
イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

一
近
代
の
黙
示
録
「
絶
対
自
由
と
恐
怖
」
1
…
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序

　
一
七
九
二
年
、
ヴ
ァ
ル
ミ
ー
の
戦
い
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
軍
の

圧
倒
的
な
精
神
酌
昂
揚
の
ま
え
に
あ
え
な
く
潰
走
す
る
反
革
命
軍
を
つ
ぶ

さ
に
闘
離
し
た
ゲ
ー
テ
は
、
「
こ
の
場
所
か
ら
、
そ
し
て
こ
の
賑
か
ら
、

世
界
史
の
新
し
い
晴
代
が
は
じ
ま
る
」
と
書
き
し
る
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ

が
こ
の
「
薪
し
い
賭
代
偏
と
い
う
言
葉
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
こ
め
て
い

た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
イ
エ
ナ
時
代
の
へ
…
ゲ

ル
に
つ
い
て
も
こ
の
「
減
し
い
蒔
代
」
へ
の
確
信
を
つ
よ
く
捲
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
事
実
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
、
そ
こ
で
の
へ
！
ゲ
ル
は
ア

ポ
カ
リ
ブ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
意
識
に
導
か
れ
な
が
ら
密
己
の
哲
学
体
系
を
構

築
し
て
い
く
。
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
イ
エ
ナ
侵
攻
前
夜
と
い
う
劇
的
状

況
の
も
と
に
完
成
し
た
『
精
神
現
象
論
』
は
、
実
に
こ
の
「
誕
生
の
時

代
」
の
訪
れ
を
告
知
す
る
暫
学
的
宣
言
で
あ
り
、
自
己
の
哲
学
体
系
が
薪

し
い
叢
誌
の
新
し
い
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
高
ら
か
に
謳
い
あ
げ
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　
本
論
考
は
、
『
精
神
地
象
論
』
で
㎝
、
絶
対
知
」
と
し
て
哲
学
的
に
定
式

化
さ
れ
た
こ
の
「
新
し
い
蒔
代
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
確
信
は

イ
エ
ナ
詩
代
の
へ
！
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
い
か
に
成
熟
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
わ

ば
こ
の
過
渡
期
の
意
識
を
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
く
ぐ
り
ぬ
け
、
「
漸

し
い
時
代
」
の
地
平
に
立
ち
え
た
の
か
、
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
の
よ
っ
て
立

つ
そ
も
そ
も
の
境
位
を
、
そ
の
最
も
生
々
し
い
姿
に
お
い
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
Q
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
そ
の
も
の
の
歴
史
性
を

も
晃
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
以
下
で
ぱ
ま
ず
、
イ
エ
ナ
最
初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
「
ド
イ
ツ
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ソ

法
論
」
を
手
が
か
り
に
し
て
見
て
い
ぎ
た
い
。

一
　
政
払
瀬
家
ヘ
ー
ゲ
ル

「
ド
イ
ツ
憲
法
論
」
は
そ
の
慮
戴
な
権
力
国
家
論
の
主
張
の
ゆ
え
に
ヘ
ー

ゲ
ル
政
治
思
想
の
・
）
え
で
特
異
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
賭
代
末
期
に
執
筆
さ
れ
た
そ
の
序
文
草
稿
は
、
単
に
ご
5
し

た
政
治
論
文
へ
の
序
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
苦
渋

に
満
ち
た
実
存
の
あ
り
方
を
よ
く
伝
え
て
い
て
、
興
味
深
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
こ
で
明
ら
か
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
イ
エ
ナ
に
移
る
に
あ
た
り
、

思
想
上
の
大
き
な
転
機
を
迎
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
当
為
の

五
七
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折
口
学
冊
鱗
究
　
　
第
五
董
二
十
六
易
｝

黒
熱
か
ら
存
在
の
理
解
へ
、
と
要
約
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
当
時
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
成
長
を
評
し
て
、
青
年
か
ら
大
人
へ
と
呼
ば
れ
る
の

も
、
こ
こ
に
か
か
わ
る
。

　
こ
の
序
文
草
稿
が
問
う
の
は
実
存
と
歴
史
と
の
、
イ
デ
ー
と
黒
戸
と
の

接
点
で
あ
り
、
両
者
の
一
致
す
る
そ
の
階
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
嶺
時
の

へ
…
ゲ
ル
の
実
存
に
即
し
て
い
え
ば
、
イ
デ
…
の
実
現
を
求
め
て
苦
悩
す

る
己
の
感
情
を
客
観
化
し
、
現
実
改
革
（
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
政
治
的
改

革
）
の
可
能
性
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。
　
「
本
性
と
現
在
の
生
活
と
の

矛
盾
の
感
清
は
、
そ
の
矛
馬
が
止
揚
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
欲
求
を

意
味
す
る
。
」
（
即
ω
●
お
り
）
し
か
し
そ
れ
が
実
存
の
側
か
ら
の
単
な
る

要
請
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
欲
求
は
現
実
改
革
の
真
の
力
に
は
な
り
え
な

い
Q
そ
の
こ
と
は
な
に
よ
り
も
過
去
の
苦
い
挫
折
の
経
験
が
へ
！
ゲ
ル
に

教
え
て
く
れ
る
。
か
く
て
へ
…
ゲ
ル
は
、
脊
年
蒔
代
の
自
分
の
改
革
主
義

的
志
向
を
、
現
実
に
対
す
る
外
か
ら
の
暴
力
、
「
特
殊
に
対
す
る
特
殊
」

と
し
て
批
判
す
る
。
　
「
神
の
園
よ
来
れ
、
そ
し
て
私
達
の
手
が
空
し
く
懐

に
納
っ
て
い
な
い
よ
う
に
」
（
ピ
6
．
。
。
の
H
。
。
）
と
い
っ
た
、
当
為
に
定
位
す
る

か
つ
て
の
態
度
、
現
実
を
か
く
あ
る
べ
き
姿
で
適
え
ん
と
す
る
志
向
は
、

矯
め
ら
れ
る
。
か
く
あ
る
姿
で
現
実
を
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
境
実
改
革
の

真
の
可
能
性
を
探
り
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
い
か
な
る
現
実
で
あ
っ
て
も
歴
史
的
生
命
に
担
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
そ

の
根
拠
は
単
な
る
「
特
殊
」
に
で
は
な
く
「
普
遍
」
に
根
ざ
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
現
実
を
改
革
し
淺
分
の
イ
デ
ー
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
現

実
が
歴
史
的
生
命
を
喪
失
し
、
ま
っ
た
く
の
特
殊
に
堕
し
て
し
ま
う
そ
の

時
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
イ
デ
ー
は
単
な
る
当
為
で
あ
る

五
八

こ
と
を
止
め
為
現
実
認
識
に
媒
介
さ
れ
た
客
観
的
な
も
の
と
な
り
え
よ
う
。

序
文
草
稿
に
お
け
る
こ
う
し
た
自
己
批
判
の
成
果
は
、
の
ち
に
イ
エ
ナ
の

最
終
稿
に
お
い
て
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
理
解
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
か
く
て
「
憲
法
論
」
の
狙
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
方
で
は
「
現
在
の

全
て
の
現
象
は
古
き
生
活
に
お
い
て
は
も
は
や
満
足
が
見
い
だ
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」
（
層
9
。
・
、
冠
O
）
ド
イ
ツ
に
は
新
し
い
時
代

へ
の
期
待
が
充
ち
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
は
苦
渋
の
う
ち
に
も
「
よ

り
よ
ぎ
生
活
し
を
直
観
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
予
兆
の
も
と
に
「
憲
法

論
」
は
、
そ
の
よ
り
よ
き
生
活
の
客
観
的
可
能
性
を
「
在
る
と
こ
ろ
の
も

の
の
理
解
」
を
介
し
て
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
そ
の
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
は
何
か
Q
そ
れ
は
三
十
年
戦
争

以
来
無
数
の
領
封
国
家
に
分
裂
し
、
い
ま
だ
近
代
中
央
集
権
国
家
と
し
て

の
真
の
統
　
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
政
治
的
後
進
国
ド
イ
ツ
。

相
継
ぐ
内
乱
で
疲
弊
し
、
つ
い
最
近
の
対
仏
戦
争
に
も
敗
残
し
、
政
治
的

低
迷
の
極
み
に
あ
る
ド
イ
ツ
、
こ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
ド
イ
ツ

は
も
は
や
国
家
で
は
な
い
。
」
そ
れ
は
暗
流
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る
Q

そ
の
憲
法
は
遙
か
幾
世
紀
も
昔
の
も
の
で
あ
り
、
「
現
代
の
生
命
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
い
な
い
。
」
（
⇔
●
ω
’
b
。
G
。
。
。
）

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
現
状
認
識
か
ら
出
発
し
、
そ
の
よ
っ
て
来
る
究

極
の
原
因
を
歴
史
釣
文
脈
の
う
ち
に
超
え
よ
う
と
す
る
Q
か
つ
て
ブ
霧
テ

ス
タ
ソ
ト
正
統
信
仰
の
ポ
ジ
ィ
テ
ィ
…
フ
な
性
格
の
原
譜
を
、
ユ
ダ
ヤ
教

な
ら
び
に
イ
エ
ス
の
「
自
然
宗
教
」
に
ま
で
遡
及
し
て
求
め
た
よ
う
に
、

こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
の
無
政
府
状
況
の
原
因
を
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
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の
森
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
た
ず
ね
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
方
法
に
よ
っ
て
捌
挟
さ
れ
た
も
の
が
、
「
ド
イ
ツ
的

自
由
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
個
の
自
由
と
宙
立
と
に
あ
く
ま
で

園
執
し
普
遍
の
も
と
へ
の
服
従
に
反
抗
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
民
族
の
こ
の

志
操
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
近
代
的
な
統
一
国
家
の
形
成
を
不
可
能
に
し

て
い
る
最
大
の
元
凶
を
、
へ
！
ゲ
ル
は
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
か
の
権
力
国
家
論
の
主
張
は
こ
の
歴
史
的
認
識
か
ら
の
直
接
の

帰
結
で
あ
る
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
艮
族
の
近
代
国
家
と
し
て
の
蘇
生
の
方
途

は
、
ま
ず
い
か
な
る
季
段
を
講
じ
て
で
も
億
の
こ
の
我
意
を
う
ち
砕
き
、

権
力
的
普
遍
の
う
ち
に
そ
れ
を
包
摂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
強
力
な
ヘ
ゲ
モ

ニ
…
に
よ
る
権
力
的
統
一
に
よ
っ
て
こ
の
自
由
を
止
揚
し
、
ド
イ
ツ
を
国

家
形
成
に
ま
で
導
く
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
事
柄
は
こ
れ

ま
で
も
「
思
案
の
成
果
で
は
な
く
、
権
力
の
そ
れ
で
あ
っ
た
」
（
娼
讐
。
。
．
一
ω
q
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
レ

か
ら
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
マ
イ
ネ
ツ
ケ
も
い
う
よ
う
に
、
従
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
主
体
で
あ
る

よ
り
は
客
体
で
あ
る
方
が
多
か
っ
た
ド
イ
ツ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ

ス
の
よ
う
に
、
確
固
た
る
権
力
政
治
の
伝
統
は
発
展
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
外
国
か
ら
の
「
輸
入
蔽
」
に
す
ぎ
な
い
。
　
（
巨
Φ
冠
霧
焦
醇

Qり

T
9
ド
『
茸
雲
9
ぎ
腎
二
回
o
ρ
糞
窪
○
Φ
総
賦
。
箒
。
）
こ
の
指
摘
は
こ
こ
で
の
へ
…

ゲ
ル
に
つ
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
憲
法
論
」
は
、
そ
の

権
力
政
治
の
思
想
を
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
に
、
現
実
の
範
例
を
ジ
シ
ュ
リ
ュ
ー

に
仰
い
で
い
る
。
な
か
ん
づ
く
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
へ
の
心
酔
に
つ
い
て
は
ま

こ
と
に
瞠
園
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
単
な
る
理
論
の
継
承
と
い
う
こ
と
以

上
に
、
霞
分
と
同
じ
よ
う
な
政
治
的
状
況
と
企
図
と
を
生
き
た
こ
の
先
覚

イ
エ
ナ
鋳
代
の
へ
…
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
厳
ホ

に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
密
己
の
実
存
を
生
々
し
く
移
入
さ
せ
て
い
る
。
一
種
の

悲
壮
な
危
機
感
を
も
っ
て
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
子
代
の
イ
タ
ヲ
ア
の
政
治
的
運

命
に
ド
イ
ツ
の
そ
れ
を
投
影
し
、
「
ド
イ
ツ
も
イ
タ
リ
ア
の
運
命
に
陥
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
嘆
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ヲ
へ
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

か
る
傾
倒
は
こ
の
の
ち
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
さ
き
の
問
題
に
か
え
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
主
張
す
る
権
力
的
統

一
の
可
能
性
の
客
観
的
根
拠
を
何
処
に
児
て
い
る
か
。
そ
れ
が
ド
イ
ツ
的

現
実
に
適
合
し
た
政
策
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
い
か
よ
う
に
か
「
普

遍
」
に
根
ざ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
過
渡
期
的

状
況
そ
の
も
の
が
、
そ
の
可
能
性
を
歴
史
的
に
抽
出
し
て
い
る
、
と
箸
え

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
三
十
年
戦
争
以
来
の
ド
イ
ツ
の
政
治
的

ア
ナ
ー
キ
ー
そ
の
も
の
が
、
ま
た
最
近
の
「
宿
由
の
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
的

狂
躁
」
が
、
人
々
を
し
て
圏
家
と
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
思
い

を
馳
せ
し
め
た
。
歴
史
の
過
程
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
畏
族
は
教
育

さ
れ
、
そ
の
結
果
「
ア
ナ
ー
キ
ー
は
自
由
か
ら
区
別
さ
れ
、
嶽
由
の
た
め

に
は
確
固
と
し
た
統
治
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
肝
に
深
く
銘
じ
こ

ま
れ
た
◎
」
（
℃
．
ω
．
お
○
。
）
つ
ま
り
分
裂
の
極
み
に
お
い
て
こ
そ
か
え
っ
て

統
　
へ
の
可
能
性
が
抽
出
さ
れ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
は
す
で
に
、
「
劣
悪
さ
が
極
ま
っ
て
初
め
て
も
の
は

反
紺
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
薩
接
的
必
然
性
を
負
う
」
（
℃
疑
夢
・
。
・
．

謡
O
）
と
幅
え
る
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
う
か
が
5
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ポ

カ
リ
ブ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
意
識
を
生
き
る
イ
エ
ナ
晴
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
よ
く

特
色
づ
け
る
こ
う
い
つ
た
自
覚
を
、
の
ち
に
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
場

五
九
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面
で
確
認
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ド
イ
ツ
の
隠
し
い
誌
代
を
、
政
治
的
分
裂
を
克

服
し
た
近
代
中
央
集
権
国
家
と
い
う
政
治
的
地
平
に
求
め
て
い
る
。
具
体

的
に
い
え
ば
そ
の
国
家
は
、
君
主
と
い
う
権
力
的
紋
轍
点
と
と
も
に
「
代

議
制
度
」
（
身
分
国
会
）
を
も
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
全
て
の
近

代
器
量
の
心
し
い
原
理
で
あ
り
、
そ
の
本
源
の
精
神
は
ド
イ
ツ
的
自
由
に

あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
権
力
的
に
統
一
さ
れ
た
近
代
国
家
は
ド
イ

ツ
的
自
由
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
“
む
き
だ
し
の
欝
由
μ

で
し
か
な
い
こ
れ
を
“
法
の
も
と
の
豫
由
μ
へ
と
制
度
化
し
止
揚
す
る
も

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
史
を
背
景
に
展
開
さ
れ
る
近

代
扇
家
に
つ
い
て
の
こ
・
）
し
た
諸
論
究
の
う
ち
に
、
の
ち
の
ヘ
ー
ゲ
ル
政

治
思
想
の
核
心
の
幾
つ
か
が
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

「
憲
法
論
」
は
　
、
箇
の
政
論
で
あ
り
、
．
そ
の
か
ぎ
り
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
政

治
改
革
の
た
め
の
具
体
的
な
政
策
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
権
力
隅

家
の
た
め
の
政
策
の
最
尖
端
に
位
置
す
べ
き
権
力
的
統
一
の
指
導
者
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
誰
に
求
め
て
い
る
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
に
対
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

「
掌
る
征
服
者
」
と
答
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
次
の

点
が
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
憎
政
治
的
天
才
」
を
賞

讃
し
、
『
鴛
主
論
』
の
意
図
を
高
く
評
慨
し
、
か
つ
い
ま
ま
た
ド
イ
ツ
の

政
治
鮒
統
一
の
た
め
”
現
代
の
テ
セ
ウ
ス
”
を
期
待
す
る
「
憲
法
論
」
の

著
者
の
胸
中
に
は
、
す
で
に
の
ち
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
傾
斜
の
素
地
が
壌

来
あ
が
っ
て
い
た
と
い
5
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
到
る
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ひ
と
つ
の
心
理
的
属
折

六
〇

を
経
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
政
治
的
解
放
を
ド
イ
ツ
懲
身

に
期
待
す
る
「
憲
法
論
」
の
企
図
は
、
そ
の
後
の
状
況
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
あ
え
な
く
破
綻
す
る
。
数
年
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
概
貸
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
イ
ラ
ナ
イ

る
、
「
ド
イ
ツ
人
は
い
か
な
る
独
裁
政
治
に
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ぼ
ル
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
チ
オ
ソ

つ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
民
族
と
し
て
は
消
滅
し
た
、
彼
ら
は
単
に
国
警

で
し
か
な
い
。
」
（
隔
・
。
・
◎
昏
。
ミ
）
権
力
に
よ
っ
て
国
難
を
法
の
も
と
の
自
由

へ
と
馴
致
せ
ん
と
す
る
企
て
が
失
敗
し
た
こ
と
を
、
こ
の
文
章
は
審
白
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
再
び
ド
イ
ツ
の
政
治
的
現
実

に
対
す
る
深
い
絶
望
の
う
ち
に
身
を
沈
め
て
い
く
。
そ
し
て
見
通
し
に
反

し
て
、
ア
ナ
ー
キ
ー
か
ら
自
由
が
区
別
さ
れ
、
真
の
近
代
国
家
が
確
立
す

る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
で
は
な
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
下
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
で
あ
っ
た
Q
の
ち
に
見
る
よ
・
）
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
体

翻
に
政
治
世
界
の
究
極
の
形
態
を
見
い
だ
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
へ
！
ゲ
ル
が
ド
イ
ツ
に
託
す
る
も
の
の
内
容
が

変
質
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
政
治
へ
の
惜
熱
の
冷
却
と
相
器
っ
て
、
政

論
家
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
存
的
誤
謬
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
で

も
あ
ろ
う
。
さ
き
に
引
用
し
た
文
章
は
、
「
ド
イ
ツ
入
は
絶
対
的
偲
別
性

の
答
礼
を
撚
界
に
も
た
ら
し
た
」
と
つ
づ
い
て
い
る
Q
つ
ま
り
へ
…
ゲ
ル

は
、
政
治
世
界
で
は
否
定
的
に
し
か
評
言
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
ド
イ
ツ
的

原
理
と
改
め
て
対
決
し
直
し
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
後
進
性
と
い
か
よ
う
に

か
宥
和
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

二
　
人
倫
の
悲
劇

特
殊
ド
イ
ツ
的
状
況
の
も
と
に
「
新
し
い
蒋
代
」
を
模
索
し
た
へ
…
ゲ
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ル
は
、
次
に
は
世
界
史
的
視
野
の
う
ち
に
そ
れ
を
捉
え
直
し
、
そ
の
普
遍

的
凍
理
を
探
う
と
う
す
る
。
　
「
自
然
法
論
文
」
、
「
人
倫
の
体
系
」
が
そ
れ

で
あ
る
。

　
執
筆
瞬
期
か
ら
す
れ
ば
「
憲
法
論
」
と
こ
れ
ら
の
著
作
と
の
闘
に
は
内

容
的
に
密
接
な
連
関
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し
｛
沖
し
て
明
ら
か

な
よ
う
に
、
む
し
ろ
異
質
な
面
が
際
だ
っ
て
い
る
。
政
論
察
ヘ
ー
ゲ
ル
は

こ
こ
で
は
思
弁
的
な
自
然
法
論
者
に
変
貌
す
る
◎
ま
た
の
ち
の
へ
…
ゲ
ル

の
政
治
思
想
の
水
準
か
ら
い
え
ば
後
春
が
前
考
よ
り
後
退
し
て
い
る
と
す

ら
い
え
る
Q
し
か
し
そ
の
点
に
つ
い
て
の
た
ち
い
っ
た
分
析
は
影
野
の
関

心
で
は
な
い
Q
こ
こ
で
は
こ
の
理
想
国
の
古
代
的
性
格
に
注
愛
し
た
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
青
年
へ
…
ゲ
ル
に
は
牢
臓
と
し
た
ひ
と
つ
の
歴
史
観
が

あ
っ
た
。
こ
れ
は
ベ
ル
ン
晴
代
の
「
ポ
ジ
ィ
テ
ィ
ビ
テ
ー
ト
論
稿
」
に
お

い
て
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
た
。
美
し
く
幸
福
な
古
代
1
・
分
裂
の
近
代
一
↓
近

代
の
超
克
、
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
観
に
は
ゲ
…

テ
、
シ
ラ
ー
（
特
に
後
者
の
一
連
の
美
学
論
文
・
詩
）
の
古
典
主
義
の
影

響
が
つ
よ
い
。
さ
ら
に
現
今
的
契
機
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
挙
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
の
ち
に
見
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
輩
命
は
ヘ
ー
ゲ

ル
の
近
代
解
釈
に
決
定
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
よ
っ
て
批
界
史
の
舞
台
は
暗
転
し
、
新
し
い
時
代
が
訪
れ
つ
つ
あ
る

と
い
う
確
認
は
、
ひ
と
り
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
ぎ
の
理
想
国
が
古
代
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
も
こ
の
歴
史
観
と
関

係
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歴
史
観
に
お
い
て
は
分
裂
の
近
代
は
“
下
し
い

全
体
性
”
と
い
5
古
代
的
イ
デ
…
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
民
族
宗
教
論
、
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
蘭
由
の
観
念
等
に
そ
の
こ

イ
エ
ナ
特
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
所
有
嬢
σ
Q
9
讐
ヨ
の
扱
い
方
に
お
い

て
最
も
直
営
に
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
所
有
は
近
代
の
分
裂
の
元
凶
と
し
て
、

国
家
的
統
一
を
脅
か
す
忌
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

聖
意
し
た
い
。
所
有
の
こ
う
し
た
受
け
と
め
方
の
背
後
に
は
古
代
共
和
国

の
イ
デ
ー
が
生
き
つ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
挙
げ

た
ベ
ル
ン
時
代
の
論
文
は
古
代
共
母
体
の
崩
壌
原
閃
の
ひ
と
つ
と
し
て
所

有
を
挙
げ
て
い
る
し
、
ま
た
分
裂
の
近
代
の
形
代
精
神
を
特
色
づ
け
る
の

に
、
所
有
の
獲
得
に
専
念
す
る
私
人
の
心
耳
を
も
っ
て
し
て
い
る
（
諸
』
．

卜。

ｨ
齢
）
ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
草
稿
も
、
「
古
代
の
自
由
な
共
和

国
」
に
対
し
て
「
近
代
国
家
で
は
、
所
有
の
安
全
こ
そ
、
全
て
の
立
法
が

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
旋
回
す
る
軸
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
所
有
の
伸
張

が
共
和
国
イ
デ
ー
に
い
か
に
背
馳
す
る
か
を
叙
述
し
て
い
る
◎
こ
う
し
た

観
点
か
ら
こ
の
草
稿
は
、
他
の
点
で
は
専
ら
消
極
的
に
し
か
一
箪
し
な
か

っ
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
、
サ
ソ
・
ジ
ュ
ス
ト
ら
の
い
わ
ゆ
る
王
徳
の
共
和

国
の
試
み
を
、
む
し
ろ
評
価
し
よ
う
と
し
て
す
ら
い
る
。
（
⇔
．
幹
卜
。
①
。
。
）

し
か
し
他
方
で
へ
…
ゲ
ル
に
は
、
所
有
を
近
代
の
運
命
と
し
て
積
癒
的
に

承
認
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
所
有

に
対
す
る
イ
エ
ス
の
態
度
を
批
判
し
て
い
る
点
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
（
廻
●
自
・
・
ミ
G
。
）
ま
た
所
有
に
つ
い
て
の
鋭
い
現
実
感
覚
が
ヘ
ー
ゲ

ル
を
し
て
ス
チ
ュ
ア
…
ト
経
済
学
の
研
究
に
向
わ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
も

で
き
よ
う
。
そ
し
て
「
憲
法
論
」
は
所
有
を
国
家
の
定
義
の
核
心
に
と
り

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
國
家
に
お
け
る
所
有
の
存
在
を
端
的
に
欝

定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
Q
（
℃
●
。
っ
幽
嵩
）

論
£
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で
は
こ
こ
で
は
ど
う
か
。
　
「
自
然
法
論
文
」
は
こ
う
伝
え
て
い
る
。
所

有
は
近
代
の
運
命
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
的
利
益
の
み
を
追
求
す
る
営
利

の
身
分
は
、
そ
の
定
在
そ
の
も
の
が
国
家
の
普
遍
的
原
理
に
抵
触
し
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
身
分
は
有
機
的
総
体
と
し
て
の
国

家
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
「
非
有
機
的
宿
然
」
で
あ
り
、
そ
の
懲
己
伸
張
は

国
家
の
破
滅
を
ま
ね
く
Q
し
た
が
っ
て
国
家
は
そ
の
異
分
子
を
通
達
の
う

ち
に
有
機
化
し
、
圏
家
的
統
…
を
保
ち
5
る
た
め
に
は
、
こ
の
所
膚
を

門
運
命
と
し
て
客
観
的
…
に
白
己
に
対
置
さ
せ
、
か
つ
趨
己
自
身
の
～
部
分

を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
こ
の
否
定
的
な
も
の
に
権
力
と
領
域
と
を
意
識
的

に
譲
り
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
露
分
瓦
之
の
生
を
そ
れ
か
ら
浄
化
」
せ
ね

ば
な
ら
な
い
Q
（
℃
5
し
。
．
膳
一
一
）
へ
…
ゲ
ル
は
こ
れ
を
絶
対
者
。
が
・
思
出
爆
に
麟

己
自
身
と
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
人
倫
の
悲
劇
」
で
あ
る
と
い
う
。

　
か
く
て
人
倫
の
悲
劇
と
は
、
形
面
上
学
的
に
彩
色
さ
れ
た
そ
の
晦
渋
さ

を
こ
し
て
読
み
と
れ
ば
、
近
代
に
お
い
て
深
刻
な
事
態
と
な
っ
た
所
有
を

い
か
よ
う
に
か
自
己
の
う
ち
に
止
揚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
近
代
国
家
の
宿
命

を
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
近
代
に
お
け
る
所
有
の
璽
要
性
は

こ
こ
で
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
ま
た
美
し
い
全
体
性
と

い
う
ヘ
ラ
ス
的
イ
デ
ー
に
立
っ
て
理
想
照
を
構
想
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
は
や
は
り
「
本
性
上
否
定
的
な
も
の
」
で
し
か
な
い
。
国
家

は
所
有
を
「
内
的
に
虚
無
で
あ
る
と
い
う
感
情
を
い
だ
い
て
維
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
（
℃
・
幹
。
。
刈
O
）
つ
ま
り
薄
畳
の
悲
劇
と
は

近
代
の
所
有
を
古
代
国
家
的
イ
デ
ー
の
う
ち
に
虚
揚
し
ょ
う
と
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
試
み
そ
の
も
の
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
Q
近
代
を
い
か
に
古
代
で
止

揚
す
る
か
、
そ
こ
に
は
七
な
く
も
「
悲
劇
レ
と
い
5
蓑
現
が
用
い
ら
れ
た

六
ご

と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
換
言
す
る
と
、
そ
れ
は
所
有
に
対
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
を
否
定
す

る
こ
と
は
現
実
認
識
が
許
さ
な
い
Q
し
か
し
そ
れ
を
端
的
に
肯
定
す
る
こ

と
は
古
代
的
イ
デ
ー
が
危
殆
に
瀕
す
る
こ
と
で
あ
る
◎
そ
こ
で
古
代
的
イ

デ
ー
に
立
ち
つ
つ
近
代
的
断
絃
を
肯
定
す
る
方
法
が
探
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
分
裂
の
近
代
の
超
克
と
し
て
の
新
し
い
蒋
代

の
普
遍
的
原
理
を
古
代
的
な
も
の
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
の
こ
と
は
、
古
代
か
ら
近
代
を
分
か
つ
原
理
的
差
異
が
未
だ
認
識
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

に
右
に
見
た
よ
う
な
理
想
国
の
梅
想
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
差
異
が
承
認
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
根
本
的
な
変
容
を
蒙
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
Q

三
　
現
象
学
的
危
機

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
籍
し
い
時
代
に
た
い
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
展
望

を
主
と
し
て
政
治
世
界
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は

そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
観
に
は
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
。
ま

た
哲
学
の
使
命
は
何
処
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
。

「
差
異
論
文
」
は
、
イ
エ
ナ
に
お
け
る
私
講
師
群
の
う
ち
に
あ
っ
て
密
己

の
哲
学
的
立
場
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
、
も
っ
て
誓
学
界
へ
最
初
の
足
跡
を

印
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
「
憲
法
論
」
と
同
　
，
の
時
期
に
執

筆
さ
れ
た
こ
の
論
文
の
う
ち
に
、
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
注
欲
す
べ
ぎ
哲
学

観
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
入
間
の
生
か
ら
統
一
の
力
が
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失
せ
、
諸
対
立
が
生
動
的
連
関
と
交
互
作
用
と
を
な
く
し
て
し
ま
い
、
中

立
性
を
獲
得
し
て
し
ま
う
時
、
暫
学
の
欲
求
が
発
生
す
る
」
と
い
5
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
当
時
の
政
治
的
現
実
の

う
ち
に
読
み
変
え
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
憲
法
論
」
で
叙
述
さ
れ
て

い
る
ド
イ
ツ
の
無
政
府
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル

が
、
「
分
裂
の
極
み
か
ら
の
恢
復
に
よ
っ
て
の
み
全
体
は
最
高
の
生
動
性

を
獲
得
し
う
る
㎏
と
い
5
聴
、
こ
の
「
恢
復
」
に
は
同
時
に
ド
イ
ツ
の
政

治
的
「
分
裂
」
か
ら
の
恢
復
の
意
義
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
O
厚
●
。
。
’
置
）

　
ま
た
ロ
ー
ゼ
ソ
ク
ラ
ソ
ソ
の
報
出
口
に
よ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
講
兼
姻
に
お

い
て
、
哲
学
の
串
現
す
る
時
、
に
つ
い
て
独
特
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
哲
学
は
三
族
の
古
き
形
態
が
新
し
き
形
態
に
と
っ
て
代
ら
れ
る

「
過
渡
期
」
に
繊
現
す
る
Q
こ
の
時
に
は
精
神
は
哲
学
に
よ
っ
て
墨
跡
を

純
化
し
、
古
き
諸
制
度
か
ら
自
由
と
な
っ
て
新
生
に
備
え
る
。
　
「
偉
大
な

精
神
し
が
現
わ
れ
る
の
も
こ
う
し
た
蒋
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
業
績
の
達
成

の
た
め
に
は
全
体
を
認
識
し
、
全
て
の
拘
束
、
未
練
、
現
存
す
る
生
へ
の

信
頼
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
つ
ま
り
彼
は
哲
学
に
お
い
て
教
養

を
穣
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
立
し
て
彼
は
、
ま
だ

ま
ど
ろ
ん
で
い
る
新
し
い
入
倫
的
世
界
の
形
態
を
覚
醒
へ
と
も
た
ら
し
、

世
界
精
神
の
古
き
形
態
と
の
果
敢
な
闘
争
に
踏
み
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

へ
；
ゲ
ル
は
か
か
る
偉
大
な
精
神
の
例
と
し
て
ア
レ
キ
サ
ソ
ダ
…
大
王
を

挙
げ
、
彼
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
門
下
か
ら
徴
界
の
征
服
に
吊
っ
た
し

と
い
っ
て
い
る
。
（
物
●
。
。
陰
同
o
Q
ゆ
鼠
e
）

　
つ
京
リ
へ
ー
ゲ
ル
に
と
り
哲
学
の
使
命
は
、
古
き
晴
代
が
そ
の
歴
史
的

イ
エ
ナ
晴
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

生
命
を
終
え
、
薪
し
い
時
代
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
蒋
、
そ
れ
を
そ
の
全
体

に
お
い
て
先
取
し
観
念
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う

よ
う
に
哲
学
は
晧
代
の
子
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
時
代
の
終
焉
は
そ
の
時
代

精
神
そ
の
も
の
の
終
焉
を
一
心
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
は
来
る
べ

き
哲
学
に
と
っ
て
は
、
「
罠
族
の
古
き
人
倫
的
形
態
」
の
止
揚
と
糟
俊
っ

て
、
そ
の
観
念
的
表
現
で
あ
る
過
虫
の
哲
学
を
止
揚
し
薪
し
い
時
代
の
新

し
い
着
丈
を
創
造
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
政

論
家
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
分
裂
が
古
き
人
倫
的
形
態

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
者
へ
…
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
反
劣
盟
学
」

こ
そ
が
、
止
揚
さ
れ
る
べ
き
過
去
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
分
裂
の
近

代
の
階
代
精
神
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
◎

　
反
省
哲
学
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
挑
戦
は
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
末
期
の
「
体
系
断
片
」
に
み
と
め
ら
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
縞
神
も

反
省
哲
学
も
と
も
に
分
裂
の
原
理
に
出
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
固

執
す
る
「
不
幸
な
民
族
」
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
に
立
つ
か
ぎ
り
か

っ
て
ギ
リ
シ
ア
で
そ
の
実
現
を
見
た
「
美
し
い
統
一
」
に
到
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
統
一
は
「
生
命
が
可
能
な
か
ぎ
り
分
裂
し
て
い
な
い
幸
福

な
罠
族
」
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
こ
の
「
断
片
」
は
い
う
。
（
乞
．
幹

G。

p
O
）
も
ち
ろ
ん
「
幸
福
な
罠
族
」
と
は
「
断
片
」
の
著
者
に
と
っ
て
は
、

己
の
ヘ
ラ
ス
的
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
未
来
に
投
影
さ
れ
た
賞
し
い
帰
還
の
こ

と
で
も
あ
る
Q
ま
た
「
不
幸
な
堂
廊
」
と
は
彼
の
実
存
が
そ
こ
に
投
げ
だ

さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
艮
族
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
ユ

ダ
ヤ
教
の
精
神
も
反
省
哲
学
も
、
そ
し
て
あ
の
ド
イ
ツ
的
自
・
田
も
、
い
ず

れ
も
分
裂
の
精
神
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
反
省
哲
学
の

六
三
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哲
学
粗
鱗
鹿
九
　
第
五
百
二
十
・
六
口
万

止
揚
は
、
豊
実
的
局
面
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
の
政
治
的
分
裂
の
止
揚
を
意

味
す
る
。
政
論
家
へ
…
ゲ
ル
も
雪
学
巻
ヘ
ー
ゲ
ル
も
そ
の
志
向
に
お
い
て

は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
省
誓
学
の
精
神
を
ド

イ
ツ
の
政
治
的
荒
廃
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
　
「
か
か
る
盤
質
の
認
識

と
学
問
と
が
、
理
性
は
何
物
も
認
識
し
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
た

そ
れ
は
単
に
逃
避
と
し
て
の
空
し
い
慮
由
に
、
無
に
、
そ
し
て
無
の
外
観

に
の
み
や
す
ら
う
、
と
白
己
を
蓑
明
す
る
…
…
。
偏
（
幣
9
幹
湛
①
㊤
）

　
そ
し
て
「
信
と
知
」
に
お
い
て
は
、
反
省
哲
学
と
の
こ
う
し
た
対
決
は

ひ
と
つ
の
転
機
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
へ

…
ゲ
ル
は
、
反
省
同
哲
学
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
ニ
啓
蒙
と
い
う
近

代
思
想
の
流
れ
の
う
え
に
据
え
美
し
、
そ
の
可
能
性
の
全
体
を
歴
史
的
に

見
定
め
よ
5
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
啓
蒙
的
理

性
」
は
信
仰
に
勝
利
し
は
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
反
面
こ
の
も
の
は
有
限

者
と
自
己
認
識
に
專
念
ず
る
「
賦
落
せ
る
理
性
」
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま

っ
た
。
　
「
啓
蒙
の
否
定
的
方
法
は
…
…
肯
定
的
知
識
と
し
て
は
有
限
の
も

の
、
経
験
的
な
も
の
の
み
を
、
そ
し
て
永
遠
な
も
の
は
彼
岸
に
お
い
て
所

有
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、
永
遠
な
も
の
は
認
識
に
と
っ
て
空

虚
で
あ
り
、
か
つ
知
識
の
こ
の
無
限
に
空
虚
な
空
聞
は
、
輝
輝
と
予
感
と

の
主
観
性
に
よ
っ
て
の
み
充
た
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
國
）
思
・
o
噂
・
　
卜
⊃
鱒
轟
）

そ
し
て
カ
ン
ト
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
代
蓑
さ
れ
る
反
省
哲
学
は
こ

の
啓
蒙
の
康
理
に
対
抗
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
む
し
ろ
そ
れ
を
そ
の
最

高
の
頂
き
に
お
い
て
完
成
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
」

　
し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
晃
る
と
こ
ろ
で
は
、
か
つ
て
「
客
観
性
の

形
而
上
学
」
が
反
省
哲
学
と
い
う
「
主
観
性
の
形
而
上
学
偏
の
う
ち
に

六
四

「
溶
解
」
し
た
よ
う
に
、
い
ま
玄
た
後
者
が
宙
己
の
原
理
を
右
の
三
者
に

お
い
て
く
ま
な
く
展
開
し
尽
し
た
現
在
、
そ
の
文
化
的
遺
産
の
う
ち
か
ら

「
真
の
誓
学
」
が
繊
現
す
る
可
能
性
が
措
定
さ
れ
て
い
る
。
「
と
い
う
の
は
、

美
術
作
贔
の
完
成
が
機
械
釣
熟
練
の
完
成
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
暫
学
の
豊
か
な
憶
わ
れ
も
激
養
の
完
全
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
完
金
性
は
す
で
に
達
成
せ
ら
れ
て
い

る
。
」
（
O
響
・
・
．
ω
ホ
）
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
時
代
縞
神
の
成
熱
は
、
そ
れ
自

身
の
崩
壊
と
同
階
に
、
来
る
べ
き
新
し
い
形
代
精
神
の
原
理
の
繊
現
の
可

能
性
を
も
、
自
己
の
う
ち
に
準
備
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
き
の
「
憲

法
論
」
の
場
合
と
岡
様
、
こ
う
し
た
自
覚
の
う
ち
に
、
新
し
い
時
代
の
予

兆
を
生
き
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
姿
を
よ
く
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
く

て
「
信
と
知
」
は
、
「
真
の
哲
学
」
に
つ
い
て
の
確
僑
に
支
え
ら
れ
た
ア

ポ
カ
リ
プ
セ
風
の
美
し
い
文
章
で
締
め
く
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ソ
ツ
は
、
へ
…
ゲ
ル
は
自
分
の
講
義
用
の
テ
キ
ス
ト
の

平
版
を
再
三
予
告
し
た
が
、
結
局
そ
れ
ら
は
実
際
に
境
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
、
と
報
告
し
て
い
る
。
　
（
以
下
蓑
－
参
照
）
そ
し
て
そ
の
原
因
に

は
「
外
的
障
審
漏
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
慮
己
の
哲
学
体
系
の
完
成

を
め
ざ
し
隠
蔽
に
推
蔽
を
重
ね
て
い
る
へ
…
ゲ
ル
自
身
の
門
内
的
逡
巡
」

も
原
因
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
閑
’
ゆ
。
’
8
國
）
翁
実
へ
…
ゲ
ル
は
自

分
の
哲
学
体
系
を
大
学
の
講
義
を
通
し
て
確
立
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、

壌
版
を
予
告
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
内
容
も
、
そ
の
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想

の
発
展
段
階
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
態
度
は
『
精
神
現

象
論
憾
に
ま
で
持
ち
こ
ま
れ
、
穿
下
や
篇
別
構
成
に
複
雑
な
問
題
を
投
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ロ

か
け
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
へ
ー
ゲ
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ル
の
体
系
完
結
へ
の
過
程
を
必
要
な
範
囲
で
講
義
欝
録
か
ら
概
観
し
て
お

き
た
い
。

　
口
…
ゼ
ソ
ク
ラ
ソ
ツ
は
イ
エ
ナ
初
期
の
へ
…
ゲ
ル
の
体
系
構
想
を
、
e

論
理
学
、
あ
る
い
は
理
念
そ
の
も
の
の
学
、
◎
唖
然
哲
学
、
あ
る
い
は
理

念
の
現
応
化
、
理
念
は
ま
ず
砲
然
の
う
ち
に
己
の
体
勢
を
産
出
す
る
、
⇔

実
在
的
精
神
と
し
て
の
人
倫
的
自
然
、
㈱
全
体
の
一
の
う
ち
へ
の
総
括
と

し
て
の
寒
教
、
つ
ま
り
理
念
の
最
初
の
単
純
性
の
う
ち
へ
の
還
帰
、
と
し

て
伝
え
て
い
る
。
（
客
。
。
．
嵩
④
）
こ
の
四
肢
区
分
を
の
ち
の
完
成
さ
れ
た

三
肢
組
織
と
姥
較
す
る
と
、
e
が
論
理
学
、
⇔
と
鱒
が
そ
れ
ぞ
れ
自
然
積

学
と
精
神
哲
学
、
鱒
が
同
じ
く
精
神
哲
学
の
絶
対
的
縞
神
の
領
域
へ
各
々

照
応
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
そ
れ
は
い
え
な
い
。

方
法
・
内
容
・
形
式
等
が
著
し
い
変
化
と
発
農
を
経
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
お
よ
そ
の
見
通
し
と
し
て
、
一
貫
し
た
原
理
の
も
と
に

e
か
ら
㈱
ま
で
展
開
せ
ん
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
志
向
は
、
㈱
の
宗
教

に
相
当
す
る
領
域
が
、
の
ち
に
検
討
す
る
「
実
在
哲
学
嚢
」
に
お
い
て
初

め
て
論
理
的
に
措
定
さ
れ
た
時
、
大
略
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
ほ
ぼ
そ
の

霞
的
を
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
体
系
構
成
の
う
え
で
注
国
す
べ
き
点
を
見
る
と
、
一
八
〇
一
二
年
夏
学
期

に
初
め
て
「
普
遍
哲
学
概
論
鷹
峯
。
ω
○
喜
奮
¢
旺
く
醇
緯
①
α
o
蕾
㊦
無
…
o
の
名

称
が
現
わ
れ
、
次
学
期
に
そ
れ
は
「
思
弁
醤
学
体
系
馬
繋
。
。
。
○
喜
鐙
。
。
豫
㌣

更
冨
。
・
搦
写
ヨ
帥
」
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
独
立
に
扱
わ
れ
て
い
た
論
理
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

と
形
而
上
学
は
こ
こ
で
明
確
に
体
系
の
｛
部
門
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ま
た
体
系
の
全
て
の
基
礎
都
門
が
出
鼻
う
の
も
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
従
来
自
然
法
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
実
践
哲
学
は
精
神
贈
号

イ
エ
ナ
晴
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

と
い
う
名
称
の
も
と
に
概
抵
さ
れ
て
い
る
。
（
「
実
在
哲
学
至
」
は
こ
の
講

義
の
た
め
の
草
稿
で
あ
る
。
）
次
の
油
撚
す
べ
き
点
と
し
て
、
、
一
八
〇
四

～
〇
五
年
冬
学
期
、
体
系
の
全
体
が
初
め
て
「
学
鴇
冬
瓜
魯
ン
ぐ
…
給
り
一
系
客
浄
」

と
い
う
概
念
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
定
．
的
な
事
件
で
あ

る
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
自
立
し
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
、

フ
ィ
ヒ
テ
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
独
灘
の
「
学
」
を
構
想
し
は
じ
め
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
儒
と
知
」
に
お
け
る
門
同
「
性
の

漂
理
」
は
、
意
識
・
霊
夢
・
認
識
の
闇
題
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
ロ
ー
ゼ

ソ
ク
ラ
ン
ツ
が
「
体
系
の
現
象
学
的
危
機
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
頃
の
こ
と

で
あ
る
。
ち
な
み
に
彼
は
「
縞
神
現
象
論
漏
の
基
礎
が
据
え
ら
れ
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
り

一
八
○
羅
年
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
欝
’
ω
・
卜
⊃
8
）

　
体
系
諸
部
門
の
う
ち
、
自
然
哲
学
が
最
も
遅
れ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
と
り
か

か
っ
た
研
究
対
象
で
あ
る
。
へ
…
ゲ
ル
は
イ
エ
ナ
に
お
け
る
シ
ず
一
リ
ン
グ

と
の
共
同
研
究
で
は
じ
め
て
こ
れ
と
本
格
的
に
と
り
く
ん
だ
Q
し
か
も
、

旺
然
よ
り
精
神
（
人
倫
）
が
高
い
と
い
う
考
え
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
（
騨
・

。
・
・
一
。
。
刈
）
。
次
に
、
論
理
学
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
反
省
的
体
系
。
。
器
8
鷺
¢
・

ぺ
ω
貯
×
δ
昏
」
と
し
て
の
こ
れ
は
、
「
理
性
的
体
系
の
藁
窪
郵
舅
5
二
置
と
し

て
の
形
面
上
学
か
ら
区
別
さ
れ
、
無
学
へ
の
「
序
聾
巳
Φ
置
§
ケ
Q
」
と
し
て

の
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
　
八
〇
二
年
夏
学
期
）
。

し
た
が
っ
て
無
限
者
の
認
識
と
し
て
の
哲
学
に
対
し
て
、
「
真
の
論
理
学

の
対
象
は
有
限
性
の
諸
形
式
を
措
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
（
誇
．
。
・
・
お
O
）

し
か
し
な
が
ら
一
八
〇
五
年
、
論
理
学
と
形
而
上
学
は
コ
思
弁
哲
学

℃
≧
○
の
。
冨
ぼ
・
・
肩
¢
葺
写
⇔
」
と
し
て
統
「
さ
れ
、
黒
影
の
諸
叢
雲
か
ら
区

別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
論
理
学
と
形
而
上
学
が
合
体
さ
れ
は
じ

六
五
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甜誓

w
研
一
究
　
　
第
五
百
二
十
・
六
口
写

め
、
今
璃
の
へ
…
ゲ
ル
論
理
学
の
思
想
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
　
（
現
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
五
年
夏
学
期
に
は

論
理
学
の
み
を
講
義
し
て
い
る
。
｝
八
〇
六
年
夏
学
期
の
講
義
通
達
に
は

「
思
弁
哲
学
あ
る
い
は
論
理
学
」
と
い
う
題
羅
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
改
め
て
、
か
つ
て
の
論
理
学
に
代
っ
て
哲
学
へ
の

「
序
」
の
機
能
を
果
す
も
の
が
要
請
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
こ

と
が
「
意
識
の
経
験
の
学
」
の
そ
も
そ
も
の
成
立
事
清
で
あ
っ
た
。
　
（
そ

の
後
の
お
よ
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
表
玉
参
照
）
澱
後
に
、
さ
き
の
四
肢

区
分
に
お
け
る
鋤
は
、
精
神
哲
学
に
お
い
て
弾
弓
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

今
研
の
資
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
実
在
哲
学
1
」
に
お
い
て
は
い
ま

だ
充
分
に
展
閥
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
「
∬
」
に
お
い
で
は
じ

め
て
措
定
さ
れ
、
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
一
応
の
完
結
を
見
る
の
で

あ
る
。
の
ち
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
「
豆
」
の
講
義
が
予
定
さ
れ
て
い
た

一
八
〇
五
／
〇
六
年
冬
学
期
、
へ
…
ゲ
ル
は
哲
学
史
を
講
義
し
、
こ
こ
で

は
じ
め
て
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
を
公
に
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は

右
の
事
実
と
決
し
て
無
関
係
で
な
い
。

　
さ
て
こ
こ
で
も
と
の
問
題
に
か
え
ろ
う
。

　
さ
き
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
分
裂
の
近
代
を
古
代
的
イ
デ

ー
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
近
代
を
古
代
か

ら
分
か
つ
原
理
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
、
そ
の
か
ぎ
り

こ
の
試
み
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
原
理
の
認

識
に
向
い
、
古
代
と
近
代
の
意
味
を
再
び
闇
い
直
す
。
そ
の
成
果
が
道
徳

姓
の
国
家
論
で
あ
る
。

四
　
狡
智
と
し
て
の
国
家

六
六

　
一
八
〇
五
／
〇
六
年
冬
学
期
の
精
神
哲
学
講
義
の
た
め
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

大
部
の
講
義
ノ
…
ト
を
作
成
す
る
。
道
徳
性
の
国
家
論
は
そ
の
一
部
で
あ

る
Q
こ
こ
に
は
内
容
に
お
い
て
本
質
的
な
点
で
の
ち
の
『
法
哲
学
』
を
予

告
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
そ
の
身
分
論
や
、
緊
急
制
の
承
認
等
に
お
い

て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
翻
か
ら
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（［

ｪ
〇
四
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
皇
帝
に
即
位
し
て
い
る
。
）
当
時
の
へ
…

ゲ
ル
の
政
治
的
関
心
が
、
「
憲
法
論
」
で
の
期
待
に
反
し
て
い
ま
だ
政
治

的
低
迷
を
続
け
て
い
る
ド
イ
ツ
に
で
は
な
く
、
よ
う
や
く
そ
の
雄
姿
を
現

わ
し
て
き
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
鋼
に
向
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ
と
い
か
に
決
着
を
つ
け
る
か
、
の
ち
に
考
察
す
る
◎

　
道
徳
性
の
国
家
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
近
代
的
側
の
積
極
的
承
認
で

あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
ひ
と
つ
に
は
一
八
〇
四
年
の
「
学
」
概
念
の
成
立

と
と
も
に
主
観
の
契
機
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
園
家
論
は
方
法
・
内
容
の
颪
で
こ
こ
に
著
し
く
近
代
化
す
る
Q

　
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
を
「
普
遍
岩
を
鼠
的
と
す
る
扁
極
と
「
掴
別
者

を
濤
的
と
す
る
」
極
と
の
二
つ
の
極
に
抽
象
し
、
こ
の
爾
極
の
関
係
に
も

と
づ
い
て
、
古
代
民
主
制
と
近
代
世
襲
鴛
血
縁
と
の
原
理
的
区
別
を
試
み

る
。
前
者
は
右
の
爾
極
の
統
［
に
、
後
考
は
そ
の
分
裂
に
、
，
そ
の
本
質
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

求
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
古
代
民
主
制
は
、
個
別
意
志
と
普
遍
意
志
と
の
直
接
的
統
一
に
、
そ
の

歴
史
的
存
在
根
拠
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
「
同
一
の
入
間
が
自
分
の
た
め
家

族
の
た
め
に
心
を
配
り
、
労
働
し
、
諸
々
の
契
約
を
締
結
し
た
り
す
る
が
、

ノ
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し
か
し
同
蒋
に
彼
は
普
遍
番
の
た
め
に
働
き
、
そ
れ
を
図
的
に
し
て
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ル
ジ
の
ワ

る
。
愚
考
の
側
葱
に
従
え
ば
彼
は
私
入
と
呼
ば
れ
、
後
者
の
側
断
か
ら
は

シ
ト
ワ
イ
ヤ
ソ

公
民
と
呼
ば
れ
る
。
し
（
9
。
・
曾
卜
。
畠
）
私
人
と
公
民
は
同
　
．
の
市
民
に
お
け

る
栢
異
な
る
二
つ
の
側
薗
で
し
か
な
く
、
両
者
は
身
分
的
に
分
裂
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
に
各
人
の
国
政
へ
の
薩
接
参
加

が
保
証
さ
れ
て
い
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
前

提
の
も
と
で
は
、
国
政
が
各
人
の
判
断
と
評
決
に
委
ね
ら
れ
て
も
、
国
家

と
し
て
の
統
　
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
多
数
決

に
敗
れ
て
も
公
民
と
し
て
の
彼
は
自
分
の
意
見
に
圃
堕
す
る
こ
と
な
く
、

全
体
の
決
定
に
服
従
す
る
。
　
「
民
族
は
布
民
の
う
ち
に
解
消
し
て
い
る
、

し
か
し
罠
族
は
同
時
に
ひ
と
つ
の
飼
体
で
あ
り
統
治
で
あ
る
。
…
…
同
一

の
意
志
が
良
人
で
あ
り
普
遍
者
な
の
で
あ
る
◎
し
こ
う
し
た
事
態
を
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
「
ギ
リ
シ
ア
入
の
美
し
い
二
丁
な
自
由
」
と
し
て
羨
ん
で
も
い

る
。
（
』
●
　
翰
り
．
卜
3
劇
⑩
　
暁
．
）

　
こ
れ
に
対
し
て
近
代
政
治
世
界
は
、
普
遍
慧
志
と
個
別
慧
志
の
分
裂
を

も
っ
て
そ
の
本
質
的
構
造
と
す
る
。
補
春
は
後
者
か
ら
合
成
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
そ
れ
に
対
航
す
る
権
力
と
な
る
。
偲
別
意
志

も
ま
た
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
も
は
や
そ
の
定
在
に
お
い
て
普
遍
表
と
痩

接
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
普
遜
意
志
の
側
か

ら
端
的
に
証
す
る
も
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
君
主
の
世
襲
制
度
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
　
「
懲
然
的
個
体
」
と
し
て
の
世
襲
君
主
は
、
残
余
の
全

て
の
知
か
ら
自
証
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
へ
…
ゲ
ル
は
同
　
の
事
態
を
姻
別
音
心
志
の
側
か
ら
は
次
の
よ

う
に
表
現
す
る
Q
　
「
各
人
は
完
全
に
自
分
の
う
ち
に
還
帰
し
、
自
己
そ
の

イ
エ
ナ
聴
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

も
の
を
本
質
と
し
て
知
る
。
か
つ
定
在
す
る
普
講
習
か
ら
分
離
し
て
も
な

お
か
つ
絶
対
的
で
あ
り
、
群
議
の
知
に
お
い
て
詳
論
の
絶
対
者
を
薩
接
的

に
保
持
し
て
い
る
、
と
い
う
自
負
を
持
っ
て
い
る
。
L
（
卜
ω
．
8
0
）

　
か
く
て
近
代
政
治
世
界
で
は
罪
人
は
ま
ず
私
的
な
人
格
と
し
て
定
在
し
、

行
為
す
る
。
そ
の
こ
と
は
右
に
見
た
ギ
リ
シ
ア
の
「
人
倫
性
の
国
」
に
比

し
て
「
よ
り
高
次
の
分
裂
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
ま
た
世
界
史
的
意
義
か

ら
す
れ
ば
「
よ
り
深
い
精
神
」
の
所
産
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

の
点
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
を
古
代
か
ら
区
別
す
る
「
絶
対
的
偶
別
性
の

原
理
し
を
冤
い
だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
線
理
の
も

と
で
は
、
か
つ
て
人
倫
の
悲
劇
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
事
態
、
ひ
と
つ

の
身
分
に
局
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
噺
家
的
統
一
を
保
と
う
と
さ
れ
て
い

た
憂
慮
す
べ
ぎ
慕
態
が
、
近
代
政
治
世
界
に
固
有
の
現
象
と
し
て
積
極
的

に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
は
も
っ
と
た
ち
い
っ
て
考

察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
絶
対
的
側
別
性
の
原
理
を
普
遍
意
志
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
齎
主
制
ど
し

て
現
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
原
理
の
も
と
に
民
主
制
を
採

れ
ば
、
園
家
は
私
人
の
う
ち
に
解
体
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
普
遍
意
志
は
慰
霊
の
人
格
の
う
ち
に
収
轍
し
、
個
別
意
志

か
ら
独
立
し
た
形
態
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
β
か
く
し
て
は
じ
め
て

近
代
国
家
は
顯
家
と
し
て
の
統
一
性
と
掴
体
性
と
を
保
ち
う
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
他
方
、
近
代
国
家
は
右
に
見
た
市
畏
の
ア
ト
ム
的
自
立
性
を

よ
く
許
容
し
、
か
つ
よ
く
そ
れ
に
耐
え
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

自
由
か
つ
恣
慧
的
に
行
動
し
て
も
、
慮
畏
は
い
か
よ
う
に
か
顯
心
的
普
遍

に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
国
家
は
母
斑
を
自
由
に
放
任

六
七
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｝
臼
工
十
穴
ほ
万

し
て
も
彼
を
自
己
の
う
ち
に
取
り
戻
し
、
包
摂
し
う
る
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
◎
そ
こ
に
近
代
法
家
と
し
て
の
真
の
力
量
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
統
治
の
知
葱
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
濁
家
は
、
市
民
が

慮
由
で
あ
り
恣
意
的
で
あ
る
ま
さ
し
く
そ
の
点
に
お
い
て
、
彼
を
普
遍
者

に
蘇
れ
さ
せ
る
べ
く
「
狡
智
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
近
代
国
家
は
狡
智
と
し
て
の
圏
家
な
の
で
あ
る
。
（
籟
●
。
。
．
卜
。
盟
）

　
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
つ
て
の
古
代
的
理
想
国
に
児
切
り
を
つ
け
る
。

そ
れ
は
「
古
い
人
倫
性
」
で
あ
る
。
そ
し
て
裾
分
の
人
倫
国
家
像
の
モ
デ

ル
と
も
な
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
共
和
国
を
、
「
す
ぎ
纏
っ
た
も
の
」
と
断
定

す
る
。
　
「
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
絶
対
的
個
別
性
の
原
理
を
欠
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
」
「
プ
ラ
ト
ン
の
共
和
国
は
実
現
さ
れ
え
な
い
◎
」
（
触
●
勧
。
噛
鱒
鰹
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
普
遍
意
志
と
個
別
意
志
と
の
分
裂
と
い
う
近
代
国
家

の
宿
命
の
も
と
で
は
、
個
人
と
国
家
と
の
結
び
つ
き
は
外
的
な
も
の
で
し

か
な
い
。
個
人
は
濁
家
の
う
ち
に
、
球
質
は
個
人
の
う
ち
に
、
「
趨
己
を

見
る
」
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
を
通
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
決
定
的
な
飛
躍
を

遂
げ
る
。

　
へ
…
ゲ
ル
は
身
分
論
の
展
開
に
さ
ぎ
立
っ
て
、
精
神
の
上
昇
階
梯
と
し

て
、
e
「
人
倫
性
比
、
ζ
⇒
「
道
徳
性
」
、
⇔
「
絶
対
的
精
神
」
の
三
つ
を
区

別
す
る
。
（
臼
。
・
．
誤
G
。
）
e
「
人
倫
性
」
は
境
実
世
界
の
身
分
的
秩
序
に
お

け
る
福
人
の
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
各
人
は
ひ
と
つ
の
抽

象
に
属
し
て
い
る
。
』
各
人
は
局
限
さ
れ
た
置
的
と
義
務
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
知
は
定
在
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
口
「
道
徳
性
」

嫁
精
神
が
身
分
の
彼
方
へ
超
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は

六
八

「
精
神
は
痘
接
的
定
在
か
ら
純
化
さ
れ
て
い
る
。
」
そ
し
て
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
こ
の
道
徳
性
に
よ
っ
て
さ
き
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
せ
ん
と
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
古
代
罠
主
捌
で
は
情
人
は
そ
の
直
接
的
定
在
に
お
い
て
闘

塞
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
る
に
近
代
国
家
で
は
、
個
人
は
定
在
に
お

い
て
は
普
遍
蒋
か
ら
分
離
し
て
い
る
が
、
し
か
し
内
面
つ
ま
り
道
徳
性
に

お
い
て
そ
れ
と
結
び
つ
く
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
性
と
は
、
こ
の
姻
の
深
み
に

「
普
遍
的
雪
景
」
を
見
る
こ
と
だ
か
ら
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
う
し
た
事
態
を
、
近
代
国
家
で
は
「
個
入
の
薩
接
的
定
在
に
お
け
る

獲
麟
自
由
は
失
わ
れ
は
す
る
が
、
し
か
し
彼
ら
の
内
的
自
由
、
つ
ま
り
思

想
の
臼
由
は
保
た
れ
て
い
る
Q
…
精
神
は
こ
こ
に
お
い
て
知
と
し
て
存
在

す
る
こ
と
を
始
め
る
。
」
と
要
約
し
て
い
る
。
（
輸
。
q
。
“
△
⊃
縁
）

　
し
か
し
個
に
お
い
て
普
遍
を
見
る
と
い
う
そ
の
こ
と
の
保
証
を
国
家
に

期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
両
者
の
分
裂
が
園
家
の
本
質
的
構
造
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
じ
め
て
国
家
以
外
の
、
国
家
を
超
越

せ
る
視
点
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
れ
が
騰
「
絶
対
納
精
神
」
で
あ
り
、
芸

術
・
宗
教
・
哲
学
の
膝
位
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
「
絶
対
宗
教
』
（
キ

リ
ス
ト
教
）
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
　
「
絶
対
寒
教
と
は
神
が
豫
己
確

信
的
精
神
の
深
み
で
あ
る
と
い
う
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
神
は
全
て
の
人
の
窪
己
で
あ
る
Q
…
…
宗
教
に
お
い
て
各
人
は
普
遍
的

慮
己
と
し
て
の
徴
己
の
鷹
観
に
ま
で
、
溜
分
を
高
め
る
の
で
あ
る
。
彼
の

本
性
、
身
分
は
、
夢
幻
の
よ
う
に
、
水
平
線
の
き
わ
に
雲
片
か
と
見
え
る

は
る
か
彼
方
の
島
影
の
よ
う
に
、
消
え
て
い
く
。
」
（
卜
ω
．
器
①
愁
）
か
く

て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
。
國
家
は
掴
人
の
5
ち
に

自
己
を
児
る
究
極
の
根
拠
を
キ
リ
ス
ト
教
に
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
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る
。
「
教
会
は
…
…
国
家
の
内
的
・
絶
対
的
梅
毒
で
あ
る
。
」
（
鮮
の
．
疇
O
）

　
か
く
て
、
入
強
奪
一
Ψ
道
徳
性
主
絶
紺
的
精
神
と
い
う
精
神
の
上
罫

階
梯
を
通
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
つ
ま
り
「
定
在
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
」
は
「
知
の
純
粋
な
境

位
し
と
し
て
の
道
徳
性
を
媒
介
と
し
て
「
別
の
世
界
」
へ
内
在
的
に
超
織

し
、
こ
こ
に
瞬
い
て
「
精
神
は
懲
己
と
し
て
の
霞
己
の
直
観
」
を
享
受
す

る
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
右
の
定
在
的
精
神
と
は
の
ち

の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
術
語
で
い
え
ば
「
客
観
約
精
神
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
こ
こ
に
は
じ
め
て
、
客
観
的
精
神
と
絶
対
的
精
神
が
分
離
す
る

に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
さ
き
に
紹
介
し
た
四
肢

区
分
に
お
け
る
「
㈱
宗
教
」
の
領
域
が
措
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
◎
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
、
理
念
そ
の
も
の
か
ら
出
立
し
、
理
念

は
い
っ
た
ん
は
自
然
へ
頚
落
し
た
の
ち
、
「
主
観
的
精
神
」
「
現
笑
覧
精
神
」

と
い
う
上
昇
過
程
を
経
て
、
つ
い
に
は
絶
対
的
精
神
の
領
域
へ
超
出
し
、

「
理
念
の
最
初
の
単
純
性
」
の
う
ち
へ
還
帰
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
へ
…

ゲ
ル
の
体
系
は
こ
こ
に
一
応
の
完
結
を
見
．
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
八
〇
五
／
〇
六
年
冬
学
期
、
つ
京
り
こ
の
道
徳
性
の
国
家
論

を
ふ
く
む
縞
神
暫
学
の
講
義
が
予
定
さ
れ
て
い
た
学
期
に
、
へ
！
ゲ
ル
は
、

は
じ
め
て
の
哲
学
史
の
講
義
を
試
み
る
。
μ
i
ゼ
ソ
ク
ラ
ソ
ツ
の
心
え
る

と
こ
槻
つ
で
は
、
”
て
れ
は
へ
…
ゲ
ル
に
と
り
「
山
人
い
な
る
晶
騎
進
」
で
ホ
め
っ
み
＆
○

「
い
ま
や
彼
は
は
じ
め
て
絶
対
知
の
観
点
か
ら
駄
界
史
を
十
分
に
研
究
し

た
。
そ
し
て
彼
は
い
ま
や
は
じ
め
て
、
諸
々
の
先
行
者
た
ち
と
の
歴
静
的

関
係
の
う
ち
に
趨
分
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
（
矯
顧
。
。
』
O
一
）
シ
ェ
リ
ン

グ
哲
学
の
絶
対
者
に
つ
い
て
公
然
た
る
批
判
を
試
み
、
聴
講
生
を
愕
然
と

イ
ユ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
｛
祭

さ
せ
る
の
も
こ
の
講
義
に
お
い
て
で
あ
る
。
（
潟
●
　
b
Q
μ
①
捗
　
贈
品
．
　
O
㎝
駿
．
）
こ

の
こ
と
は
い
ま
や
へ
…
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
完
全
に
膚
由
に
な
り
、

蔑
し
い
時
代
の
「
真
の
暫
学
」
を
構
築
し
終
え
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
Q
へ
…
ゲ
ル
は
こ
の
哲
学
史
講
義
を
イ
エ
ナ
時
代
の
み
な
ら

ず
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
思
想
史
に
お
い
て
も
特
筆
す
べ
き
、
次
の
よ
う
な
臨
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
充
ち
た
こ
と
ば
で
結
ん
で
い
る
。
　
「
世
界
に
は
新
し
い
時
代
（
傍
点
は

引
矯
者
）
が
お
と
つ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
三
界
精
神
は
、
す
べ
て
の
疎
遠
な

対
象
的
な
莫
在
と
決
着
を
つ
け
、
自
分
が
絶
対
的
精
神
で
あ
る
こ
と
を
最

終
的
に
理
解
…
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
よ
う
で
あ
る
。
…
…
」
（
開
・
幹
棉
O
卜
。
）

　
か
く
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
．
い
霞
や
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ

ま
で
追
跡
し
て
き
た
か
の
ア
ポ
カ
リ
ブ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
意
識
を
完
全
に
く

ぐ
り
ぬ
け
、
「
新
し
い
蒔
代
」
の
地
平
に
立
っ
て
い
る
◎
し
た
が
っ
て
わ

れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
課
題
は
、
こ
の
新
し
い
時
代
が
「
世
界
精
神
」
の
進

行
過
程
に
お
い
て
い
か
に
紘
置
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
へ
…
ゲ
ル

は
そ
れ
と
の
終
極
的
な
宥
和
を
成
し
遂
げ
る
か
、
を
見
響
け
る
こ
と
で
あ

る
。

五
　
近
代
の
黙
…
示
録

　
こ
の
課
題
の
解
讐
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
精
神
現
象
論
晦
、
な
か
ん

づ
く
w
て
の
「
（
じ
ヴ
膨
）
精
神
」
の
巻
に
嗣
い
だ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
叙
述
さ
れ

て
い
る
も
の
は
絶
対
知
の
立
場
か
ら
の
世
界
史
の
解
釈
で
あ
る
Q
つ
ま
り

そ
れ
は
轍
界
精
神
が
い
か
な
る
階
梯
を
経
て
そ
こ
に
到
っ
た
か
、
そ
の
歴

・
史
的
行
程
を
明
ら
か
に
し
た
・
も
の
で
、
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶

慰
霊
の
哲
学
の
生
成
の
歴
史
釣
必
然
性
と
正
当
性
も
、
こ
こ
で
關
明
さ
れ

六
九
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餓
叩
五
否
二
十
六
号

る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
．
．
団
費
§
切
”
、
と
は
、
絶
対
知
の
立
場
か
ら
禍
…

去
を
欝
欝
し
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
歴
史
的
諸
形
態
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
古
代
か
ら
近
代

へ
の
世
界
精
神
の
進
行
過
程
に
対
し
て
も
、
さ
き
に
見
た
近
代
致
治
批
界

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
究
極
の
解
釈
が
与
え
ら
れ
る
。
絶
対
知
こ
そ

は
、
全
て
を
超
越
し
全
て
を
傭
難
し
5
る
地
位
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

（
1
1
）

る
。

　
周
知
の
よ
う
に
雛
界
糖
神
は
ギ
リ
シ
ア
の
人
倫
性
（
「
A
．
真
の
精
神
」
）

に
墨
窪
し
、
個
別
的
主
観
の
串
現
に
よ
る
そ
れ
の
崩
壊
（
「
法
的
状
態
し
）

を
経
て
教
養
の
世
界
（
「
B
．
自
己
疎
外
的
難
戦
」
）
に
到
る
。
教
養
の
世

界
は
彼
岸
と
此
岸
に
分
裂
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
近
代
の
世
界
で
あ
る
。
精

神
は
こ
の
世
界
を
く
ま
な
く
遍
歴
し
た
の
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
「
絶
対

自
由
と
恐
怖
」
）
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
薪
し
い
世
界
、
つ
ま
り
道

徳
性
の
園
（
「
C
．
自
己
確
信
的
精
神
」
）
へ
到
達
す
る
。
こ
こ
で
ド
イ
ツ

が
懸
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
5
ま
で
も
な
い
。
最
後
に
精
神
は
「
（
O
O
）

宗
教
」
を
経
、
「
（
O
O
）
絶
対
知
」
に
お
い
て
「
絶
対
的
精
神
の
現
実
約

肖
己
意
識
偏
へ
と
生
成
す
る
Q
糖
神
は
よ
う
や
く
そ
の
究
極
の
「
鼠
標
し

に
到
達
し
、
こ
こ
に
休
ら
う
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
さ
き
の
精
神
哲
学
草
稿
に
お
い
て
、
政
治
構
造
の
次
元
で

対
照
さ
れ
て
い
た
古
代
と
近
代
と
が
、
こ
こ
で
は
世
界
精
神
の
進
行
の
う

ち
に
移
し
変
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
Q
ま
た
悪
様
に
、
定
在
的
精
神

↓
道
徳
性
－
↓
絶
対
的
精
神
と
い
う
精
神
の
上
昇
階
梯
、
な
か
ん
づ
く

そ
の
画
期
的
な
飛
躍
点
で
あ
る
、
精
神
が
定
在
か
ら
純
化
さ
れ
知
の
境
位

へ
移
行
す
る
過
程
は
、
こ
こ
で
は
「
絶
対
自
由
と
恐
怖
」
か
ら
「
道
徳

七
〇

性
L
へ
の
移
行
に
置
き
変
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
課

題
は
、
こ
の
点
に
お
け
る
世
界
縞
神
の
移
行
に
こ
め
ら
れ
た
論
理
展
開
の

意
味
を
問
い
直
す
こ
と
で
解
決
さ
れ
よ
う
。
　
「
精
神
」
の
巻
の
筋
の
運
び

は
必
ず
し
も
明
快
と
は
い
え
な
い
が
、
以
上
の
点
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
、

お
よ
そ
の
解
釈
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
ず
教
養
の
世
界
の
構
造
を
フ
ラ
ン
ス
近
代
更
を
前
提
に

し
な
が
ら
、
封
建
制
の
解
体
一
↓
絶
対
王
制
（
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
）
－
Ψ
啓

蒙
一
↓
大
軍
命
、
と
歴
史
的
に
辿
っ
て
い
く
。
錯
綜
し
た
論
理
は
こ
の
大

革
命
（
「
絶
対
自
由
と
恐
怖
」
）
に
手
鑑
す
べ
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。
へ
！

ゲ
ル
は
そ
れ
を
、
ま
ず
現
実
社
会
の
革
命
的
状
況
へ
の
成
熟
、
つ
い
で
そ

れ
に
対
応
し
た
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
（
そ
の
完
成
形
態
が
「
功
利

性
」
）
と
し
て
考
察
す
る
。

「
高
貴
な
意
識
」
の
「
下
賎
の
意
識
」
へ
の
転
換
は
、
王
に
仕
え
な
が
ら

も
な
お
並
立
を
保
っ
て
い
る
封
建
貴
族
（
「
誇
り
高
き
家
島
」
「
奉
公
」
）

が
、
そ
の
幾
立
性
を
放
棄
し
、
代
り
に
年
金
等
を
受
け
と
っ
て
宮
廷
貴
激

化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
へ
；
ゲ
ル
は
「
自
己
倉
石
の
推
理
的
媒
介
」

と
し
て
こ
の
過
程
を
叙
述
し
、
絶
対
王
制
の
確
立
（
ル
イ
十
四
世
）
後
の
支

配
階
級
の
腐
敗
に
ま
で
筆
を
進
め
る
。
つ
い
で
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で

の
被
支
配
階
級
の
側
に
お
け
る
革
命
の
主
体
の
形
成
が
、
『
ラ
モ
ー
の
甥
』

を
援
用
し
て
説
か
れ
る
Q
こ
の
階
級
は
「
お
の
れ
の
趨
己
が
疎
遠
な
意
志

の
支
配
下
に
あ
る
の
を
見
、
こ
の
意
志
が
彼
に
窪
分
の
掛
己
を
取
り
戻
さ

せ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
意
志
そ
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
」
（
弓
犀
鋒
『
ρ

○。

@
G
。
）
こ
う
し
て
こ
の
支
配
i
被
支
配
闘
係
の
う
ち
か
ら
革
命
的
意
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

核
心
と
し
て
「
分
裂
の
こ
と
ば
」
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
「
純
粋
自
己
」
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が
抽
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ち
な
み
に
後
配
が
「
主
と
奴
」
に
お
け
る

「
記
し
の
「
対
自
存
在
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
は
自
己
意
識
の
一
形
態
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
い
ま

や
革
命
の
主
体
と
し
て
歴
史
的
に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Q

　
華
命
イ
デ
オ
㍑
ギ
…
と
し
て
の
「
啓
蒙
」
は
、
「
信
仰
」
の
「
迷
儒
」
、
つ

ま
り
ポ
ジ
ィ
テ
ィ
ビ
テ
ー
ト
を
批
判
す
る
こ
と
で
宙
己
を
鍛
え
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
こ
の
ポ
ジ
ィ
テ
ィ
ビ
テ
ー
ト
を
絶
対
者
と
慨
物
と
の
外
的
媒
介
と

し
て
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
啓
蒙
は
こ
の
安
易
な
媒
介
を
拒
絶
し
、
両

者
を
然
る
べ
き
場
所
に
お
く
。
か
く
て
無
規
定
的
絶
対
者
（
「
至
高
存
在
」
）

と
感
覚
的
個
物
と
が
そ
の
唯
　
の
肯
定
的
成
果
で
あ
り
、
哲
学
に
お
い
て

は
そ
れ
ら
は
「
純
粋
思
惟
し
と
「
純
粋
物
質
」
と
し
て
定
着
す
る
。
へ
…

ゲ
ル
が
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
を
い
か
に
評
価
し
て
い
る
か
は
す
で
に
見
た
。

（
圏
）
塊
。
　
o
α
●
　
悼
G
o
O
）
こ
う
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
等
し
い
宗
教
」
（
関
6
ω
b
⊇
ω
）

に
代
っ
て
啓
蒙
の
「
平
板
な
輿
理
」
、
悟
性
的
詞
寄
が
現
話
す
る
。
絶
対

者
は
「
気
の
ぬ
け
た
ガ
ス
」
の
よ
う
に
遙
か
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
、
個
物

は
そ
れ
と
の
繋
が
り
を
絶
た
れ
、
象
徴
性
を
剥
奪
さ
れ
る
。
か
く
て
そ
れ

は
場
世
居
留
連
関
に
し
た
が
っ
て
訴
価
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
絶
対
灌
に

代
っ
て
人
間
が
現
実
世
界
の
支
配
者
と
な
る
。
現
実
世
界
は
こ
と
ご
と
く
、

艶
艶
の
た
め
の
も
の
、
と
い
う
性
格
を
刻
印
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
啓
蒙

に
特
有
の
こ
う
し
た
功
利
主
義
的
楽
観
論
を
「
功
利
幽
し
と
い
う
概
念
で

抽
象
し
て
い
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
教
養
の
撚
界
を
以
上
の
よ
う
に
「
絶
対
無
腰
と
恐
怖
」
ま

で
辿
っ
て
く
る
。
論
理
の
発
条
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
「
自
己
意
識
」
で

あ
り
、
こ
れ
の
純
粋
な
形
態
を
歴
史
的
に
抽
出
す
る
こ
と
に
、
数
養
世
界

イ
謀
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

の
激
界
史
的
意
義
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
み
た
「
高
貴
な
意
識
」

「
下
賎
な
意
業
」
「
分
裂
し
た
意
識
し
等
は
、
自
己
を
研
ぎ
す
ま
し
て
い
く

過
程
で
自
己
意
識
が
受
け
と
る
歴
史
的
形
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

れ
は
此
岸
世
界
・
彼
岸
世
界
に
あ
ま
ね
く
浸
透
し
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
お
け

る
対
象
的
真
理
の
超
越
性
（
即
露
）
を
否
定
す
る
Q
そ
し
て
こ
う
し
た
否

定
行
為
を
教
養
批
界
の
各
階
梯
で
積
み
璽
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ

た
も
の
が
、
「
絶
対
溜
由
扁
に
ほ
か
な
ら
な
い
Q
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
自

己
意
識
の
鷹
史
酌
極
限
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
客

観
的
規
定
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
自
己
以
外
の
何
物
を
も
把
握

せ
ず
、
全
て
を
自
己
と
し
て
聞
誤
す
る
」
よ
う
な
自
己
意
識
の
あ
り
方
で

あ
る
。
（
℃
響
騨
蟹
●
　
Q
り
．
　
ω
彊
⑩
）

　
こ
こ
で
最
初
の
問
題
に
か
え
ろ
う
。
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
絶
対
膚
由

と
恐
怖
」
で
何
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
か
。

　
己
以
外
の
い
か
な
る
も
の
を
も
蔭
観
し
な
く
な
る
ま
で
自
己
を
歴
史
的

に
抽
象
し
て
き
た
絶
対
嶽
由
は
、
い
わ
ば
そ
の
否
定
性
の
極
み
に
お
い
て

肯
定
性
に
転
じ
る
Q
つ
ま
り
実
践
的
に
政
治
的
意
志
と
し
て
発
動
す
る
。

海
鵜
の
真
理
と
確
信
に
も
と
づ
い
て
ひ
と
つ
の
薪
し
い
社
会
を
形
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
己
の
絶
対
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
知
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
る
Q
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
い
だ
す
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
入
質
史
的
意
義

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
功
利
性
概
念
の
全
社
会
的
規
摸
で
の
実
現
を
意
味
し

て
い
る
◎
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
い
方
を
借
り
る
な
ら
、
「
思
想
の
う
え

に
立
ち
、
思
想
に
も
と
づ
い
て
現
羊
歯
を
築
き
あ
げ
る
」
人
類
史
上
最
初

の
試
み
な
の
で
あ
る
。
（
勺
『
。
　
幽
．
　
（
｝
Φ
ω
O
プ
…
O
ゲ
件
⑦
）

　
か
く
て
こ
の
絶
対
臨
由
を
「
批
界
の
王
座
」
に
戴
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、

七
一
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哲
学
研
一
究
　
　
第
置
菅
二
十
穴
口
写

ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
と
こ
ろ
、
政
治
緻
界
に
お
い
て
入
間
は
ど
こ
ま
で
窪
由

で
あ
り
う
る
か
を
聞
う
偉
大
な
「
政
治
的
実
験
漏
（
噂
・
。
・
．
b
。
勲
）
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
人
騰
の
肖
由
は
可
能
な
か
ぎ
り
純
粋
に
抽
象
さ
れ
、
な

ん
の
爽
雑
物
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
な
く
現
突
に
対
置
さ
せ
ら
れ
、
ひ
と
つ

の
薪
し
い
社
会
を
構
築
す
べ
く
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
驚
由
の
可

能
性
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
Q
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ

の
鍵
験
か
ら
い
か
な
る
結
果
を
抽
出
し
て
い
る
か
。

　
絶
対
自
由
は
政
治
の
次
元
で
は
、
㈱
別
意
志
に
お
い
て
直
ち
に
普
遍
意

志
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
精
神
哲
学
草
稿
は
そ
の
こ
と

を
、
「
意
志
の
個
別
姓
の
疎
外
は
そ
れ
の
直
接
的
保
持
で
あ
る
」
と
い
い

あ
ら
わ
し
て
い
る
Q
（
執
●
。
。
．
卜
）
8
）
し
か
し
な
が
ら
現
実
世
界
で
は
個
別

意
志
は
祉
会
約
組
織
や
秩
序
に
局
限
さ
れ
、
こ
う
し
た
も
の
を
媒
介
と
し

て
普
還
意
志
と
統
「
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
各
入
は
ひ
と
つ
の
抽
象

に
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
の
試
み
は
失
敗
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
は
両
者
の
無
謀
な
短
絡
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
諸
々
の
部
分
が
添
接
的
に
全
体
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
か
え
っ

て
両
者
と
も
に
臨
写
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
へ
…
ゲ
ル
は
革
命
の
門
破

壊
の
狂
暴
L
を
見
た
。
か
く
て
へ
…
ゲ
ル
は
「
普
遍
蘭
慮
由
の
な
し
う
る

唯
　
の
仕
事
と
行
動
と
は
死
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。

（
噂
剛
戸
艦
雛
。
　
し
白
．
　
心
一
G
O
）

　
で
は
こ
の
政
治
的
突
験
か
ら
い
か
な
る
肯
｛
疋
的
成
果
も
え
ら
れ
ず
、

「
死
」
と
い
う
純
粋
に
否
定
的
な
結
果
の
み
導
き
だ
さ
れ
た
こ
と
に
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
何
を
読
み
と
っ
て
い
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
ほ
そ
れ
を
次
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
「
死
し
は
観
念
的
に
は
止
揚
さ
れ
え
て
も
規

七
二

実
的
に
は
止
揚
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
翼
実
に
と
っ
て
ひ
と

　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

つ
の
極
限
で
あ
る
Q
現
実
は
、
少
な
く
と
も
然
る
も
の
と
し
て
惣
己
を
保

持
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
極
限
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
現
実
の
敷
治
世
界
そ
の
も
の
が
死
を
抽
出
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
政
治
世
界
そ
の
も
の
が
、
あ
と
に
は
「
無
意
味
な
死
」
し
か
残

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
地
点
ま
で
、
膚
己
の
全
て
の
可
能
性
を
歴
史
的
に

展
開
し
尽
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
死
は
、
抽
象
が
極
限
ま
で
来
て

い
る
こ
と
を
鉱
え
る
証
と
し
て
の
死
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
政
．
治
世
界
は

こ
こ
で
反
転
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
「
精
神
は
こ
の
騒
乱
か
ら
自
分
の
出
発

点
、
つ
ま
り
人
倫
雛
界
お
よ
び
教
養
の
現
実
世
界
へ
設
げ
か
え
さ
れ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
」
（
細
翻
麟
轟
。
。
・
“
為
O
）
な
ぜ
な
ら
こ
の
極
点
ま
で
歩
み
を

進
め
て
き
た
世
界
精
神
は
、
少
な
く
と
も
定
在
の
領
域
、
つ
ま
り
致
治
撤

界
に
お
い
て
は
、
こ
の
絶
鍛
慮
由
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

そ
し
て
こ
の
絶
対
量
由
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
克
し
た
地
平
に
姿
を
翼
わ

す
政
治
世
界
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
で
あ
り
、
そ
れ
は

「　

昼
C
を
取
h
ソ
一
戻
し
若
返
っ
た
現
実
し
で
φ
め
る
。
ヘ
ー
が
’
ル
は
そ
れ
直
乞
こ

う
も
表
現
し
て
い
る
。
　
「
死
と
い
う
窺
分
た
ち
の
絶
対
主
入
の
恐
怖
を
味

わ
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
欝
己
を
再
び
否
定
と
区
別
と
に
帰
属
せ
し
め
、

集
懸
の
う
ち
に
秩
序
づ
け
、
分
謝
さ
れ
制
約
さ
れ
た
仕
事
に
、
か
く
て
ま

た
お
の
れ
の
実
体
的
現
実
性
へ
帰
っ
て
い
く
。
」
（
聯
騨
近
業
。
　
し
昏
．
晶
鵬
O
）
死
に

よ
っ
て
人
々
は
惣
由
の
何
で
あ
る
か
を
知
ら
し
め
ら
れ
、
秩
序
と
組
織
の

も
と
で
の
密
磁
へ
と
馴
致
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
世
界
は

上
界
精
神
が
政
治
世
界
に
お
い
て
到
達
し
う
る
歴
史
的
に
究
極
の
形
態
で
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あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
世
界
の
可
能
性
が
、
死
と
い
う
純
粋
紬
象
に
お
い

て
一
点
の
曖
昧
さ
も
残
さ
ず
に
寛
極
め
ら
れ
た
果
て
に
生
じ
た
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
曲
輪
の
歴
史
約
正
当
性
を

見
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
世
界
精
神
は
定
在
世
界
に
お
い
て
は
絶
対
隠
由
で
反
転

し
て
も
、
そ
の
も
の
の
進
行
と
し
て
は
新
し
い
世
界
、
つ
ま
り
道
徳
性
へ
、

移
行
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
へ
世
界
精
神
は
移
る
。
で
は
ヘ

ー
ゲ
ル
は
こ
の
移
行
に
何
を
託
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ

き
の
表
現
を
借
り
る
と
、
現
実
的
に
は
止
揚
さ
れ
え
な
い
死
を
観
念
的
に

止
揚
す
べ
く
世
界
精
神
は
「
他
の
土
地
し
へ
移
る
、
と
い
う
意
味
が
こ
の

移
行
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
重
り
精
神
は
落
下

世
界
で
の
幽
幽
の
可
能
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
見
定
め
た
う
え
、
そ
こ
で

断
念
し
た
も
の
を
こ
こ
で
救
済
す
べ
く
、
道
徳
の
世
界
へ
移
行
す
る
の
で

あ
る
。
絶
対
自
由
が
主
治
世
界
に
お
い
て
招
来
し
た
も
の
は
「
恐
怖
し
と

「
破
壊
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
精
神
は
こ
の
絶
対
盤
割
を
実

現
す
る
た
め
に
は
「
織
己
破
解
説
現
突
か
ら
自
己
意
識
的
精
神
の
他
の

国
漏
へ
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
こ
の
非
現
実
性
に
お
い
て

錯
由
は
真
理
と
し
て
妥
当
す
る
偏
の
で
あ
る
。
（
噂
》
鋤
回
”
曾
　
o
な
暫
　
画
鳴
騰
）

　
こ
5
し
て
、
つ
い
に
精
神
は
定
在
か
ら
純
化
さ
れ
た
。
櫃
に
お
い
て
普

遍
を
見
る
と
い
う
近
代
世
界
の
究
極
の
成
果
は
、
周
限
さ
れ
た
秩
序
と
組

織
と
か
ら
な
る
翼
実
世
界
に
お
い
て
で
は
な
く
、
こ
の
「
非
難
実
性
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
に
お
い
て
こ
w
て
ト
軌
く
隔
保
擁
鐸
壷
ご
㍗
台
覧
や
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
・
）
の
で
屯
の
る
。

　
か
く
て
こ
の
歴
史
的
移
行
か
ら
さ
き
の
道
徳
性
の
編
家
論
に
お
け
る
論

理
展
開
を
読
み
と
り
直
せ
ば
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
し
た
こ
と
は
い

イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

ま
や
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
系
内
部
に
お
け
る
論
理
の
次
元
を
、

こ
こ
で
歴
史
の
次
元
に
移
し
変
え
、
そ
の
論
理
的
必
然
盤
の
み
な
ら
ず
歴

史
的
必
然
性
を
も
証
明
し
よ
5
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま

た
絶
対
的
精
神
に
定
位
す
る
慮
己
の
哲
学
の
歴
史
的
正
当
性
を
論
証
す
る

こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
「
憲
法
論
」
の
政
論
家
ヘ
ー
ゲ
ル
を
想
い
お
こ
し
た
い
。
ド
イ

ツ
の
下
調
的
郷
放
を
期
待
す
る
愛
醸
者
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ま
は
な
い
。
ド
イ

ツ
は
政
治
的
混
迷
か
ら
ぬ
け
き
れ
ず
、
他
方
ド
イ
ツ
に
期
待
さ
れ
て
い
た

近
代
圏
家
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
非
現

実
性
し
の
次
元
に
お
い
て
ド
イ
ツ
半
人
実
と
宥
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
近
代
の
分
裂
を
政
治
の
次
元
で
止
揚
せ
ん
と
し
た
初
期
の

試
み
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
放
棄
し
、
む
し
ろ
そ
の
元
凶
で
あ
る
「
絶
対
的
偲
慢

性
の
原
理
し
を
内
隠
世
界
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い

て
側
と
普
遍
の
統
　
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
良
心
的
自
己
の
思
想
に
よ
く
読
み
と
る

　
　
　
　
　
　
お
ノ

こ
と
が
で
ポ
q
る
。
そ
し
て
こ
の
占
鋤
こ
そ
、
豪
晴
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
驚
治
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

情
熱
の
冷
却
を
よ
く
物
議
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
ま
れ
「
絶
対
霞
由
と
恐
怖
」
の
章
は
漸
し
い
時
代
へ
の
予
兆
に
導
か

れ
て
哲
学
体
系
の
構
築
を
め
ざ
し
て
き
た
イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
、
〈
近
代
の
黙
示
録
〉
を
意
味
し
た
Q
こ
こ
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

近
代
の
集
約
約
表
現
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
騒
擾
の
た
だ
な
か
に
そ

の
終
焉
と
薪
し
い
蒔
代
の
曙
光
を
、
誓
学
的
に
定
着
さ
せ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

七
三
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哲
愚
宇
研
究
　
　
嬬
即
｝
血
百
二
十
山
ハ
号

　
一
八
〇
六
年
九
月
十
八
撮
、
つ
ま
り
『
精
神
現
象
論
』
脱
稿
に
先
立
つ

こ
と
一
箇
月
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
思
弁
哲
学
の
最
終
講
義
一
そ
れ
は
ま

た
イ
エ
ナ
大
学
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
後
の
講
義
と
も
な
っ
た
一
を

次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

「
諸
慰
、
以
上
が
私
が
形
成
し
て
き
た
か
ぎ
り
で
の
思
弁
誓
学
で
あ
り
ま

す
。
諸
君
に
は
そ
れ
を
、
諸
慰
が
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
展
開
し
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
誓
学
的
営
為
の
端
初
と
し
て
考
え
て
頂
ぎ
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は

い
ま
由
々
し
い
秋
、
発
酵
の
時
に
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
精
神
は
一
挙

に
過
去
の
形
態
を
く
ぐ
り
ぬ
け
、
新
し
い
形
態
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
従
来
の
諸
表
象
の
こ
と
ご
と
く
は
、
諸
々
の
概
念
や
こ
の
世
の

樫
楷
は
、
消
滅
し
て
お
り
、
幻
影
と
な
っ
て
霧
散
し
ま
し
た
。
精
神
の
新

た
な
る
登
場
が
準
舗
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
と
に
哲
学
は
そ
の
出
現

に
敬
意
を
表
し
、
そ
れ
を
承
認
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
（
開
．
。
。
．
黙
⊇
誌
）

　
政
治
徴
界
の
収
拾
者
が
「
偉
大
な
国
法
学
者
」
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
る
と

す
る
な
ら
、
い
ま
テ
ォ
…
リ
ア
の
人
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
さ
し
く
思
想
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ね

の
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
自
負
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
注

ω
　
本
文
で
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
、
ド
タ
、
ユ
メ
ソ
ト
の
略
男
を
次
の
よ

　
う
に
定
め
る
。

　
　
テ
キ
ス
ト

　
　
℃
6
　
ω
畠
ま
δ
耐
N
ξ
ぎ
嵩
僧
黛
三
聖
涛
8
｝
μ
躍
浄
写
。
ω
o
【
）
ぽ
。
（
び
器
8
己

　
　
留
．
　
O
o
写
譜
お
第
。
莞
鵠
①
σ
q
ユ
ω
一
田
纂
£
o
餐
二
煮
（
譲
。
｛
｛
ヨ
Φ
裂
費
）

　
　
蟹
群
　
閏
糞
Φ
○
昆
。
富
畠
ミ
登
回
（
冒
錺
§
）

七
四

　
　
Z
’
国
Φ
σ
q
包
ω
爵
8
び
α
Q
冨
冨
｝
露
σ
q
の
民
団
訂
岡
竃
障
（
Z
o
叢
）

　
　
ト
　
腎
舞
ρ
力
霧
管
窪
δ
8
℃
㌶
o
（
鵠
。
津
き
翼
費
）

　
　
℃
7
駆
コ
●
　
℃
澤
琴
ヨ
。
コ
紘
o
Q
q
…
o
（
庁
肋
○
鼠
。
。
ε
ω
（
鑓
O
h
｛
一
5
ビ
む
㎞
㏄
門
Φ
巴
）

　
　
鵜
●
　
し
ご
皆
｛
①
〈
霞
煮
註
臼
コ
寓
Φ
σ
q
Φ
｝
（
寓
。
駿
羅
①
望
醇
）

　
　
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

　
　
溺
．
　
沁
○
器
葬
琵
§
旧
譲
紹
鉱
。
り
U
Φ
ぴ
2

　
　
麟
。
　
猟
高
邑
搭
ユ
。
一
〇
〇
ぎ
一
義
g
ε
N
二
密
塁
震
頃
。
α
q
の
7
勺
駄
く
霧
（
囲
O
N
Φ
亭

　
　
　
　
樫
。
纂
簿
薦
津
簿
窪
（
麟
。
σ
q
o
蕊
ε
島
2
．
匿
緊
食
δ
①
刈
）

　
　
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
は
囚
一
毫
日
象
潟
”

　
N
戸
岬
Ω
環
0
8
ぴ
ひ
爵
臨
く
○
口
口
Φ
σ
Q
o
『
蜜
吟
興
ω
o
汗
馨
Φ
訂
（
1
1
）
の
考
証
に

　
従
っ
た
。

②
　

「
憲
法
論
」
は
権
力
患
家
を
唱
道
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

　
そ
の
実
体
は
法
治
国
家
で
あ
る
◎
し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
梅
力
国

　
家
と
い
う
こ
の
よ
び
方
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
　
「
憲
法
論
」
を
一

　
労
す
る
も
の
は
、
近
代
蟹
田
は
も
は
や
か
っ
て
の
よ
う
に
習
俗
・
宗

　
教
等
の
窟
然
的
紐
帯
に
よ
っ
て
は
統
一
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
基
本

　
的
な
認
識
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
颪
接
的
紐
欝
は
な
か
ん
づ
く
近
代

　
の
市
民
階
級
の
台
頭
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ

　
て
こ
う
し
た
灘
然
的
紐
帯
に
代
っ
て
人
為
的
な
そ
れ
、
つ
ま
り
「
外

　
的
・
法
的
紐
帯
」
（
。
・
．
Q
。
N
）
が
要
講
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

　
あ
る
。
そ
し
て
権
力
的
支
配
は
こ
の
法
の
も
と
で
の
「
服
従
の
た
め

　
の
教
養
」
（
（
魯
b
Q
蒔
刈
）
の
手
段
で
し
か
な
い
。
法
の
支
配
が
確
立
さ

　
れ
れ
ば
そ
れ
は
「
余
計
な
も
の
」
と
な
る
。
憲
法
論
は
国
家
の
古
い

　
統
　
原
理
に
代
っ
て
近
代
国
家
の
本
質
に
適
合
し
た
新
し
い
そ
れ
を
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模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ω
o
酵
弊
2
N
二
二
二
一
《
葺
廷
沁
2
窪
ω
邑

　
唱
監
び
8
℃
猷
少
ω
．
認
卑
c
o
鱒
跨
．

　
腎
影
響
ヵ
露
ぢ
｝
ゑ
。
ω
o
℃
節
Φ
”
時
ミ
符

㈲
　
そ
の
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
マ
キ
ャ
ヴ
エ
リ
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、

　
冷
欝
興
拶
①
巴
唱
ゲ
臨
。
し
。
o
℃
ぼ
Φ
”
。
。
．
駅
G
◎
．

ω
　
こ
の
征
服
者
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
o
O
静

　
号
2
…
冒
σ
Q
①
乱
σ
Q
Φ
野
曝
多
げ
①
匡
罐
皿
ω
層
○
翁
訟
ヨ
ヨ
集
①
≦
窪
（
⑦
む
d
山
．
饗
・

　
も
嘩
．
お
9
知
。
。
。
g
N
≦
Φ
陣
α
q
”
に
Φ
α
Q
Φ
一
ε
凶
ω
3
鈴
　
臣
。
　
H
．
ω
．
誌
q
｛
い

　
い
¢
搾
⇔
α
ω
“
U
魯
回
㍍
5
σ
q
①
騨
α
q
乳
ω
．
G
Q
o
Q
㎝
．
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

　
を
挙
げ
て
い
る
Q
ル
カ
ー
チ
は
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
説
に
好
意
的
で
あ

　
る
。
ロ
…
ゼ
ソ
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
綿
密
な
考
証
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ

　
説
を
否
定
し
、
そ
れ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
は
な
く
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
カ

　
…
ル
大
公
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
私
は
ロ
ー
ゼ
ソ
ツ
ヴ
ァ
イ
ク

　
説
に
従
い
た
い
。
少
く
と
も
彼
の
考
証
か
ら
、
こ
の
征
服
者
は
ド
イ

　
ツ
人
で
あ
り
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
艮
族
の
解
放
を
ド
イ
ツ

　
自
身
に
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
黙
実

　
は
、
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
ド
イ
ツ
の
解
放
を
期
待
す

　
る
よ
う
に
な
る
う
え
で
の
心
理
約
屈
折
を
確
認
す
る
う
え
で
、
福
過

　
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑤
　
　
プ
ラ
ト
ン
　
『
圃
家
』
越
0
笛
O
｛
満

㈲
　

『
精
神
現
象
論
』
の
文
献
学
的
次
元
で
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
男
α
σ
q
σ
Q
皿
①
ほ
N
貨
0
2
ε
轟
島
費
℃
げ
餌
8
ヨ
窪
。
δ
σ
Q
δ
八
高
Ω
o
冨
押
留
（
霞
。
σ
q
鼻

　
ω
ε
象
窪
．
窪
．
『
お
2
ソ
麟
○
ヨ
零
も
り
蕊
§
血
o
H
℃
漂
き
旨
g
o
δ
σ
Q
…
①
α
雰

　
○
蝕
軍
馬
（
笛
。
α
q
Φ
劇
G
Q
㌶
象
①
♪
窪
陰
営
．
お
①
Φ
）
を
参
照
に
し
た
。

イ
エ
ナ
隣
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

⑦
　
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
論
理
学
の
形
雪
上
学
に
対
す
る
関
係
は
、

　
「
体
系
断
片
」
に
お
け
る
誓
学
の
宗
教
に
対
す
る
そ
れ
に
等
し
い
。

　
、
η
れ
や
わ
㌃
れ
は
こ
こ
に
、
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
晴
代
を
イ
ユ
ナ
時
代
へ
加
不

　
託
す
る
手
掛
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
8
財
8
一
紹
鷺
。
｝
お
冒
・

　
α
q
①
注
ω
o
ぽ
洋
魯
◆
ρ
も
◎
湛
Q
Q
．

⑧
　
沁
。
器
匿
薯
Φ
…
α
q
”
録
鐸
ω
．
り
ρ
臣
・
潤
「
。
。
・
卜
⊃
脳

⑨
　
こ
の
区
別
は
「
憲
法
論
」
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
「
代
議

　
舗
度
」
は
近
代
国
家
に
お
け
る
権
力
と
窃
由
と
の
分
裂
を
媒
介
す
る

　
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

㈲
　
℃
冥
δ
8
℃
凱
Φ
繕
Φ
。
・
刃
g
げ
審
節
O
◎
卜
Q
①
9
の
ト
⊃
刈
ρ
鐸
。
。
．
≦

⑳
　
し
た
が
っ
て
同
一
の
事
柄
に
対
し
て
も
、
過
渡
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
、

　
こ
れ
を
く
ぐ
り
ぬ
け
絶
対
知
の
立
場
か
ら
過
虫
を
回
顧
す
る
へ
…
ゲ

　
ル
と
で
は
、
そ
の
評
価
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
ロ
ベ

　
ス
ピ
ェ
…
ル
評
一
価
刑
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
当
初
蘭
串
命
の
共
和
主
義
的
段
階
に

　
は
否
楚
的
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
書
簡
（
鵬
．
の
．
お
）
、
「
憲

　
法
論
」
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
さ
き
の
精
神
哲
学

　
草
稿
で
は
、
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
…
ル
の
役
割
は
歴
史
的
に
必
然
的
で
あ
っ

　
た
、
と
評
価
し
藏
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
失
脚
し
た
の
も
実
は
「
必
然

　
性
が
彼
を
見
棄
て
た
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
客
観
的
・
歴
史

　
的
判
断
が
可
北
脹
と
な
っ
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
ナ
ン
に
よ
る
革
命
の
収
拾

　
と
い
う
次
元
か
ら
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
段
階
の
意
義
が
見
定
め
ら
れ

　
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
層
雲
器
『
潟
Φ
p
ぢ
ぽ
び
腕
o
皿
μ
冨
”
。
り
．

　
卜
」
蒔
G
◎
層

働
　
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
こ
の
分
裂
の
言
葉
を
革
命
前
夜
的
意
識
と
呼
ぶ
o

七
五
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折
筒
学
研
W
究
　
　
第
五
一
匹
二
十
六
鳳
々

　
二
毛
勺
。
簿
ゆ
O
霧
雷
Φ
①
疹
護
憲
脳
弓
㊦
瞬
げ
燈
ま
呂
ヨ
曾
9
0
0
q
…
①
山
ω
一
”
㊦
魯
警

　
良
①
寓
。
α
q
Φ
押
や
8
回
．

⑬
　
矛
盾
・
鮒
立
が
極
ま
っ
た
果
て
に
自
ら
そ
の
癒
揚
が
な
さ
れ
全
体

　
が
恢
復
す
る
、
と
い
う
の
が
へ
…
ゲ
ル
弁
証
法
の
常
套
手
段
で
あ
る
。

　
そ
の
1
1
魚
揚
”
に
は
一
種
の
コ
ン
ヴ
ァ
ー
シ
ョ
ソ
の
雰
囲
気
す
ら
あ

　
る
。
こ
の
こ
と
は
『
精
神
現
象
論
』
に
お
い
て
特
に
強
く
指
摘
さ
れ

　
う
る
。
た
と
え
ば
、
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
ま
さ
に
そ
れ
が
救
い
の
門
の

　
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
が
ゆ
え
に
、
最
も
堕
落
せ
る
救
い
難
き
罠
族
で
あ

　
つ
た
：
：
：
扁
（
驚
戯
ρ
。
。
’
昏
3
α
O
）
と
い
う
一
節
。
そ
の
止
揚
に
は
論
理

　
的
非
連
続
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

鱒
　
へ
…
ゲ
ル
は
こ
の
移
行
を
、
「
物
の
知
」
か
ら
物
の
「
本
質
」
の

　
知
へ
の
粘
移
行
、
と
し
て
も
特
色
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
物

　
一
↓
物
と
物
と
の
関
係
一
Ψ
物
の
内
面
（
本
質
）
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル

　
弁
証
法
の
基
本
約
ト
リ
ア
ー
デ
が
生
か
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
歪
蚤
δ
ヨ
g
9
農
δ
儒
醗
O
o
蔭
＄
ω
．
“
ゆ
隼
①
銀
「

⑯
　
　
『
精
神
現
象
論
』
の
本
論
は
道
徳
性
か
ら
宗
教
に
進
展
し
て
い
く
。

　
そ
の
展
開
を
簡
単
に
考
察
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に

　
見
た
よ
う
に
、
翻
と
普
遍
と
の
統
一
を
内
礪
世
界
で
実
現
す
べ
く
精

　
神
は
道
徳
性
へ
移
行
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
両
者
の
統
一
は
そ
の
内

　
単
性
の
最
深
奥
と
し
て
の
「
良
心
」
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
。
し
か

　
し
良
心
の
本
質
は
所
鍛
は
「
徳
儒
¢
軍
門
身
α
q
勇
顎
」
で
山
6
9
り
笙
観
的

　
性
格
を
免
れ
え
な
い
。
“
私
が
義
と
確
儒
す
る
が
ゆ
え
に
私
は
義
な

　
の
で
あ
る
μ
と
い
う
閥
語
反
復
が
そ
の
構
造
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

　
そ
れ
は
論
理
と
書
葉
と
を
超
越
し
た
次
元
の
世
界
で
あ
る
と
い
わ
な

七
六

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
心
に
徹
底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
か
え
っ
て

　
「
罪
」
に
陥
り
、
他
と
己
と
の
「
非
連
続
」
に
悩
ま
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
僻
心
に
お
い
て
個
と
普
遜
の

　
統
一
青
螺
宥
和
」
を
図
る
た
め
に
は
、
偲
、
つ
ま
り
憲
観
性
を
掘
り

　
下
げ
て
い
っ
て
そ
の
雰
連
続
の
極
限
に
お
い
て
「
告
白
」
「
赦
し
」

　
を
し
て
連
続
性
に
転
化
す
る
、
と
い
う
弁
証
法
を
採
る
ほ
か
な
い
で

　
あ
ろ
う
。
『
精
神
現
象
論
』
は
絶
対
者
を
非
連
続
の
連
続
と
い
う
。

　
（
亀
節
附
議
．
　
ρ
　
蒔
刈
ト
り
）
ま
た
さ
ぎ
の
精
神
醤
学
草
稿
は
「
神
と
は
自
己

　
確
儒
的
精
神
の
深
み
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
右
の

　
事
態
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
論
理
で
は

　
な
く
儒
御
の
境
位
の
銀
柄
で
あ
る
○

　
　
最
後
に
、
「
（
○
○
）
宗
教
」
と
良
心
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の

　
よ
う
に
考
え
た
い
。
つ
ま
り
現
象
的
意
識
の
収
論
点
と
し
て
の
良
心

　
が
い
わ
ば
主
体
の
側
か
ら
の
神
へ
の
接
近
で
あ
る
の
に
紺
し
て
、
宗

　
教
論
は
主
体
ぶ
そ
も
そ
も
神
に
触
れ
う
る
究
極
の
根
拠
を
神
の
鶴
か

　
ら
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
論
は
あ
く
ま
で
即
自
の

　
世
界
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
童
体
の
側
か
ら
の
神
と
の

　
主
観
的
舎
一
が
、
神
の
側
か
ら
の
主
体
へ
の
「
啓
示
」
と
し
て
客
観

　
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
○

⑯
　
こ
の
点
は
、
の
ち
に
『
法
暫
学
臨
に
お
い
て
道
徳
性
の
上
位
に
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
倫
性
が
復
活
す
る
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
イ
エ
ナ
末
期
の
へ
…
ゲ

　
ル
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し
て
注
屋
に
謁
す
る
Q
　
饗
。
蓉
＝
N
喫
魚
α
q
”

　
ま
箆
ρ
鱒
一
G
Q
●

㈲
　
へ
…
ゲ
ル
の
懸
想
は
『
精
神
現
象
論
隠
で
発
成
し
た
の
で
は
な
く
、



イ
エ
ナ
以
降
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
客
と
発
展
を
示
す
。
し
か
し
現
在

が
「
新
し
い
蒋
代
」
で
あ
り
、
歴
史
の
可
能
性
の
極
み
に
あ
る
と
い

う
歴
史
と
の
宥
和
の
僑
念
は
、
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
　
（
し
た
が
っ
て
へ
…
ゲ
ル
鴛
学
体
系
の
崩
壌
は
こ
の
宥

和
の
信
念
の
揺
ぐ
と
こ
ろ
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
意
味
で
、
死
の
前
年

の
七
月
革
命
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
周
章
ぶ
り
は
象
徴
的
で
あ
る
。
）

そ
の
轡
心
映
げ
で
も
『
赫
精
神
現
象
弧
磯
』
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
絹
心
史
に
お
い
て

モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
位
鍛
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に

お
け
る
若
々
し
い
感
激
が
晩
年
に
な
っ
て
冷
や
か
な
諦
念
へ
と
色
槌

せ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
　
『
法
哲
学
』
の
序
文
は
余
す
と
こ
ろ

な
く
そ
れ
を
鰻
え
て
い
る
。
そ
れ
は
響
－
羅
ッ
パ
文
化
の
「
夕
暮
」

と
来
る
べ
き
ニ
ヒ
ヲ
ズ
ム
の
賭
代
を
感
知
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

哲
学
観
の
変
化
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
イ
エ
ナ
時

代
の
そ
れ
が
い
わ
ば
「
発
酵
の
磯
」
に
あ
っ
て
未
来
を
先
取
す
る
も

の
で
あ
っ
た
の
に
紺
し
、
こ
こ
で
は
「
年
老
い
た
」
現
実
世
界
を

「
灰
色
」
の
理
論
で
塗
り
つ
ぶ
す
だ
け
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
晩
年

の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
に
関
心
を
承
し
て
い
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
老
ゲ
ー
テ
も
岡
じ
よ
う
な
意
見
を
洩
ら
し

て
い
る
。
（
諜
ッ
カ
ー
マ
ン
、
「
ゲ
…
テ
と
の
対
話
」
、
一
八
二
四
年

二
月
十
五
鷺
他
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

707

イ
エ
ナ
蒋
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察
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哲
学
粗
鱗
究
　
　
第
五
百
一
一
十
六
薗
写

表
　
i

七
八

Ol／02　W．S．02　S．S．
02／03
　　w．s．

03　S．S．03104　W．S．04　S．S．

へ
　
…

　
　
　
A

ゲ
ル
の
講
義
通
達

私
講
義
と
し
て
論
理
学
と
形
而
上
学
を
教
え
る
。

（
7
①
一
“
）
O
哲
学
晒
人
㎜
口
を
占
守
ぬ
九
し
、
ま
た
シ
ェ
ヲ
ソ

グ
氏
と
共
嗣
で
哲
学
演
習
を
詣
導
す
る
。
　
（
共
に
無

料
）論

理
学
と
形
而
上
学
、
あ
る
い
は
反
省
的
体
系
と
理

性
的
体
系
と
を
同
一
の
裏
題
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
る

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
講
義
す
る
。
（
群
α
～
①
）
次
に

自
然
法
、
市
民
法
、
万
民
法
を
口
述
で
講
義
す
る
。

（
7
．
。
。
誌
）
注
1
Q

ω
論
理
学
と
形
而
上
学
を
次
の
市
の
た
つ
臼
に
出
版

さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
議
義
す
る
。
（
『
①
霜
）

②
自
然
法
を
口
述
で
講
義
す
る
。
（
H
O
I
謙
）

mW

ﾀ
照
遍
暫
学
概
瓢
醐
を
夏
中
に
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
　
・
　
コ

ッ
一
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
綱
要
に
よ
っ
て
講
義
す

る
。
次
に
②
欝
然
法
を
難
述
で
講
義
す
る
。

　
　
　
　
B

聴
講
生
名
簿
に
よ
っ
て

確
認
さ
れ
た
も
の

論
理
学
と
形
需
上
学

私
講
義
と
し
て
ω
膚
然
渋
（
『
。
。
誌
）
、
②
思
弁
哲
学

体
系
（
そ
の
内
容
と
し
て
は
a
、
論
理
学
と
形
爾
上

学
、
あ
る
い
は
先
験
的
観
念
論
、
b
、
懲
然
哲
学
、

c
、
精
神
哲
学
、
『
①
為
）
を
口
述
で
講
義
す
る
◎

普
遍
哲
学
体
系
を
、
あ
る
講
義
で
は
論
理
学
と
形
而

上
学
、
お
よ
び
精
神
哲
学
、
ま
た
他
の
講
義
で
は
塩

然
哲
学
を
講
義
す
る
と
い
う
形
式
で
教
え
る
。
　
　
　
♂
、

思
弁
哲
学
体
系

　
　
　
　
C

ガ
プ
ラ
ー
の
報
告
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
た
も
の

哲
学
演
習
指
導

普
遍
哲
学
体
系

著
　
作
　
年
　
代

月イ八

7＝O
差ナー
異に年
論移一
文る月
L　O
　七

　　　　o　　　　　　　o
イ秋て（初感け（秋脱こ秋下毛
エ、）實ﾄ年て○「稿の「夏年

1講
免耀

）三入
　年倫
　初の
　頭体
　に系
　かし

筆写一
一病難
憲法と
法論知
論文し
し偏

○
囚
年

　
五
月
一
八
日
　
ナ
ポ

　
レ
オ
ン
由
亡
帝
耶
位

　
夏
「
イ
エ
ナ
論
理
学
、

　
形
而
上
学
、
自
然
哲

　
学
」
（
翌
年
初
頭
に

　
か
け
て
）
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04　／’　Oo－

　　w．s．
05　S．S．05fO6　W．S．06　S，S．06fO7　W．S．

全
哲
学
（
δ
欝
唱
霞
。
8
℃
7
需
豊
Φ
”
凌
螢
）
、
つ
ま
り
思

弁
叛
学
（
論
理
学
と
形
爺
上
学
）
、
自
然
哲
学
、
精

神
暫
学
を
口
述
で
講
義
す
る
。
夜
、
ゲ
①
1
刈
）

㈲
全
哲
学
、
つ
ま
り
思
弁
哲
学
（
論
理
学
と
形
而
上

学
）
、
自
然
哲
学
、
精
神
哲
学
を
夏
中
に
出
版
さ
れ

る
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
講
義
す
る
。
（
夜
、
ゲ
．
？
刈
）

㈲
自
然
法
を
隅
様
に
し
て
講
義
す
る
（
劉
蒔
ふ
）

㈲
純
粋
数
学
、
な
か
ん
づ
く
算
術
学
（
シ
ュ
タ
ー
ル

の
「
純
粋
算
術
の
基
礎
」
第
二
版
に
よ
る
）
と
幾
何

学
（
ロ
レ
ソ
ツ
の
「
純
粋
数
学
の
第
一
課
程
」
第
二

版
に
よ
る
）
を
講
義
す
る
。
（
穿
㌣
ω
）
Q
㈲
実
在
哲

学
つ
ま
り
自
然
哲
学
と
精
神
哲
学
を
口
述
で
識
…
義
す

る
（
げ
e
躰
よ
）
。
⑥
哲
学
史
を
講
義
す
る
。
（
①
1
刈
）

㈲
純
粋
数
学
、
な
か
ん
づ
く
算
術
学
（
上
二
同
ジ
）

と
幾
何
学
（
ロ
レ
ソ
ツ
の
「
算
術
学
・
幾
何
学
綱
要
」

第
二
版
に
よ
る
）
を
講
義
す
る
。
（
7
卜
。
山
）
。
㈲
思

弁
哲
学
あ
る
い
は
論
理
学
を
近
く
墨
版
さ
れ
る
自
署

『
学
の
体
系
G
つ
嵩
憲
昌
岱
興
芝
置
ω
Φ
蕊
α
線
脅
』
に
よ
っ
て

講
義
す
る
。
（
期
ト
っ
…
ω
）
Q
㈹
麹
然
哲
学
と
精
神
哲
学

を
口
述
で
繋
属
す
る
。
（
穿
①
為
）
Q

③
純
粋
数
学
、
な
か
ん
づ
く
算
術
学
と
幾
何
学
（
共

二
上
二
岡
ジ
）
㈲
精
神
現
象
論
（
O
冨
窪
。
⇔
お
8
δ
o
Q
ざ
鋤

ヨ
。
艮
…
ω
）
を
序
に
し
て
論
理
学
と
形
禰
上
学
、
あ
る

い
は
思
弁
哲
学
を
、
近
く
そ
の
第
一
部
が
出
版
さ
れ

る
窃
著
『
学
の
体
系
』
に
よ
っ
て
講
義
す
る
。
（
7
．
際

㎝）

去
ｩ
然
哲
学
と
精
神
哲
学
を
口
述
で
議
義
す
る
。

（｝

s
①
る
）

哲
学
の
全
体
系

論
理
学

暫
学
史

論
理
学
と
形
而
上
学
あ

る
い
は
思
弁
哲
学
、
奮

然
哲
学
と
精
神
哲
学
。

○

純
粋
数
学

暫
学
史

精
神
現
象
論
と
論
理
学

〇
五
年

　
五
月
、
こ
の
頃
か
ら

　
「
学
の
体
系
。
・
遂
零
葺

　
島
費
≦
誇
2
し
。
o
ぎ
h
こ

　
の
構
想
。

　
秋
「
実
在
哲
学
R
」

　
（
翌
年
冬
に
か
け
て
）

〇
六
年

　
二
月
、
「
学
の
体
系

　
第
一
部
、
意
識
の
経

　
験
の
学
」
山
川
開
始

　
夏
学
期
の
閲
に
構
想

　
が
大
き
く
変
化
、
タ

　
イ
ト
ル
も
「
意
識
の

　
経
験
の
学
」
か
ら
、

　
「
糖
…
神
現
象
論
」
へ

　
変
化
。

八
月
一
論
ハ
日
　
　
神
如
撫
ロ

　
ー
マ
帝
国
解
体

九
月
二
八
日
　
思
弁
誓

　
学
最
終
講
義
（
イ
エ

　
ナ
最
終
講
義
）

一
〇
月
一
三
日
　
　
「
精

　
神
現
象
論
」
脱
稿

一
〇
月
一
匹
疑
　
イ
エ

　
ナ
会
戦

〇
七
年

一
月
頃
精
神
現
象
論

　
「
序
説
」
脱
稿

イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
の
一
考
察

七
九
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暫
愚
†
研
究
　
　
第
五
百
二
十
－
山
ハ
ロ
写

㈲
純
粋
数
学
（
上
二
嗣
ジ
）
⑤
精
神
現
象
論
を
序
に

し
て
論
理
学
と
形
蒲
上
学
を
、
自
著
『
学
の
体
系
、

第
一
部
』
　
（
ヴ
ァ
ン
ベ
　
ル
ク
、
　
ヴ
ュ
　
ル
ツ
ベ
　
ル
ク
、

ゲ
ー
プ
ハ
ル
ト
社
、
　
一
八
〇
七
年
）
に
よ
っ
て
講
義

す
る
。
ω
演
然
暫
学
と
精
神
哲
学
と
を
口
述
で
講
義

す
る
。
⑥
哲
学
史
を
講
義
す
る
。

講
義
科
目
は
旅
行
か
ら
帰
っ
て
の
ち
通
達
す
る
予

定
。

～
1

八
○

霊
獣
　
イ
エ
ナ
を
去
り

　
ヴ
ァ
ン
ベ
ル
ク
へ
移

　
る
。

四
月
　
「
精
神
現
象
論
」

　
公
刊
。

　
・
注
1
　
当
学
期
の
第
三
講
義
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
然
法
鋤
判
を
希
望
し
て
い
た
。

　
・
講
義
表
は
穴
貯
ゴ
ヨ
熱
雲
の
語
談
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
◎
円
9
①
ゑ
（
鶏
5
斜
霊
屋
ゲ
魯
（
頃
の
σ
q
①
博
い
①
滞
雛
6
Φ
凱
『
。
。
●
0
腿
）
も
参
考
に
し
た
。
〔
B
〕
欄
は
〔
A
〕

　
　
欄
で
通
達
さ
れ
た
講
義
科
目
の
う
ち
、
実
際
に
講
義
さ
れ
た
こ
と
が
聴
講
生
名
簿
か
ら
鷹
接
に
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〔
C
〕
欄
は
ガ
プ
ラ
ー
の

　
　
報
告
、
書
篤
等
か
ら
間
接
に
確
認
さ
れ
た
科
屠
で
あ
る
。
従
っ
て
〔
A
〕
欄
の
う
ち
〔
B
〕
〔
C
〕
で
確
認
さ
れ
た
も
の
以
外
の
石
敷
は
、
講
義
さ
れ
た
か

　
　
否
か
未
だ
考
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
◎
開
躍
ご
ヨ
聡
警
も
こ
の
戚
に
つ
い
て
の
考
証
の
「
空
隙
」
を
認
め
て
い
る
○
（
ぢ
刈
。
◎
）

　
・
滴
ヨ
出
鄭
醇
冨
は
、
イ
エ
ナ
に
お
け
る
頃
Φ
σ
Q
皿
の
最
終
講
義
は
、
0
6
年
夏
学
期
で
あ
る
と
推
識
し
て
い
る
Q

一…
・
ま
た
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
演
然
法
講
義
を
5
憾
も
通
達
し
て
お
き
な
が
ら
一
度
も
講
義
し
て
い
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
～
回
は
講
義

一
し
て
い
る
、
と
推
定
し
て
い
る
。

（
筆
者
　
神
戸
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
助
乎
）



1　propose　these　very　connections　correspond　to　and　are

necessity　as　properties　of　things　themselves，　and’that

but　oniy　conjecture　the　reality　of　such　necessity．

appearance　of　real

we　can　not　know

　　　　　　　　　　　Gedanken聴er　ffege豆i簸der　Je餓・Zeit

　　　　Apokalypse　der　Neuzeit：‘‘d三e　absolute　Freiheit　und　der　Schrecken”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Michio　Yamamoto

　　Erwartungsvoll圭n　die　kommende‘‘葺eue　Zeit”blicke鍛d，　schickte　s圭ch　HegeI

in　der　Je鍛a，Ze圭t　a簸，　auf　G】ごund　dieser　Uberzeugung　sein　efstes　ph呈10soph玉sches

Syste鵬zu　kons雛iere豆．‘‘Das　absolute　W三sseガ’in“Ph護no撮enoiogle　des

Ge三stes”bedeutet　nichts　anderes　als　phiiGsoph三sche　Fix圭erung　eben　（玉ieser

Schau　in　die‘‘neue　Ze圭t”．

　　Die　Absicht　des　vorliegenden　Aufsa宅zes　besteht　dar圭登z砥untersuchen：wie

　　　　　　　　　　　サ　リ
Hegel　seine　Ube銘eugung　zu　e玉ner　philosoph圭schen　Forrnulierung　re玉fen　lasseh

囎dwie　er　den　Schr三tt　auf　den｝÷lorizoRt　der‘‘neuen　Ze圭で’hi鍛tun　kon煎e．

　　玉RHinsicht　auf　solche　Fragen　ist　das懲圭t　《‘die　absolute　Fre三heit　und　der

Schreckeゴ，　bet三telte　Klapite玉三難‘‘PhaRomenologie，，，　vor　a至le瓶　da＄（｛oert　behan－

delte　Problem　des‘‘Todes”von　erheb重icher　Bedeutung．　Denn　es量st　hier　de斑

Denker　gelungen，　sowohl　den　Grenzpunkt　des　Weltgeistes油．　Wirk1圭che簸zu

bes蔽gen，　als　auch　die　No重we捻digkeit　von　dessen　Ubergang　ills　lnnerliche

Z羅bewelsen，

　　　　　　　　　　La　thgorie　des　corps　chez　Merleau－Poikty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sur　le　corps　propre

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Yoshihlro　Fuse

　　Le　probleme　de　erelation　entre　1’ame　et　le　corps　6tait　toujours　difficile．

Cela　n’est　pas　changS　aujourd’hui．　Autrefois，　pour　Descartes，　le　corps　6tait

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3


