っ
て
感
慨
深
げ
に
シ
ェ
リ
ン

グ
に
語
っ
て
い
る
。
「
私
の
晋
年
時
代
の
理
想
は
、
反
省
の
形
式
に
、
岡
時
に
一
つ
の
体
系
に
変
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
　
一
方
で
は
変
る
こ
と
な
く
学
問
に
従
事
し
な
が
ら
、
私
は
入
間
生
活
に
足
を
踏
み
入
れ
る
に
は
ど
の
よ
う
な
帰
路
が
見
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
を
自
問
し
て
い
ま
す
」
（
碧
ω
9
亀
ぎ
σ
Q
ド
G
。
O
O
●
に
’
悼
）
。
ベ
ル
ン
時
代
の
道
徳
性
の
理
想
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代

の
美
し
い
魂
の
理
想
も
、
共
に
「
道
徳
・
愛
・
宗
教
」
と
書
う
現
象
学
的
体
系
の
一
契
機
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
体
系
は
一

八
〇
七
年
の
「
精
神
現
象
学
」
に
い
た
る
ま
で
保
持
さ
れ
、
そ
こ
で
詳
細
に
叙
述
さ
れ
る
。
　
「
自
己
の
内
面
の
壮
麗
さ
を
行
為
と
定
在
に

よ
っ
て
汚
が
さ
れ
は
し
な
い
か
と
書
う
不
安
に
生
き
て
い
る
。
自
門
の
心
情
の
純
粋
さ
を
守
る
た
め
に
、
現
実
と
の
接
触
か
ら
逃
避
し
、

気
む
ず
か
し
い
無
能
力
の
状
態
に
固
執
し
て
い
る
」
（
霧
ぎ
。
ヨ
撃
9
。
σ
Q
冨
焦
霧
○
Φ
一
舞
の
・
ω
・
戯
爵
臨
）
と
美
し
い
魂
を
画
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

若
き
日
の
自
分
を
追
想
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
と
ん
か
く
「
運
命
を
尊
重
す
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
恩
寵
を
待
つ
こ
と
」
が
自
由
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
た
彼
は
、
照
年
時
代
を
去
っ
て
、
所
謂
「
大
入
」
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
地
盤
に
お
い
て
、
こ
の
後
彼
は
哲

学
体
系
の
形
成
に
専
念
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
八
・
十
二
・
十
）
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
西
洋
哲
学
史
〕
博
士
課
程
学
生
）



state－power，　in　its　final　analysis，　results　from　a　heart－felt　obedience　of　the

people　to　‘ethical　iegitimacy’　（ethische　Legitimitat），　by　which　tlie　exercise

and　support　of　power　becomes　more　justifiable．

Hege茎s，，麹xis纏z‘‘量聡簸脇k窒麟er　P樋。雌e

　　　　　　　mit　besonderer　Berticksichtigung

　　　　　　　　auf　den　Begriff　，，Sch6ne　Seele“

ven　lv｛amoru　Mukai

　　In　se量ner　Frankfurter　Periode　erf曲r　H：egel　eine　Spannung　zwischen　seiner

eigenen　Existenz　und　Cler　damali．cren　politisch－sozialen　Situation　Deutsehlancls．

Es　scheint　daS　er　hier　drei　Stufen　der　Existenzwahl　nacheinander

durchging．　Diese　Stufen　waren　von　ihm　selbst　als　drei　m6gliche　Haltung・　en

formuliert，　die　ein　freies　Subjekt　gegen　sein　Schicksal　nehmen　kann，

　　（1）　Erste　Stufe　（Jan．，　1797－Juli，　1798）．

　　Das　Schicksal　bricht　da　auf，　wo　die　harip．onische　Einheit　des　Menschen

und　der　Welt　verloren　geht．　Dann　1｛ann　man　entweder　das　Schicksal

l〈ampfen　oder　es　dulden．　Es　war　das　Ktimpten，　das　Hegel　zuerst　gewahlt

hat，　aber　das　Resultat　war，　daes　er　der　groSen　Kluft　zwischen　dem　ldeal

und　der　XVirl〈lichkeit　um　so　schari－er　inne　wurde．

　　（2・　）　Zweite　Stufe　（Au．cr．，　1798一　Jan．，　1799）

　　In　dem　groBen　Fragment　，，Der　Geist　des　Christentums　un6　sein　Schicl〈sal“

bestimmt　Hegel　Jesu　Haltung　．aegen　das　Schicl｛sal　als　die　einer　sch6nen

Seele．　Eben　dies　war　anch　die　Antwort，　die　nun　Hegel　seinem　eigenen

Problem　geben　wollte．　Er　wollte　sich　mit　de皿Schicksal　dadurch　vers6hnen，

daS　er　den　Standpunl〈t　der　sch6nen　Seele　nahm，　welcher　die　Einheit　des

Ktimpfens　und　Duldens　verwirltlichen　sollte．　Nun　ist　es　selbst　in　der

Bestimmun．cr　der　，，sch6nen　Seele“　zwei　Seiten　oder　vielmehr　Typen　zu

unterscheiden．　Nach　der　ersten　typischen　Konzeption　derselben，　welche

von　Schiller　gegeben　wurde，　zeigt　sie　sich　als　die　Seele，　die　mit　der

Welt　iin　freundschaftlichen　Verhtiltnis　steht　und　vielseitig　ihr　Verm6gen

entwicl〈eln　kann，　wahrend　nach　dem　zweiten　Typus，　wie　ihn　Goethe　heraus－
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stellte，　ist　sie　vielmehr　eine　seelische　Haltung，　die　aus　der　Welt　fiUchtet，　iik

sich　zurifcl〈zieht．　XVas　aber　von　Hegel　selbst　wirl〈lich　erfahren　wurde，　war，

daS　man　den　ersten　Typus　der　scho”nen　Seele　verwirklichen　will　und　doch

durch　die　Bestimmtheit　der　Situation　unverrp＋eidlich　zur　Aufnahme　des

anderen　Typus　hinaus．cretrieben　wird．　Es　enthUllte　sich　daB　ihm，　wie　einmal

Jesu　selbst，　die　sch6ne　Seele　auf　die　｝｛［altun．cr　des　Duldens　hinausging．

　　（3）　Dritte　Stufe　（Febr．，　1799－1800）

　　Der　Aufsatz　，，Verfassung　Deutschlands“　zeigt　den　erneuten　Versuch　｝legels，

um　das　Kampfen　und　Dulden　in　die　Einheit　zu　bringen．　Den　Weg　fand　er

endggltig　in　philosophia，　d．　h．　im　，，Verstehen　dessen，　was　ist．“　Philosophie

ist　der　Weg　zur　Vers6hnung　mit　der　schicl〈salhaften　Wirklichkeit．　Er　fifhrt

am　Ende　zu　den　bertihmten　Thesen　Hegels　im　Vorwort’　zu　seiner　Rechts－

philoso王）h玉e、
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