
第
二
部

　

自
由
の
希
求
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第
一
章　

自
由
へ
の
《L

es chem
ins

》

　

サ
ル
ト
ル
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
長
篇
小
説 L

es chem
ins de la liberté 

は
邦
題
『
自
由
へ
の
道
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の les T

hibault 

が
『
チ
ボ
ー
家
の
人
々
』
で
あ
る
の
に
倣
え
ば L

es chem
ins de la liberté 

は
『
自

由
へ
の
道
々

0

0

』
乃
至
『
自
由
へ
の
幾
つ
か
の
、
若
干
の
、
幾
本
か
の
、
数
本
の
、
数
々
の
、
数
多
の
道
』
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

L
es M

ouches 

は
『
蠅
々
』、『
蠅
達
』
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、『
自
由
へ
の
道
』
な
る
邦
題
に
何
ら
差
障
り
の
有
る
筈
も
無
く
、
唯
々
日

本
語
の
名
詞
の
複
数
形
の
欠
如
を
慨
歎
す
る
の
み
で
あ
る
。
万
一
、
日
本
語
の
名
詞
に
も
〝
ス
〞
乃
至
〝
ズ
〞
を
後
置
詞
と
し
て
置

き
、『
自
由
へ
の
道
ズ
』『
蠅
ズ
』
等
と
表
記
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
簡
単
で
一
層
豊
か
な
る
表
現
が
得
ら
れ
は
す
ま
い
か
？

　

い
さ
さ
か
巫ふ

山ざ

戯け

た
書
き
だ
し
に
成
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
就
い
て
の
あ
と
一
つ
の
私
見
と
し
て
、『
自
由
へ0

の

道
』
の
〝
へ
〞
の
有
無
に
関
し
て
、
従
来
〝
へ
〞
は
不
要
也
と
い
っ
た
意
見
が
有
っ
た
と
思
う
。
私
個
人
の
好
み
か
ら
す
る
と
〝
へ
〞

は
有
っ
て
も
無
く
て
も
良
い
よ
う
に
思
う
が
、
サ
ル
ト
ル
学
者
の
み
な
ら
ず
文
法
の
大
家
諸
氏
の
御
意
見
な
ど
も
拝
聴
致
し
た
い
も

の
だ
と
か
ね
が
ね
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
沙
汰
止
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、〝
へ
〞
の
問
題
は
大

し
た
こ
と
で
は
無
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
章
に
於
い
て
は
自
由
へ
の
『
道
々
』
と
は
ど
の
よ
う
な
道
々

0

0

で
あ
り
、〝
へ
〞
は
有
っ
た
方
が
良
い
か
悪
い
か
を
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作
品
を
通
じ
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
新
工
夫
、
新
技
法
で
盛
り
沢
山
に
演
出
さ
れ
た
長
篇
『
自
由
へ
の
道
』
は
満
艦
飾
の
現
代
絵
巻
物
で
あ
り
、
こ

れ
が
《
自
由
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
》
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
宜む
べ

な
る
か
な
と
思
わ
れ
る
が
、
や
や
も
す
る
と
そ
う
し
た
過
剰
演
出

故
に
、
却
っ
て
作
品
自
体
を
読
み
づ
ら
く
し
て
い
る
感
さ
え
抱
か
し
め
る（

1
）。

　

第
一
部
『
分
別
ざ
か
り
』
で
は
『
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク
氏
と
自
由
』
な
る
評
論
で
主
張
し
た
人
物
と
視
点
の
問
題
の
実
践
の
跡
が
見
ら

れ
、
第
二
部
『
猶
予
』
で
は
ド
ス
・
パ
ソ
ス
の
影
響
と
い
わ
れ
る
映
画
的
同
時
性
の
技
法
が
縦
横
に
駆
使
さ
れ
、
第
三
部
『
魂
の
中

の
死
』
の
第
二
章
で
は
全
文
改
行
な
し
、
現
在
形
時
制
の
み
に
よ
る
動
詞
の
使
用
法
等
に
よ
る
閉
鎖
的
文
体
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と

い
う
具
合
で
、
手
法
の
上
で
は
相
当
念
入
り
な
配
慮
が
為
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
で
用
い
ら
れ
る
視
点
と
作
中
人
物
の
関
係
は
〝
小
説
家
は
登
場
人
物
の
内
部
と
外
部
に
同
時
に
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
〞
と
い
う
「
純
粋
小
説（

2
）」

の
原
則
を
頑
固
に
守
っ
た
も
の
で
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
に
よ
っ
て
既
に
実
験
済
み
の
内
面
描
写
法

で
あ
る
。
こ
の
工
夫
の
作
品
効
果
上
の
価
値
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
サ
ル
ト
ル
は
と
に
か
く
作
中
人
物
の
『
自
由
』

を
保
障
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

第
三
部
に
於
け
る
「
改
行
無
し
」
の
文
章
は
、
文
の
体
裁
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
緊
迫
と
重
圧
が
、
余
裕
の
な
い
俘
虜
生
活
を
描
写

す
る
に
マ
ッ
チ
し
た
体
裁
を
整
え
、
一
方
動
詞
は
現
在
時
制
の
み
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
も
未
来
も
な
い
、
隔
絶
さ
れ
た
絶
望

状
態
を
表
現
す
る
に
効
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
手
法
も
つ
ま
る
と
こ
ろ
隔
絶
と
閉
鎖
を
描
く
こ
と
で
逆
に
『
自
由
』
を
浮

か
び
上
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
第
二
部
『
猶
予
』
に
於
け
る
映
画
的
手
法
た
る
同
時
性
を
狙
っ
た
、
そ
れ
こ
そ
息
を
も
つ
か
せ
ぬ
極
め
て
ス
ピ
ー

デ
ィ
ー
な
場
面
の
連
続
的
転
移
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
極
端
な
場
面
の
細
切
れ
作
業
に
関
し
て
は
一
体
ど
う
考
え
れ
ば
い
い

の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
『
猶
予
』
の
冒
頭
部
、
第
一
章
と
も
言
う
べ
き V

E
N

D
R

E
D

I 23 SE
P

T
E

M
B

R
E

 

は p. 54 

で
、
サ
ル
ト
ル

は
こ
の
ス
ペ
ー
ス
で
一
九
三
八
年
九
月
二
十
三
日
（
金
）
と
い
う
二
十
四
時
間
の
出
来
事
―
ベ
ル
リ
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、
マ
ル
セ
ー

ユ
、
プ
ラ
ー
グ etc. 

と
い
っ
た
具
合
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
で
の
人
々
の
営
み
を
、
上
は
政
治
家
か
ら
一
般
庶
民
に
至

る
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
わ
た
り
生
活
の
情
況
を
洩
れ
な
く
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
一
日
で
登
場
す
る
人
物
名
だ
け
で
も
ざ
っ
と
七
十

名
。
場
面
は
次
々
と
目
ま
ぐ
る
し
く
変
り
、
う
っ
か
り
す
る
と
読
者
は
何
時
何
処
に
居
る
の
か
を
見
失
い
混
乱
す
る
。
故
に
プ
ロ
ッ

ト
な
ぞ
の
成
立
す
る
余
裕
も
な
い
。

　

彼
は
袋
を
投
げ
出
す
と
ワ
イ
ン
の
水
溜
り
の
な
か
に
腰
を
お
ろ
し
た
。
彼
は
老
母
の
死
以
来
あ
ま
り
激
し
く
泣
か
な
く
な
っ

た
。
／
（
ａ
）
シ
ャ
ル
ル
は
六
人
の
看
護
婦
長
の
前
で
素
っ
裸
で
両
足
を
ほ
う
り
だ
し
て
い
た
。
／
（
ｂ
）
一
番
若
い
の
が
羽
ば

た
き
し
て
下
あ
ご
を
動
か
し
て
い
た
。
そ
れ
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
受
け
入
れ
を
意
味
し
て
い
た
。
／
（
ｃ
）
マ
チ
ウ
は
ち
ぢ
こ
ま
り

丸
く
な
っ
た
。
／
（
ｄ
）
マ
ル
セ
ル
は
股
を
開
い
て
彼
を
待
っ
て
い
た
。
マ
ル
セ
ル
は
球
道
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
。
／
（
ｅ
）
マ
チ
ウ

が
す
っ
か
り
丸
く
な
る
と
ジ
ャ
ッ
ク
が
彼
を
抛
り
投
げ
た
。
／
（
ｄ（

3
））

　

以
上
は
原
文
に
し
て
九
行
の
文
章
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｄ
と
五
回
も
場
面
は
転
換
す
る
。
一
文
中
で
二
、
三
度
転
換
す
る
場

合
も
あ
り
、
そ
の
他
『
猶
予
』
の
全
般
に
わ
た
っ
て
同
様
の
作
業
が
為
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
例
は
挙
ぐ
る
に
事
欠
か
ぬ
有
様
で
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あ
る
。
映
画
的
と
は
い
え
、
万
一
こ
れ
ら
を
映
画
の
ス
ナ
ッ
プ
に
直
し
て
み
た
ら
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
と
、
わ
ず
か
五
秒
間
に
四

乃
至
五
の
場
面
が
、
し
か
も
夫
々
異
な
る
場
面
が
連
続
的
に
映
写
さ
れ
る
に
等
し
い
状
況
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
超
前
衛
的
ア
ン
チ

シ
ネ
マ
以
上
の
怪
奇
な
も
の
を
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
見
返
し
の
不
可
能
な
映
画
と
違
い
、
読
み
返
し
が
出
来
る
点
で
は
、
小
説

に
於
け
る
こ
の
技
法
の
採
用
は
有
利
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
余
り
に
も
行
き
過
ぎ
た
極
端
な
細
切
れ
シ
ー
ン
の
羅
列
が
果
し

て
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
生
み
出
せ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
如
く
、
こ
の
作
品
に
は
先
ず
方
法
論
的
な
無
理

0

0

が
感
じ
ら
れ
る
。
勿
論
技
巧
過
多
と
い
う
意
味
合
い
に
於
い
て
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
過
剰
演
出
気
味
の
種
々
様
々
な
技
法
の
運
用
を
、
執
筆
者
は
作
品
自
体
へ
の
効
果
を
考
慮
し
つ
つ
も
猶
こ
れ

0

0

に
は
目

を
つ
ぶ
り
、
強
引
か
つ
積
極
的
に
作
中
に
導
入
し
て
い
っ
た
ふ
し
が
見
ら
れ
る
。
思
う
に
、
強
引
極
ま
る
こ
の
過
剰
演
出
は
こ
の
作

品
の
テ
ー
マ
『
自
由
』、
そ
れ
も
様
々
な
自
由
の
形
態
及
び
生
態
を
よ
り
鮮
明
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
手
段
方
法
と
し
て
採
用
さ

れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
が
作
品
と
し
て
の
芸
術
性
（
美
的
価
値
）
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
訴
え
ん
と
し
た
『
自
由
』、
及
び
『
自
由
へ
の
道
々
』

の
理
想
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
、
作
品 L

es chem
ins de la liberté 

に
限
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

第
一
部
『
分
別
ざ
か
り
』
の
主
人
公
は M

athieu 

と
断
言
し
う
る
。
サ
ル
ト
ル
は M

athieu 

を
通
し
て
一
つ
の
『
自
由
』
の
在
り

方
、
自
由
の
概
念
を
示
し
て
い
る
。

　

作
者
の
分
身
と
も
見
え
る
知
識
人 M

athieu 

は
少
年
期（

4
）

よ
り
常
に
《être libre

》、
自
由
で
い
る
こ
と
を
切
望
し
、
常
に être 

libre 

を
念
頭
に
置
い
て
行
動
す
る
人
間
で
あ
る
。
愛
人 M

arcelle 

と
結
婚
し
な
い
の
も
、
愛
人
の
孕
ん
だ
自
分
の
子
供
を
堕
胎
さ
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せ
よ
う
と
奔
走
す
る
の
も
、
す
べ
て
は
そ
う
し
た
世
間
的
柵し
が
ら
みか
ら
逃
れ
て
、
責
任
逃
れ
の
位
置
に
自
分
を
置
く
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ

る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
い
が
た
め
な
の
だ
。
入
党
を
拒
み
、L

ola 

か
ら
金
を
盗
め
ぬ
自
分
に
満
足
す
る
な
ど
も
す
べ
て
は

そ
う
し
た
無
責
任
地
帯
へ
の
逃
避
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
自
由
は
真
の
『
自
由
』
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
猜

忌
心
は
徐
々
に M

athieu 

の
心
中
に
募
る
。《
一
瞬
彼
は
自
由
が
耐
え
難
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
て
、
空
虚
の
中
に
宙
ぶ
ら
り
ん
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た（

5
）。》

い
わ
ば
足
が
地
に
つ
い
て
い
な
い
生
活
感
覚
、〝
自
由
で
あ
る
と
決
心
し
て
そ
れ
が
な
に
に
な
る

の
だ
？（

6
）〞

こ
う
し
た
自
由
は
無
益
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
も
芽
生
え
る
。
世
間
並
み
の
見
方
で
は
《
彼
の
自
由
！　

そ
れ
っ
て

生
き
る
こ
と
に
役
立
た
な
い
自
由
な
の
よ（

7
）》

と M
arcelle 

が
考
え
る
通
り
の
自
由
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
必
然
性
か
ら
完
全
に
解

放
さ
れ
た
絶
対
的
自
由
、
言
い
換
え
れ
ば
す
べ
て
の
責
任
を
逃
れ
た
嬰
児
的
放
縦
に
近
い débauché, indulgent, libertin 

の
状
態

だ
。
無
責
任
で
ひ
弱
い
イ
ン
テ
リ
の
一い
ち

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
無
気
力
で
無
力
で
幾
分
頽
廃
的
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
を
通
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は

消
極
的
自
由
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
自
由
、「
負
の
領
域
の
自
由
」
を
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
負
の
領
域
の
自
由
と
は
、
建
設

的
な
何
も
の
を
も
有
た
な
い
放
縦
の
概
念
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
意
味
す
る
の
だ
が
。

　

イ
ン
テ
リ
と
し
て
の
サ
ル
ト
ル
は
多
分
に
自
分
自
身
へ
の
辛
辣
な
自
戒
の
意
を
こ
め
て
、『
分
別
ざ
か
り
』
の M

athieu 

を
描
写

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
形
の
『
自
由
』
を
今
仮
り
に
『
自
由
Ａ
』
と
措
定
す
る
。

　

M
athieu 

即
『
自
由
Ａ
』
は
、
党
員 B

runet 

に
或
る
種
の
羨
望
を
感
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は B

runet 

が
人
生
に
対
し
て
確
信
を

も
っ
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。B

runet 

は M
athieu 

に
こ
れ
ま
で
の
一
切
を
振
り
切
っ
て
入
党
す
れ
ば
意
味
あ
る
人
生
が
送

れ
る
だ
ろ
う
と
入
党
を
薦
め
る
。
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―
君
は
自
由
で
あ
る
た
め
に
す
べ
て
を
放
棄
し
た
。
も
う
一
歩
踏
み
出
す
の
だ
。
君
の
自
由
そ
の
も
の
を
手
放
す
の
だ
。
そ
う

す
れ
ば
す
べ
て
が
取
り
戻
せ
る
ん
だ（

8
）。

　

M
athieu 

も B
runet 

の
意
見
の
正
当
性
を
疑
わ
な
い
。

　

入
党
し
、
人
生
に
意
味
を
与
え
、
人
間
た
る
こ
と
を
選
択
し
、
行
動
し
そ
し
て
信
じ
る
。
そ
う
す
れ
ば
救
わ
れ
る
ん
だ（

9
）。

入
党

し
、
人
間
た
る
こ
と
を
選
び
、
行
動
し
、
信
じ
る
こ
と
、
こ
れ
が
人
生
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
救
い

0

0

で
も
あ
る
の
だ
。

　

M
athieu 

は
考
え
る
、《
私
は
入
党
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
た
め
の
納
得
い
く
理
由
が
な
い（

10
）。》

　

し
か
し
、
彼
は
入
党
の
理
由
が
見
つ
か
ら
ぬ
と
い
う
理
由
で
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
、《
私
は
断
っ
た
。
自
由
の
ま
ま
で
い

た
い
の
だ（

11
）。》

結
局
、
自
由
で
あ
り
た
い
た
め
に
元
の
鞘
に
納
ま
っ
て
し
ま
う
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
懐
疑
と
逡
巡
の
果
て
の
堂
々

め
ぐ
り
に
終
止
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　

自
由
Ａ
の M

athieu 

の
こ
う
し
た
態
度
は
イ
ン
テ
リ
特
有
の
弱
み
で
も
あ
る
懐
疑
主
義
的
精
神
に
基
づ
く
不
可
知
論
的
な
も
の

だ
。

　

B
runet 

は
逆
に
そ
う
し
た
不
可
知
論
と
は
対
蹠
的
な
位
置
に
あ
る
『
唯
物
論
』
の
側
の
人
間
で
あ
る
。

　
『
唯
物
論
』
は
科
学
で
あ
る
。
科
学
の
側
の
人
間
に
は
懐
疑
や
逡
巡
は
無
い
、
あ
る
い
は
有
っ
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
と
は
合
理

主
義
の
産
物
で
あ
り
、
合
理
主
義
は
懐
疑
、
逡
巡
を
消
去
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　

M
athieu 

は
は
っ
き
り
認
め
る
。《
彼
は
私
よ
り
も
自
由
だ
。
自
分
自
身
と
折
り
合
い
が
つ
い
て
い
る
し
、
党
と
も
意
見
が
一
致

し
て
い
る（

12
）。》
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入
党
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
自
由
を
抛
棄
し
た
党
員 B

runet 

の
方
が
、
却
っ
て M

athieu 

よ
り
も
『
自
由
』
で
あ
る
と
い

う
こ
の
『
自
由
』
を
、『
自
由
Ｂ
』
と
す
る
。

　

も
う
一
度
簡
単
に
『
自
由
Ａ
』
と
『
自
由
Ｂ
』
を
比
較
し
て
み
る
と
、
先
ず
自
由
Ａ
は
、
こ
の
行
使
し
な
い
自
由
、
出
し
惜
し
む

自
由
、
よ
っ
て
こ
れ
は
転
向
す
る
前
の
オ
レ
ス
ト
と
同
じ
苦
渋
を
秘
め
た
、
無
益
で
無
能
な
自
由
で
あ
り
、
機
会
を
窺
い
な
が
ら
も

常
に
使
用
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
あ
き
あ
き
し
て
い
る
自
由
で
あ
る（

13
）、

と
ア
ル
ベ
レ
ス
は
表
現
し
て
い
る
が
、retenu, avare, vaine, 

inefficace 

だ
け
で
は
舌
足
ら
ず
な
の
で
あ
っ
て
、enfantin, libertin, indulgent, débauché 

更
に irresponsable, incapable 

等
を

追
加
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
責
任
性
、
幼
児
性
、
放
縦
、
無
益
、
出
し
惜
し
み
、
無
効
性
等
々
を
包
攝
す
る
『
自
由
Ａ
』

は
、
恰
も
子
供
が
悪
戯
を
し
た
後
で
親
に
弁
解
を
繕
う
自
由
を
主
張
す
る
類
い
の
自
由
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
自
由
Ａ
は
「
束
縛
か
ら
の
解
放
」「
あ
る
も
の
か
ら
の
離
脱
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
主
体
は
束
縛

0

0

、
あ
る
も
の

0

0

0

0

で
あ
る

が
故
に
、
こ
こ
で
は
自
ら
が
自
己
原
因
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
は
『
自
律
』
の
概
念
が
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
も

0

0

0

の0

が
原
因
で
そ
こ
か
ら
脱
出
せ
ん
と
す
る
姿
が
自
由
Ａ
で
あ
り M

athieu 

な
の
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
『
他
律
的
自
由
』
は
既
に

見
て
き
た
よ
う
に
、
懐
疑
と
逡
巡
を
繰
り
返
し
な
が
ら
一
本
の
円
周
上
を
循
環
す
る
よ
う
な
堂
々
め
ぐ
り
の
運
動
を
意
味
す
る
だ
け

で
あ
る
。
遠
心
力
を
絶
ち
切
っ
て
円
周
軌
道
か
ら
は
ず
れ
る
た
め
に
は
「
在
る
も
の

0

0

0

0

」
と
い
う
紐
を
切
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
自

分
が
自
己
原
因
に
成
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

自
由
Ｂ
は
円
周
軌
道
を
は
ず
れ
て
次
の
段
階
に
入
っ
た
自
由
と
い
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
自
由
Ａ
』
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
自

由
で
あ
る
。
一
方
、『
自
由
Ｂ
』
は
建
設
的
な
意
図
を
有
ち
、
合
理
主
義
と
科
学
を
ふ
ま
え
た
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
あ
る
も
の

0

0

0

0

を
形
成
す
る
自
由
」
で
あ
り
、
自
分
が
原
因
と
な
っ
て
、
自
分
が
作
る
行
動
的
な
自
由
だ
。
従
っ
て
自
律
的
な
自
由
と
も
い
え
る
。
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「
自
由
に
お
い
て
は
人
間
の
存
在
は
こ
の
ネ
ア
ン
テ
ィ
ザ
シ
ョ
ン
と
い
う
形
の
下
に
あ
る
固
有
な
る
経
過
で
あ
る（

14
）」

と
語
り
、
更

に
『
自
我
の
超
越
』
に
於
い
て
、
無
な
る
自
己
を
含
む
人
間
現
実
は
、
有
る
も
の
で
は
な
く
て
、
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
た

時
点
で
、
サ
ル
ト
ル
は
否
定

0

0

の
概
念
に
基
づ
い
た
本
来
的
な
意
味
で
の
自
由
を
明
確
に
し
て
い
る
。
歴
史
的
、
時
間
的
な
生
成
、
発

展
過
程
に
於
け
る
弁
証
法
的
運
動
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
、
存
在

0

0

と
非
存
在

0

0

0

と
の
交
代
劇
と
し
て
の
自
由
―
現
象
学
の
中
核
思
想
で

あ
る
「
志
向
性
」（Intentionalität

）
を
ふ
ま
え
た
人
間
存
在
の
意
識
と
し
て
の
、
何
物
か
で
あ
る
こ
と
の
自
由
で
は
な
く
て
何
事

か
を
為
す
実
践
的
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
志
向
性
」
は
確
定
し
た
目
的
を
有
た
ず
、
漠
然
と
し
た projet 

を
有
つ
不
確
定

な
目
的
意
識
と
し
て
、
人
間
存
在
を
し
て
投
企
的
存
在
た
ら
し
め
る
契
機
と
成
っ
て
お
り
、
こ
れ

0

0

の
有
無
に
よ
っ
て
『
自
由
Ｂ
』
は

『
自
由
Ａ
』
と
は
劃
然
と
区
別
さ
れ
る
。《
彼
は
ま
っ
た
く
平
静
で
あ
る
。
今
彼
は
思
う
：
人
間
あ
る
と
こ
ろ
、
至
る
所
に
わ
た
し
の

居
場
所
が
あ
り
、
私
の
仕
事
が
あ
る（

15
）。》

…
…
し
か
も
、s ’engager 

し
た
人
間
は
常
に
複
数
他
者
と
の
連
繋
の
う
ち
に
あ
る
、
つ
ま

り réalité 

と
の contact 

が
密
で
あ
る
。
従
っ
て B

runet 

に
は M

athieu 

の
よ
う
な inquiétude 

も
無
い
。B

runet 

に
代
表
さ
れ

る
『
自
由
Ｂ
』
は
少
な
く
と
も
『
自
由
Ａ
』
に
比
し
て
は actif, constructif, intentionel 

ま
た
Ａ
の m

orne, m
élancolique 

に
対

し
て
は positif 

な
、
陽
性
の
自
由
と
い
え
る
。

　

不
可
知
論
の
所
産
た
る
無
気
力
人
間 M

athieu 

を
『
自
由
Ａ
』、
一
方
に
は
そ
う
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
脱
却
し
た
人
物 B

runet 

の

『
自
由
』
の
如
く
人
物
を
類
型
化
す
る
こ
と
は
サ
ル
ト
ル
の
主
張
に
反
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
（
登
場
人
物
の
自
由
を
奪
い
、
人
物

に
個
性
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
付
け
る
が
故
に
）、
人
物
の
類
型
化
は
小
説
と
い
う
も
の
の
性
格
上
止
む
を
得
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
は
ま
た
将
来
考
え
て
み
た
い
。
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と
に
か
く
、『
自
由
』
の
典
型
と
し
て
サ
ル
ト
ル
は M

athieu 

に
代
表
さ
れ
る
『
自
由
Ａ
』、B

runet 

に
代
表
さ
れ
る
『
自
由
Ｂ
』

を
設
定
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら『
Ａ
』『
Ｂ
』二
つ
の
自
由
は
同
一
平
面
上
に
置
か
れ
た
、
並
列
状
態
の
も
の
で
は
な
い
。
結
論
的
に
言
っ
て『
Ｂ
』

は
『
Ａ
』
の
発
展
し
た
姿
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
註
（
14
）
の
記
述
か
ら
し
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
在
る
状
態
を

否
定
す
る
こ
と
で
次
な
る
段
階
へ
…
…
と
い
う
形
式
の
否
定
作
用
に
よ
る
歴
史
的
発
展
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
自
体
が
『
自
由
』
そ
の
も

の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
従
っ
て
、『
自
由
Ａ
』
以
前
の
状
態
は
当
然
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
言
う
《lâches

》、

《salauds

》
で
あ
り
、
こ
う
し
た
在
り
方
は
《de m

auvaise foi

》
で
あ
る
と
し
て
彼
の
最
も
忌
嫌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
徴

兵
義
務
故
に
戦
場
に
赴
い
て
戦
死
す
る
者
、
結
婚
の
契
約
を
尊
重
し
て
妻
を
裏
切
れ
な
い
亭
主
等
は
《lâches

》、
世
界
が
神
の
御

心
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
者
は
《salauds

》、
つ
ま
り
現
状
を
全
面
的
に
肯
定
し
、
旧
守
的
モ
ラ
ル
に
追
随
し
な
が
ら
、

何
ら
の
疑
問
も
起
さ
ぬ
人
々
、
こ
う
し
た
人
々
は
物
体
に
等
し
い
《l ’en-soi

》（
即
自
存
在
）
で
あ
る
と
す
る
。L

es chem
ins de la 

liberté 

に
於
て
は M

athieu 

の
兄 Jacques 
が lâches, salauds 

の
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、M

athieu 

の
愛
人 

M
arcelle 

は
《lâches, salauds

》
の
状
態
か
ら M

athieu 

の
『
自
由
Ａ
』
の
段
階
に
上
昇
し
よ
う
と
努
力
し
つ
つ
も
失
敗
し
て
し

ま
う
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

か
く
し
て
、
先
ず
《l ’en-soi

》
の
状
態
が
惜
定
さ
れ
、
そ
れ
を
否
定
し
て
『
自
由
Ａ
』、
更
に
『
Ａ
』
を
否
定
し
て
、
次
な
る
段

階
『
自
由
Ｂ
』
と
発
展
運
動
は
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
思
想
の
展
開
針
路
、
そ
の
方
向
は
最
終
的
に
は
彼
の
小
説
、
戯
曲
等
と
同
一
軌
道
上
に
在
る
と
言
え
る
が
、
彼
の
思
想

形
成
の
進
展
速
度
と
小
説
、
戯
曲
等
の
登
場
人
物
の
生
き
方
の
間
に
は
少
し
く
時
間
的
な
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
。B

runet 

に
代
表
さ
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れ
る
『
自
由
Ｂ
』
が
明
確
な
形
で
、
思
想
的
に
も
是
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
の
は
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
に
於
い
て
で
あ
る
。

L
es chem

ins de la liberté 

の L ’âge de raison 

か
ら
お
よ
そ
十
五
年
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。『
分
別
ざ
か
り
』
の B

runet 

の
扱
い
は 

M
athieu 

に
比
し
て
若
干
軽
く
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
執
筆
者
が
理
性
面
で
は B

runet 

に
理
想
像
を
求
め
な
が
ら
も
心
情

的
に
は M

athieu 

に
愛
着
を
感
じ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
期
の
サ
ル
ト
ル
は
共
鳴
を
感
じ
つ
つ
も
心
底
よ
り
コ

ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
傾
い
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
の
哲
学
を
前
後
で
大
き
く
二
分
す
る
な
ら
ば
前
半
は
『
存
在
と
無
』、
後
半
は
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
『
自
由
Ａ
』
→
『
自
由
Ｂ
』
＝
『
存
在
と
無
』
→
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、
時
計
の
振
子
の
如
き
振
幅
運
動
を
繰
返
し
つ
つ
一
段
ま
た
一
段
と
上
昇
（
止
揚
、aufheben

）
す
る
こ
と
を
宿
命
づ
け

ら
れ
た
『
自
由
』
の
性
格
上
か
ら
し
て
、
決
し
て
『
自
由
』
は
停
滞
や
凝
固
を
許
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
。《lâches

》《salauds

》
→

『
自
由
Ａ
』
→
『
自
由
Ｂ
』
と
辿
り
来
て
次
な
る
段
階
は
当
然
予
想
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
第
三
部
『
魂
の
中
の
死
』

に
於
け
る M

athieu 

の
自
発
的
な
行
為
と
し
て
の
戦
闘
参
加
に
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
早
生
還
の
望
み
の
無
い
絶

望
的
な
戦
闘
、
敵
の
進
撃
を
わ
ず
か
十
五
分
ひ
き
の
ば
す
た
め
に
た
だ
一
人
に
な
っ
て
も
射
ち
つ
づ
け
る M

athieu 

の
姿
は
、
こ
の

作
品
全
篇
を
通
し
て
最
も
感
動
的
な
場
面
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
感
動
は
従
来
的
な
小
説
の
枠
を
超
え
る
も
の
で
は
残
念
な
が

ら
な
い
。
身
を
棄
て
る
自
己
犠
牲
と
、
行
く
手
に
待
ち
構
え
る
〝
死
〞
の
存
在
が
こ
の
シ
ー
ン
の Pathétism

e 

を
生
ん
で
い
る
だ

け
で
あ
る
。
更
に
一
方
的
な
勘
ぐ
り
を
承
知
で
い
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
思
想
的
に
も
、
小
説
と
し
て
も
こ
の
場
面
で
決
着
を
つ
け
た

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
何
故
な
ら
、
こ
こ

0

0

に
は
「
美
的
な
も
の
」
と
「
哲
学
的
な
も
の
」
の
融
和
が
見
ら
れ
る

か
ら
だ
。
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「
倫
理
」
と
「
美
」
の
融
合
が
散
文
芸
術
の
理
想
的
な
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
『
美
＝
死
＝

自
己
犠
牲
＝
倫
理
』
の
典
型
を
呈
示
さ
れ
た
わ
け
で
、
こ
れ
に
勝
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
無
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
は
こ
こ

で
筆
を
置
か
な
か
っ
た
。
何
故
か
？

　

確
か
に
小
説
を
芸
術
作
品
と
し
て
の
み
鑑
賞
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ

0

0

で M
athieu 

を
殺
し
て
し
ま
え
ば
片
が
付
く
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
芸
術
家
と
し
て
の
サ
ル
ト
ル
が
こ
れ
を
容
認
す
る
以
上
に
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
サ
ル
ト
ル
と
し
て
は
『
自
由
』
の
理
想

像
の
追
究
が
急
務
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て M

athieu 

を
殺
せ
な
い
し
、
物
語
も
終
れ
な
い
の
で
あ
る
。
死
は
美
し
い
が
、
美
し
い
だ

け
に
生
き
る
こ
と
の
役
に
は
立
た
な
い
。
生
に
資
す
る
も
の
は
「
倫
理
」
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
求
め
る
も
の
は
『
自
由
』
の
倫
理

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
サ
ル
ト
ル
的
選
択
の
特
徴
は
〔
行
為
の
無
動
機
性
〕
に
あ
り
、〔
無
償
の
行
為
〕
に
あ
る
。
女
学
生 lvich 

の
目
前
で

自
分
の
掌
を
ナ
イ
フ
で
突
差
す
行
為
と
、
ポ
ン
・
ヌ
フ
橋
の
上
で
は
じ
め
て
『
自
由
』
を
意
識
し
て
死
を
賭
け
た
戦
闘
行
為
に
及
ぶ

こ
と
の
間
に
は
、『
自
由
Ｂ
』の
立
場
か
ら
見
る
と
何
の
差
異
も
無
い
極
め
て
無
駄
で
、
不
毛
な
行
為
で
あ
り
、
い
ず
れ
も『
自
由
Ａ
』

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
抜
け
出
て
い
な
い
種
類
の
自
由
で
あ
る
。

　

無
償
の
行
為
と
い
う
も
の
は
文
学
的
に
は
何
か
し
ら
ハ
イ
ブ
ロ
ウ
な
響
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
た
、
心
地
よ
げ
な
言
葉
で
は
あ
る

が
、
実
生
活
の
上
で
は
全
く
役
に
立
た
ぬ
い
じ
け
た
日
陰
の
萌も
や
しの
如
き
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
合
理
主
義
や
科
学
の
立
場
か
ら
ゆ
け
ば

あ
ら
ゆ
る
行
為
は
計
算
し
尽
さ
れ
た
、
無
駄
の
な
い
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
ポ
ン
・
ヌ
フ
橋
で
の
身
を
挺
し

た
戦
闘
行
為
の
体
験
か
ら
得
た
『
自
由
』
は
、M

athieu 

個
人
の
自
己
満
足
の
材
料
と
し
て
は
大
い
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
サ

ル
ト
ル
の
追
究
す
る
『
自
由
』
の
最
終
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
既
に
か
け
離
れ
た
「
遅
れ
ば
せ
の
自
由
」
と
成
る
の
で
あ
る
。
い
わ
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ば
、
サ
ル
ト
ル
は
こ
こ
で
完
全
に M

athieu 

か
ら
脱
皮
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
『
自
由
Ａ
』
及
び
そ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
『
自
由
Ｂ
』、
こ
れ
ら
を
止
揚
し
た
形
と
し
て
、M

athieu 

の
自
己
犠
牲
的
戦

闘
『
参
加
』
が
『
自
由
Ｃ
』
で
あ
る
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
形
の
『
参
加
』
は
作
品
内
状
況
よ
り
み
て
、
行
為
そ
の
も

の
が
何
ら
合
目
的
で
な
く
、
無
軌
道
無
動
機
な
独
り
よ
が
り
の
感
傷
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、M

athieu 

を
戦
死
さ
せ
る
こ
と
で

は
解
決
が
つ
か
な
く
成
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
と
し
て
は M

athieu 

と
い
う
駒
を
こ
こ
で
捨
て
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。M

athieu 

の
生
死
が
有
耶
無
耶
の
ま
ま
に

置
か
れ
た
所
以
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
持
駒
を
こ
の
ま
ま
保
留
し
て
置
き
、
機
会
が
あ
れ
ば
何
処
か
で
理
想
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

に
於
け
る
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
の
基
に
勝
負
を
賭
け
る
切
札
と
し
て
使
用
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
単
な
る

臆
測
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
サ
ル
ト
ル
の
筆
は B

runet

『
自
由
Ｂ
』
の
完
成
に
向
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
自
由
Ａ
』
に
対

す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
『
自
由
Ｂ
』、
こ
れ
ら
を
止
揚
（aufheben

）
す
る
に
先
ず M

athieu

『
Ａ
』
を
中
核
素
材
と
し
て
利
用
し
、

こ
れ
に
失
敗
、
次
い
で
『
Ｂ
』
の B

runet 

を
中
核
素
材
と
し
て
使
用
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
こ
れ
も
成
功
し
な
か
っ

た
。
何
故
か
？　

こ
こ
に
は
サ
ル
ト
ル
哲
学
に
於
け
る
矛
盾
律
の
問
題
が
大
き
な
壁
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
『
自
由
』
の
問
題
は
一
般
的
、
普
遍
的
問
題
と
し
て
の
〔
小
説
と
倫
理
〕
の
問
題
に
及
ぶ
か
ら
で
あ
る
。

　

サ
ル
ト
ル
が
『
存
在
と
無
』
等
の
存
在
論
に
偏
し
て
い
る
限
り
は
自
由
な
作
家
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
実

存
主
義
は
《
哲
学
者
は
世
界
を
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
し
て
き
た
だ
け
だ
。
だ
い
じ
な
こ
と
は
そ
れ
を
変
革
す
る
こ
と
な
の
に
》
と
述
べ

た
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
に
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
発
展
す
べ
き
宿
命
を
背
負
っ
て
い
た
。
故
に
サ
ル
ト
ル
は
何
よ
り
も
実
存
主
義
の 
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éthique

（
倫
理
）
を
示
す
必
要
に
か
ら
れ
て
い
た
。
当
初
よ
り
、Zur Sache selbst!

（
事
柄
そ
の
も
の
へ
！
）
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の

現
象
学
か
ら
出
発
し
た
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
は
、
対
象
を
、
人
間
を
究
極
ま
で
微
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
識
を
〔
非
人
称
的
意

識
（conscience im

personnelle

）〕
に
ま
で
分
析
し
尽
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
地
盤
に
あ
っ
て
は
最
早
人
間
存

在
は
《
人
間
》
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
意
識
は
純
粋
現
象
で
あ
っ
て
主
観
的
心
理
意
識
で
は
な
く
、
自
我
は
こ
こ

0

0

に
あ
っ
て
は
こ
の
意
識
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
主
体
性
回
復
を
目
指
す
筈
の
哲
学
の
基
盤
に
は
実
は
、
こ
う
し
た
非
人
間

的
、
無
機
的
土
壌
が
あ
り
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
機
械
論
的
唯
物
論
の
残
滓
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
エ
ポ
ケ
ー
に

よ
っ
て
殊
更
《
有
限
、
不
条
理
、
不
安
、
絶
望
》
等
を
強
調
す
る
こ
と
は
全
く
生
の
哲
学
、
生
き
る
倫
理
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

ま
た
、
サ
ル
ト
ル
哲
学
の
重
要
基
本
理
念
の contingence

（
偶
然
性
）
は
『
Ｂ
』
の
立
場
た
る causalité

（
因
果
関
係
）
に
よ
っ

て
自
然
を
説
明
し
、
理
論
づ
け
る
近
代
科
学
的
立
場
の
唯
物
的
自
然
観
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
。
偶
然
性
の
化
身
『
自
由
Ａ
』
と
因

果
律
の
化
身
『
自
由
Ｂ
』
は
絶
対
矛
盾
の
位
置
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
彼
の
存
在
論
と
彼
の
意
図
と
の
自
家
撞
着
及
び
後
半
の
サ
ル
ト
ル
の
理
想
的
倫
理
と
そ
の
実
践
方
法
の
間
に
在
る

自
家
撞
着
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
矛
盾
を
一
挙
に
止
揚
し
う
る
べ
き
『
自
由
Ｃ
』
は
、
美
的
立
場
の
放
棄
と
と
も
に
崩
れ
去
っ
た
の

で
あ
る
。

　

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。『
自
由
Ｂ
』
の
地
平
に
片
足
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ル
ト
ル
の
「
美
的
側
面
」
は
せ
ば

め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

0

0

が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　

一
般
的
に
、
小
説
家
を
含
む
芸
術
家
の
美
の
立
場

0

0

0

0

は
《
偶
然
性
》
に
負
う
と
こ
ろ
大
な
る
そ
れ

0

0

で
あ
り
、
思
想
家
、
哲
学
者
等
の
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倫
理
的
立
場

0

0

0

0

0

（
美0

に
対
す
る
善0

の
立
場
と
も
言
え
る
）
は
《
因
果
律
》
に
負
う
部
分
の
大
き
い
立
場
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
作
品
に

於
い
て
は
サ
ル
ト
ル
の
夫
々
の
自
由

0

0

が
美
的
立
場
の
自
由
（
例
え
ば
『
Ａ
』）
及
び
倫
理
的
立
場
の
自
由
（
例
え
ば
『
Ｂ
』）
に
分
裂

し
、
夫
々
が
執
筆
者
を
離
れ
て
競
い
合
い
、
絡
み
合
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
事
実
が
必
然
的
に
執
筆
者
を
し
て
、
古
来

作
家
に
宿
命
で
あ
っ
た
問
題
〝
美
の
た
め
に
書
く
の
か
？　

善
の
た
め
に
書
く
の
か
？
〞
と
い
う
袋
小
路
へ
再
び
、
自
然
の
う
ち
に

追
い
込
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ひ
と
た
び
は
『
自
由
』
の
倫
理
追
究
に
急
な
あ
ま
り
に
美0

の
立
場
を
軽
ん
じ
た
執
筆
者
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
『
小
説
』
と

い
う
形
式
の
も
と
に
理
想
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
す
る
限
り
は
、
完
全
に
美0

の
立
場
を
離
れ
去
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
言
う
べ

き
か
。
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
は M

athieu 

か
ら
完
全
に
脱
皮
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
面
か
ら
も

小
説
が
完
結
さ
れ
ず
に
終
っ
た
理
由
が
窺
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
万
一
『
自
由
Ｃ
』
の
姿
が
明
確
に
成
っ
て
い
た
な
ら
ば
こ
の
作

品
は
完
成
を
見
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

L
es chem

ins de la liberté 

は
内
容
、
形
式
と
も
実
に
豊
饒
で
あ
り
、『
自
由
』
の
様
々
な
衣
装
に
彩
ら
れ
た
絢
爛
た
る O

dysseia 

は
哲
学
、
心
理
学
、
倫
理
等
々
を
小
説
と
い
う
日
常
語
の
世
界
の
坩
堝
の
中
で
溶
解
、
再
構
成
、
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
作
業
を
通
し

て
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
自
由
の
理
想
像
を
『
倫
理
と
美
の
融
合
体
』
と
し
て
呈
示
せ
ん
と
す
る
一
大
試
み
で
あ
っ
た
。
テ
ー
マ
、
衣

装
と
も
に
豊
饒
に
過
ぎ
、
余
り
に
多
く
を
欲
張
っ
て
収
拾
の
つ
か
な
く
な
っ
た
嫌
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
サ
ル
ト
ル
の
こ
う
し
た
何
一

つ
も
忽
ゆ
る
が
せに
出
来
な
い
と
い
う
資
質
は
尊
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
唯
物
論
的
科
学
に
共
鳴
を
覚
え
な
が
ら
も
、
完
全
に
科
学

の
側
に
身
を
任
す
こ
と
の
出
来
ぬ
サ
ル
ト
ル
的
体
質
に
は
、
哲
学
者
で
あ
り
な
が
ら
も
多
分
に
心
情
派
で
あ
る
サ
ル
ト
ル
が
垣
間
見

ら
れ
、
こ
こ
に
も
わ
れ
わ
れ
は
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ら
ん
と
す
る
サ
ル
ト
ル
の
意
気
込
み
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
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と
も
あ
れ
、liberté 

到
達
の chem

ins 

は
余
り
に
遠
く
、
残
念
な
が
ら
わ
れ
ら
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
は
妻
ペ
ネ
ロ
ペ
に
再
会
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
道
程
に
様
々
な
『
自
由
』
の
在
り
方
を
学
ん
だ
。『
自
由
へ
の
道
々
』
は
も
っ

と
多
く
の
類
型
に
分
類
さ
れ
う
る
。
以
上
こ
こ
で
示
し
た
も
の
は
最
も
簡
略
な
図
式
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
冒
頭
で

触
れ
た
〝
へ
〞
の
問
題
に
も
既
に
自
ず
か
ら
解
答
が
出
て
し
ま
っ
た
。〔lâches, salauds

（l ’en-soi

）
→
『
自
由
Ａ
』
→
『
自
由
Ｂ
』

→
『
自
由
Ｃ
』〕
と
、
時
の
経
過
と
と
も
に
段
階
的
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の chem

in 

は IN
G

R
ID

 

JO
U

B
E

R
T

 

の
言
う
よ
う
に
〝L

a L
iberté com

m
e Itinéraire

〞（
道
程
と
し
て
の
自
由
）
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う（

17
）。

故
に
、

L
es chem

ins

〔de

〕la liberté 
は
や
は
り
『
自
由
へ0

の
道
』
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
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第
二
章　

ゲ
ッ
ツ
《
変
貌
》
に
見
る

―
十
六
、
十
八
、
二
十
世
紀
を
生
き
た
一
精
神
史
―

　

な
ぜ
、
今
に
し
て
ま
た
『
悪
魔
と
神
』
な
の
か
？　

ル
・
モ
ン
ド
紙
の
記
者
に
、
サ
ル
ト
ル
が
「
こ
の
時
代
は
現
代
に
と
っ
て
暗

示
的
だ
。
こ
れ
が
私
の
こ
の
時
代
を
え
ら
ん
だ
理
由
だ（

1
）」

と
語
っ
た
こ
の
時
代

0

0

0

0

は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
座
で
こ
の
戯
曲
が
初
演
さ
れ
た
一

九
五
一
年
に
於
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
様
現
代
に
於
い
て
も
充
分
暗
示
的
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
時
代

0

0

0

0

と

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
十
六
世
紀
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、「
農
民
戦
争
」（
一
五
二
四
〜
二
五
）
の
時
代

と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
拙
稿
の
ね
ら
い
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

　

十
五
世
紀
後
半
〜
十
六
世
紀
前
半
の
こ
の
時
代
は
、
い
わ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
黎
明
期
で
あ
っ
た
。「
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
」
の

一
五
二
四
年
〜
二
五
年
を
は
さ
む
お
よ
そ
前
後
百
年
間
で
、
大
き
な
歴
史
的
事
件
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
か
を
概
観
し
て
み
る

と
、
こ
の
黎
明
の
意
味
は
は
っ
き
り
す
る
。

　

先
ず
、
文
化
的
側
面
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
当
時
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
や
っ
と
普
及
し
て
き
た
、
製
紙
技
術
に
助
け
ら
れ
た
グ
ー
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テ
ン
ベ
ル
ク
の
金
属
活
字
の
製
作
、
地
球
球
体
説
に
基
づ
く
ト
ス
カ
ネ
リ
の
世
界
地
図
、
喜
望
峰
の
発
見
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸

発
見
、
ガ
マ
の
イ
ン
ド
到
着
、
ア
メ
リ
ゴ
＝
ヴ
ェ
ス
プ
ッ
チ
の
ブ
ラ
ジ
ル
沿
岸
南
下
、
コ
ル
テ
ス
の
メ
キ
シ
コ
征
服
、
ピ
サ
ロ
の
ペ

ル
ー
征
服
、
マ
ジ
ェ
ラ
ン
海
峡
発
見
等
々
驚
天
動
地
の
事
件
が
目
白
押
し
に
並
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
新
聞
も
雑
誌
も
一
切
な
い
、

文
字
を
読
め
る
階
層
は
ご
く
わ
ず
か
と
い
う
情
報
の
殆
ど
無
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
方
の
庶
民
層
に
と
っ
て
は
驚
天
も
動
地
も

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が（

2
）、

こ
う
し
た
一
連
の
出
来
事
は
封
建
制
度
を
少
し
ず
つ
ゆ
る
が
せ
る
材
料
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

政
治
的
側
面
で
は
相
も
変
ら
ず
の
領
土
の
奪
い
合
い
、
す
な
わ
ち
戦
争
の
繰
返
し
に
明
け
暮
れ
て
は
い
た
が
、
例
え
ば
コ
ン
ド

チ
ェ
リ
（
傭
兵
隊
長
）
な
ど
の
戦
争
請
負
業
者
同
士
に
よ
っ
て
、
ご
く
形
式
的
に
戦
わ
れ
、
何
万
も
の
軍
隊
が
衝
突
し
て
戦
死
者
わ

ず
か
に
一
、
二
名
と
い
っ
た
「
芸
術
品
と
し
て
の
戦
争
」
で
お
茶
を
濁
し
て
事
足
れ
る
時
代
は
終
ろ
う
と
し
て
い
た
。
真
面
目

0

0

0

な
戦

争
？　

を
余
義
な
く
さ
れ
る
状
況
、
時
代
的
要
請
が
整
い
始
め
る
。
そ
し
て
そ
の
状
況
創
造
の
一
因
と
し
て
や
は
り
前
の
地
理
上
の

発
見
や
印
刷
術
の
発
達
、
書
籍
革
命
、
天
体
、
地
理
、
数
学
等
の
科
学
の
発
達
や
そ
れ
に
伴
う
科
学
技
術
の
進
歩
を
挙
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
紀
元
後
二
世
紀
以
来
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
天
動
説
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
を
そ
の
頂
点
と
す
る

ス
コ
ラ
哲
学
と
、
そ
の
磐
石
の
上
に
そ
そ
り
立
つ
教
会
の
絶
対
的
権
威
を
徐
々
に
で
は
あ
る
が
揺
り
動
か
す
に
足
る
梃
子
の
作
用

を
、
上
記
の
よ
う
な
発
明
、
発
見
、
ま
た
発
達
が
及
ぼ
し
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
封
建
制
＝
教
会
支
配
＋
貴
族
支
配
に
対
す
る
合
理

主
義
の
挑
戦
が
始
ま
る
。
加
え
て
、
農
民
と
僧
侶
、
貴
族
の
間
に
次
第
に
顕
著
に
現
わ
れ
て
き
た
憎
悪
感
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来

る
。
僧
正
、
大
僧
正
、
修
道
院
長
、
住
職
等
の
高
僧
達
や
諸
侯
の
高
権
の
も
と
に
あ
る
封
建
領
主
等
に
よ
る
情
容
赦
の
無
い
農
奴
か

ら
の
搾
取
の
過
酷
な
手
段
は
、
例
え
ば
流
血
の
暴
力
、
拷
問
の
恐
怖
、
破
門
、
赦
免
拒
絶
、
そ
の
他
文
書
偽
造
な
ど
の
詐
偽
手
段



92　

第二部 　自由の希求

等
々
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
才
智
、
狡
智
を
傾
け
た
卑
劣
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う（

3
）。

農
民
と
僧
侶
及
び
貴
族
の
間
に
生
じ
た
深
い
谷
間

に
騒
乱
の
炎
が
徐
々
に
燃
え
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
炎
の
内
容
は
決
し
て
単
一
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
永
い
歴

史
的
時
間
が
醸
成
し
た
発
酵
物
の
諸
要
素
の
よ
う
に
…
…
。
例
え
ば
、
宗
教
改
革
史
家
の
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
Ｈ
・
ベ
イ
ン
ト
ン
博
士
は

中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
、
キ
リ
ス
ト
救
の
伝
播
（dissem
ination

）、
制
覇
（dom

ination

）、
崩
壊
（disintegration

）
の
三

期
に
分
け
、
第
一
期
は
大
体
五
世
紀
〜
十
一
世
紀
、
第
二
期
は
十
二
、
十
三
世
紀
、
そ
し
て
第
三
期
は
十
四
、
十
五
世
紀
と
し
、
フ

ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
土
地
の
半
分
ま
で
が
教
会
領
で
あ
っ
た
と
い
う
土
地
所
有
者
と
し
て
の
教
会
の
腐
敗
と
宗
教
自
体
の
世
俗
化
を

崩
壊
の
原
因
の
う
ち
に
挙
げ
て
い
る（

4
）。

既
に
十
二
世
紀
以
来
改
革
の
必
要
性
は
各
地
で
説
か
れ
て
い
た
ら
し
く
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改

革
と
呼
ば
れ
る
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
（
一
〇
二
二
〜
八
五
）
の
改
革
を
は
じ
め
若
干
の
改
革
は
為
さ
れ
つ
づ
け
た
よ
う
で
あ
る

が
、
さ
し
た
る
効
果
も
上
が
ら
ず
に
ず
る
ず
る
と
十
五
世
紀
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
効
果
の
上
が
ら
ぬ
一
理
由
は
、
教
会
全
体
の

腐
敗
（
例
え
ば
中
世
の
女
子
修
道
院
は
女
郎
屋
の
態
を
な
し
て
い
た
）
一
辺
倒
に
向
け
ら
れ
る
鉾
先
が
、
宗
教
教
義
自
体
の
矛
盾
を

衝
き
う
る
ま
で
に
鋭す
る
どく
研
ぎ
す
ま
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
大
教
会
全
体
と
、
絶
対
的
権
威
を
背
景
に
し
た
ス
コ
ラ
神
学

と
堂
々
わ
た
り
合
え
る
論
客
の
現
わ
れ
う
る
時
代
を
久
し
く
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
教
会
の
権
威
主
義
へ

の
抵
抗
、
反
発
は
先
ず
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
る
。
十
四
世
紀
後
半
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ク
リ
フ
に
よ
る
教
会
批
判
、
教
会
財
産
没
収
の

提
唱（

5
）。

つ
づ
い
て
十
五
世
紀
に
入
る
と
ボ
ヘ
ミ
ア
の
人
、
プ
ラ
ハ
大
学
総
長
フ
ス
が
前
述
ウ
ィ
ク
リ
フ
の
宗
教
改
革
の
意
見
を
信
奉

し
、
一
四
一
五
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
市
内
で
焚
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
世
上
を
騒
が
せ
た
が（

6
）、

一
時
的
熱
狂
と
し
て
以
上
の

効
果
を
上
げ
る
こ
と
な
く
鎮
火
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
少
し
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。
一
四
九
二
年
八
月
、
ス
ペ

イ
ン
女
王
イ
サ
ベ
ル
の
援
助
を
得
て
三
隻
の
中
型
カ
ラ
ヴ
ェ
ル
を
率
い
た
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
、
同
年
十
月
十
二
日
に
バ
ハ
マ
諸
島
に
到
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着
し
て
以
来
、
数
々
の
新
航
路
発
見
が
為
さ
れ
る
と
時
を
同
じ
う
し
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
活
躍
が
始
ま
り
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
が
『
君

主
論
』
を
あ
ら
わ
し
、
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
が
九
十
五
ヶ
条
の
提
題
を
発
表
し
、
ス
イ
ス
で
は
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
宗
教
改
革
を
唱
え
始

め
る
。〔
形
而
上
学
＝
神
学
〕
の
一
つ
の
確
固
と
し
た
シ
ェ
マ
の
動
揺
が
始
ま
り
、
同
時
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
、
ス
ト
ア
主
義
、
汎

神
論
、
懐
疑
論
、
無
神
論
等
が
中
世
の
沈
黙
を
破
っ
て
再
び
頭
を
も
ち
上
げ
、
時
代
は
教
会
的
団
体
勢
力
の
衰
微
を
誘
う
方
向
へ
と

歩
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
の
わ
れ
ら
が
英
雄
ゲ
ッ
ツ
が
間
も
な
く
歴
史
の
檜
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
登
場
間
近
な
舞
台
装
置
は
ど

の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

フ
ス
派
の
人
々
と
ド
イ
ツ
皇
帝
と
の
間
に
フ
ス
戦
争
を
起
こ
し
た
も
の
の
、
ヨ
ハ
ン
・
フ
ス
の
教
会
改
革
が
大
し
て
効
を
奏
す
こ

と
な
く
止
ん
で
約
百
年
後
一
五
一
七
年
十
月
三
十
一
日
、
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
城
内
の
礼
拝
堂
の
扉
に
、
免
罪
符
（
正
し
く
は
贖
宥

状
）
排
撃
の
九
十
五
ヶ
条
の
提
題
を
掲
げ
、「
キ
リ
ス
ト
教
改
善
」
の
叫
び
声
を
あ
げ
た
大
学
教
授
が
あ
ら
わ
れ
る（

7
）。

宗
教
改
革
の

第
一
人
者
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
し
か
し
、
初
め
か
ら
教
会
を
分
裂
さ
せ
よ
う
な
ど
と
意
図
し
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
新
設
の
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
自
体
が
、
ユ
リ
ウ
ス
Ⅱ
世
の
免
罪
符
販
売
売
上
金
を
基
金
と

し
て
設
立
さ
れ
た
大
学
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
教
会
の
扉
に
「
九
十
五
ヶ
条
の
提
題
」
を
貼
り
つ
け
る
と
い
う
行
為
も
、
当
時
と
し
て

は
殊
更
に
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
自
分
の
新
し
い
主
張
を
し
た
い
学
者
ら
が
論
争
を
誘
う
手
段
と
し
て
用
い
た
ご

く
普
通
の
手
段
で
あ
っ
た
よ
う
だ（

8
）。

ま
た
、
こ
う
し
た
免
罪
符
攻
撃
の
主
張
は
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
よ
う
す
る
に
、「
彼
の
提
題
の
意
図
は
、
た
だ
小
さ
な
学
問
的
論
争
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
以
上
に
は
で
て
な
か
っ
た（

9
）」

の
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で
あ
る
。
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
の
母
マ
リ
ア
を
犯
し
て
も
、
免
罪
符
さ
え
購
入
す
れ
ば
そ
の
罪
は
赦
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
余
り
に
も
極

端
な
、
堕
落
し
た
宗
教
界
の
当
時
の
有
様
に
憤
慨
し
た
一
修
道
士
が
、「
信ソ
ラ
・
フ
ィ
デ

仰
の
み
」、
つ
ま
り
自
分
を
空
し
く
し
て
福
音
（
言
葉
）

に
従
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
し
か
恩
寵
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
金
銭
の
購
い
や
土
地
、
金
銭
の
寄
進
に
よ
る

堕
落
し
た
宗
教
と
教
会
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
一
般
の
ド
イ
ツ
国
民
は
、
そ
の
四
分
の
三
ま
で
が
教
皇
を
見
限
っ
て
ル
タ
ー
を
支
持

し
た
と
い
わ
れ
る
。
一
つ
に
は
、
絶
対
王
朝
が
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
は
自
国
教
会
を
直
接
支
配
で
き
た
が
、

諸
侯
乱
立
の
ド
イ
ツ
の
教
会
は
ロ
ー
マ
と
の
つ
な
が
り
が
強
固
で
あ
っ
た
た
め
に
、
い
き
お
い
〝
集
金
す
る
な
ら
ド
イ
ツ
〞
と
い
う

こ
と
に
な
り
、「
ド
イ
ツ
は
ロ
ー
マ
の
乳
牛
」
と
呼
ば
れ
、
過
酷
な
搾
取
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
エ
ラ

ム
ス
を
は
じ
め
全
欧
の
人
文
主
義
者
等
も
、
当
初
は
ル
タ
ー
の
味
方
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
ド
イ
ツ
の
宗
教
的
、
社
会
的
不
安
は
民

衆
説
教
者
ト
ー
マ
ス
＝
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
（
一
四
八
九
〜
一
五
二
五
）
の
出
現
で
ひ
と
き
わ
助
長
さ
れ
る
。〔
欺
瞞
と
狭
猾
と
偽
善
の

性
癖
が
あ
っ
て
…
…
民
衆
の
悩
み
な
ど
に
心
を
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
く
、
自
分
よ
り
も
成
功
し
た
ル
タ
ー
に
対
す
る
嫉

妬
と
悪
意
か
ら
、
民
衆
を
利
己
的
な
目
的
の
た
め
に
誘
惑
し
た
男（

10
）〕

の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
後
永
ら
く
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ミ
ュ

ン
ツ
ァ
ー
と
い
う
宗
教
改
革
の
一
方
の
雄
は
、
中
世
以
来
の
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
伝
統
を
無
視
し
、
過
激
に
純
粋
な
聖
典
主
義
を
奉

じ
、
自
ら
は
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
を
完
成
す
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
彼
の
急
進
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
普
遍
的
性
格
の
も
の
か
ら
、

具
体
的
、
現
実
的
な
社
会
的
要
求
に
変
化
し
、
必
然
的
に
民
衆
運
動
の
形
態
を
と
っ
て
ゆ
く
。
熱
狂
に
押
し
流
さ
れ
た
ミ
ュ
ン

ツ
ァ
ー
が
い
わ
ば
共
産
主
義

0

0

0

0

を
宣
言
し
、
目
的
遂
行
の
た
め
に
は
暴
力
も
辞
さ
ぬ
覚
悟
を
披
瀝
す
る
に
及
び
、
ル
タ
ー
は
ミ
ュ
ン

ツ
ァ
ー
批
判
と
革
命
を
未
然
に
防
止
す
る
処
置
を
当
局
に
要
求
す
る
と
い
う
挙
に
出
る
。
農
民
戦
争
勃
発
直
前
の
舞
台
の
概
様
は
ほ

ぼ
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
五
二
四
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
状
況
の
中
へ
の
ゲ
ッ
ツ G

ötz von B
erlichingen 

の
登
場
は
、
残
念
に
も
い
わ
ゆ
る
大お
お

向む
こ
うを
う
な
ら
す
恰か
っ

好こ
う

の
い
い
も

の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
歴
史
的
事
件
に
関
与
し
た
人
物
と
し
て
は
三
枚
目
的
役
回
り
に
思
わ
れ
る
。
次
に
ゲ
ッ
ツ
と
い
う
存
在

の
農
民
戦
争
に
於
け
る
意
味
合
い
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

ル
タ
ー
流
の
福
音
主
義
運
動
が
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
唱
え
る
社
会
革
命
運
動
に
変
形
合
流
す
る
の
は
農
民
レ
ベ
ル
に
於
い
て
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
運
動
は
、
農
民
が
急
迫
し
た
貧
し
さ
故
に
起
こ
し
た
飢
饉
に
よ
る
一
揆
な
ど
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
農
民
層

の
上
昇
運
動
と
領
主
側
の
封
建
反
動
の
衝
突（

11
）と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
険
し
い
状
況
の
最
中
、
ル
タ
ー
は
反
動
的
役

割
を
果
た
す
こ
と
で
農
民
を
裏
切
る
。
一
五
二
五
年
三
月
、
上
部
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
に
於
い
て
「
十
二
ヶ
条
」
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た

時
点
で
は
農
民
側
の
態
度
に
も
若
干
の
福
音
主
義
的
問
題
提
起
が
残
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
渦
中
の
第
一
人
者
た
る
ル
タ
ー
が

農
民
の
要
求
の
一
つ
「
農
奴
制
の
廃
止
」
に
対
し
、
激
し
い
憤
り
と
と
も
に
こ
れ
を
糾
弾
し
、
あ
ま
つ
さ
え
彼
ら
反
乱
農
民
の
殺
戮

を
さ
え
諸
侯
ら
に
う
っ
た
え
る（

12
）に

及
び
、
農
民
達
の
心
は
ル
タ
ー
か
ら
離
反
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
農
民
達
に
と
っ
て
は
も

は
や
宗
教
上
の
問
題
は
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
ら
の
運
動
は
む
し
ろ
農
奴
制
や
十
分
の
一
税
の
廃
止
、
賦

役
、
地
代
、
租
税
の
軽
減
に
比
重
が
か
か
っ
た
封
建
的
支
配
に
対
す
る
階
級
闘
争
的
性
格
の
も
の
と
な
る
。

　

シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ト
、
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
、
エ
ル
ザ
ス
等
で
数
々
の
農
民
団
が
結
成
さ
れ
、
各
地
で
本
格
的
な
諸
侯
の
軍
隊
と
の
戦

闘
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
の
熱
心
な
信
者
で
も
あ
っ
た
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
公
ア
ン
ト
ン
な
ど

は
、
ツ
ァ
ー
ベ
ル
ン
の
戦
い
で
二
万
人
に
の
ぼ
る
農
民
を
虐
殺
し
た
の
で
あ
り
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
儀
式
で
済
ま
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

類
い
の
戦

争
と
は
全
く
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
余
談
な
が
ら
一
五
一
九
年
以
降
開
始
さ
れ
た
コ
ル
テ
ス
や
ピ
サ
ロ
に
よ
る
南
米

イ
ン
デ
ィ
オ
の
何
百
万
人
と
も
知
れ
ぬ
虐
殺
も
同
時
代
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
五
二
五
年
三
月
下
旬
、
ヘ
ル
レ
＝
リ
ヒ
テ
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農
民
団
の
異
名
を
も
つ
ネ
カ
ー
タ
ー
ル
＝
オ
ー
デ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
合
同
農
民
団
が
結
成
さ
れ
、
四
月
十
六
日
に
ヴ
ァ
ィ
ス
ベ
ル
ク
城
を

攻
囲
し
、
こ
れ
を
陥
れ
十
数
人
の
貴
族
を
な
ぶ
り
殺
し
に
す
る
。
こ
れ
を
機
に
こ
の
処
刑
を
め
ぐ
っ
て
農
民
団
が
二
派
に
割
れ
、
軍

事
の
指
導
者
で
あ
っ
た
農
奴
ロ
ー
ル
バ
ッ
ハ
が
農
民
団
を
去
る
に
あ
た
り
、
そ
の
穴
埋
め
と
し
て
騎
士
ゲ
ッ
ツ
＝
フ
ォ
ン
＝
ベ
ル

リ
ッ
ヒ
ン
ゲ
ン
が
起
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
農
民
の
鎮
圧
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
農
民
団
は
南
北
か
ら
挾
撃
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
…
…
）
ビ
ル

ト
ハ
ウ
ゼ
ン
農
民
団
は
マ
イ
ニ
ン
ゲ
ン
市
で
ザ
ク
セ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
連
合
軍
に
降
伏
し
た
。
ネ
カ
ー
タ
ー
ル
＝
オ
ー
デ
ン
ヴ
ァ
ル
ト

農
民
団
は
西
南
の
方
向
に
進
み
、
北
上
し
て
き
た
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
同
盟
軍
と
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ホ
ー
フ
ェ
ン
で
相
対
峙
し
た
。
戦
い
の
直

前
、
ゲ
ッ
ツ
＝
フ
ォ
ン
＝
ベ
ル
リ
ッ
ヒ
ン
ゲ
ン
は
脱
走
し
（
…
…
）
指
導
者
を
失
っ
た
農
民
団
は
壊
滅
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た（

13
）」。

　

か
く
し
て
六
月
は
じ
め
ま
で
に
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
同
盟
軍
に
よ
っ
て
上
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
、
ウ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
は
み

る
み
る
鎮
圧
さ
れ
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
も
捕
え
ら
れ
、
む
ご
た
ら
し
い
拷
問
の
末
に
処
刑
さ
れ
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル

ク
の
陥
落
に
よ
っ
て
こ
の
反
乱
の
幕
切
れ
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
五
二
五
年
七
月
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
農
民
側
の
犠
牲
者
そ
の
数

十
万
に
近
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

歴
史
の
書
物
を
紐
解
い
て
み
て
も
、
こ
の

0

0

人
物
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
殆
ど
見
当
ら
な
い
。
歴
史
的
見
地
よ
り
見
れ
ば
い

わ
ゆ
る
小
物

0

0

で
あ
る（

14
）。

オ
ー
デ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
の
農
民
達
に
請
わ
れ
て
軍
事
の
指
導
者
に
成
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
状
況
が
不
利
と
見

極
め
る
や
い
ち
早
く
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
程
度
の
人
物
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
〝
自
分
で
は
極
め
て
壮
絶
な
悲
劇
を
演
じ
て
い
る
つ
も
り
で
、
実
は
笑
う
に
笑
え
ぬ
喜
劇
を
演
じ

て
し
ま
う
〞
人
物
こ
そ
が
往
々
ド
ラ
マ
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
成
り
易
い
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
事
件
に
於
け
る
ゲ
ッ
ツ
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の
果
し
た
役
割
と
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
一
つ
は
没
落
過
程
の
下
級
貴
族
（
騎
士
）
の
悪
あ
が
き
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ツ
＝
フ
ォ
ン
＝
ジ
ッ
キ
ン
ゲ
ン
が
こ
れ
よ
り
数
年
前
に
起
こ
し
た
騎
士
戦
争（

15
）の

敗
北
で
、
騎
士
達
は
没
落
の
一
途

を
辿
っ
て
い
た
最
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
。
そ
う
し
た
怨
み
も
こ
め
た
上
で
の
ゲ
ッ
ツ
の
軽
は
ず
み
な
行
動
は
、
し
か
し
な
が
ら

大
貴
族（
諸
侯
）や
富
裕
な
聖
職
者
に
あ
わ
よ
く
ば
一
泡
吹
か
せ
て
、
万
に
一
つ
も
叶か
な

う
な
ら
ば
騎
士
階
級
の
地
位
の
上
昇
を
ね
ら
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
終
戦
間
際
の
彼
の
と
っ
た
行
動
な
ど
か
ら
推
し
て
、
こ
の
人
物
は
確
た
る
定
見
、
見

通
し
も
な
し
に
、
な
し
く
ず
し
に
こ
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
感
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ゲ
ッ
ツ
の
と
っ
た
行
動
は
殊
更
に
ゲ
ッ

ツ
で
な
け
れ
ば
出
来
ぬ
類
い
の
も
の
で
は
到
底
あ
り
え
ず
、
合
理
性
・
合
目
的
志
向
性
の
判
断
基
準
外
の
、
全
く
無
価
値
な
行
動
と

し
か
思
え
な
い
。
ゲ
ッ
ツ
以
外
の
ど
ん
な
人
物
に
も
為
し
う
る
容
易
な
、
安
易
な
行
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
判
断
材
料
と
し

て
彼
に
と
っ
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
ゲ
ッ
ツ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
「
ゲ
ッ
ツ
と
い
う
の
は
実
際
は
か
な
り
悲
惨
な
人
物
で
、
落
ち
ぶ
れ
小
貴
族
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
悲
惨
な
時
代
に
生
き
た
野
盗

貴
族
で
あ
り
、
群
雄
割
拠
の
時
代
の
勇
士
で
あ
っ
て
、
ユ
ン
グ
＝
シ
ュ
テ
ィ
リ
ン
グ
の
物
語
の
律
儀
な
盗
賊
ヨ
ハ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ブ

ナ
ー
と
あ
ま
り
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
…
…
…
ゲ
ッ
ツ
も
胡
椒
袋
つ
ま
り
商
人
た
ち
を
待
伏
せ
る
。
…
…
…
騎
士
階
級
は
零
落
し

て
、
百
姓
同
然
に
な
り
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

16
）」。

　

こ
の
よ
う
に
、
騎
士
と
は
い
え
少
々
そ
の
行
動
、
品
性
に
お
い
て
胡う

散さ
ん

臭
い
、
胡う

乱ら
ん

な
人
物
で
あ
る
ら
し
く
、
戦
国
時
代
の
日
本

に
も
大
い
に
跋ば
っ

扈こ

し
た
野
武
士
の
頭
目
と
い
っ
た
趣
が
強
い
。
更
に R

ichard Friedenthal 

の
言
に
よ
る
と
、

　
「
物
語
の
背
景
は
激
動
の
時
代
で
あ
る
。
僧
侶
は
僧
院
か
ら
逃
げ
出
し
、
農
民
戦
争
の
烽
火
が
あ
が
る
。
オ
ー
デ
ン
ヴ
ァ
ル
ト
の

農
民
が
、
落
ち
ぶ
れ
騎
士
達
を
彼
ら
の
指
導
者
に
選
ぶ
。
ゲ
ッ
ツ
は
、
こ
と
が
う
ま
く
運
び
そ
う
な
間
は
彼
ら
と
行
動
を
共
に
し
、
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雲
行
き
が
怪
し
く
な
る
と
、
仕
方
な
く
一
諸
に
い
た
だ
け
だ
と
、
抜
け
目
な
く
主
張
す
る
。
こ
れ
を
裁
く
騎
士
連
も
、
同
じ
騎
士
階

級
で
あ
る
ゲ
ッ
ツ
に
は
名
誉
あ
る
禁
錮
刑
を
認
め
、
一
方
名
誉
な
き
農
民
ど
も
は
残
酷
に
処
置
さ
れ
て
、
神
の
お
ぼ
し
め
す
も
と
の

境
遇
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
る
の
で
あ
る（

17
）」。

　

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
ゲ
ッ
ツ
の
生
き
た
時
代
と
ゲ
ッ
ツ
自
身
の
人
と
な
り
、
ま
た
彼
の
行
っ
た
事
な

ど
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
夫
々
に
関
す
る
大
方
の
お
ぼ
ろ
げ
な
る
イ
メ
ー
ジ
は
捉
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
私
が
最

も
興
味
深
く
感
じ
る
一
点
は
〝
激
動
の
時
代
を
生
き
る
人
間
の
在
り
方
〞
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
或
る
一
定
期
間
が
比
較
的
平
静

の
う
ち
に
経
過
す
る
そ
の
末
端
に
お
い
て
、
従
来
の
物
の
考
え
方
、
価
値
観
で
は
や
っ
て
ゆ
け
な
い
時
期
が
来
て
、
言
い
換
え
れ

ば
、
文
明
、
文
化
の
交
代
の
時
期
が
来
て
、
上
下
の
へ
だ
て
な
し
に
否
応
な
く
時
代
の
動
乱
、
混
乱
の
渦
中
に
身
を
置
か
ざ
る
を
得

な
い
、
或
る
意
味
で
は
幸
運
と
も
、
ま
た
或
る
意
味
で
は
（
大
方
に
と
っ
て
は
）
不
幸
と
も
い
え
る
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
ど
う
生
き

る
か
。
こ
れ
は
時
代
を
越
え
て
示
唆
を
孕
ん
だ
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
も
っ
と
興
味
深
い
問
題
は
、
こ
の
笑
う
に
笑
え
ぬ
悲
喜
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
外
面
は
剛
壮
無
比
に
し
て
屈
強
の
戦
士
で
あ

り
な
が
ら
、
実
は
二
股
膏
薬
の
如
き
節
操
定
ま
ら
な
い
虚
弱
な
性
格
の
持
主
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
世
の
劇
作
家
達
が
ゲ
ッ

ツ
に
相
当
過
分
と
も
見
え
る
大
役
を
負
わ
し
め
、
い
わ
ば
ス
ー
パ
ー
・
ス
タ
ー
に
仕
立
上
げ
た
点
に
あ
る
。

　

殊
に
今
世
紀
に
於
い
て
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
小
説
家
に
し
て
同
時
に
劇
作
家
で
も
あ
る
サ
ル
ト
ル Jean-Paul Sartre

（
一
九
〇
五
〜
一
九
八
〇
）に
よ
っ
て
一
九
五
一
年 L

es Tem
ps M

odernes 
に
掲
載
さ
れ
た LE

 D
IA

B
LE

 E
T

 LE
 B

O
N

 D
IE

U

『
悪

魔
と
神
』
が
同
年
六
月
に
パ
リ
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
座
で
初
演
さ
れ
、
パ
リ
劇
壇
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
こ
と
は
夙つ
と

に
知
ら
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れ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
項
で
は
歴
史
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て G

oetz 

の
虚
像
と
実
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た

い
。

　

と
こ
ろ
で
、
非
上
演
性
を
一
基
準
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
上
演
に
四
時
間
も
か
か
る
戯
曲
『
悪
魔
と
神
』
も
ま
た
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ

ウ
ス
ト
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
、
や
は
り L

ese-dram
a

（
レ
ー
ゼ
・
ド
ラ
マ
）
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
ま
い
。
勿
論
、
作
品
と
し
て
の

価
値
が
低
い
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
毛
頭
な
い
が
、
思
想
的
要
素
が
若
干
か
ち
す
ぎ
て
い
る
感
じ
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
。
尤
も
こ
れ
は
彼
の
全
戯
曲
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
。

ゲ
ッ
ツ
（
顔
を
あ
げ
て
）

　

私
は
天
に
言
葉
を
送
っ
た
が
回
答
は
な
い
。
天
は
私
の
名
さ
え
知
ら
な
い
。
私
は
つ
ね
づ
ね
神
の
目
に
私
が
何
者
で
あ
る
の
か

を
問
い
つ
づ
け
た
。
い
ま
そ
の
答
え
が
分
っ
た
。
無
な
の
だ
。
神
に
は
私
な
ど
見
え
て
お
ら
ぬ
し
私
の
声
も
聞
こ
え
て
は
い
な

い
。
神
は
私
な
ど
知
り
も
し
な
い
の
だ
。
君
に
は
頭
上
の
虚
空
が
み
え
る
か
？　

あ
れ
が
神
だ
。
扉
の
割
れ
目
が
み
え
る
か
？　

そ
れ
が
神
だ
。
地
面
の
穴
が
み
え
る
か
い
？　

そ
れ
も
神
だ
。
沈
黙
、
そ
れ
が
神
だ
。
不
在
が
神
な
の
だ
。
神
と
は
人
間
の
孤
独

の
こ
と
だ
。
私
個
人
だ
け
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
。
私
が
一
人
で
悪
を
決
定
し
、
一
人
で
善
を
考
案
し
た
。
い
か
さ
ま
を
し
た
の

も
私
、
奇
跡
を
起
こ
し
た
の
も
私
だ
。
こ
ん
に
ち
自
分
を
告
発
し
、
自
分
を
無
罪
に
す
る
の
も
私
一
人
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
私
、

つ
ま
り
人
間
だ
。
も
し
も
神
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
人
間
は
虚
無
で
あ
り
、
人
間
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
…
…（

18
）
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思
想
的
内
容
の
伝
達
と
い
う
機
能
面
か
ら
言
え
ば
以
上
の
ゲ
ッ
ツ
の
独
白
が
そ
の
使
命
を
充
分
に
果
た
し
て
い
る
。《
人
間
は
自

分
の
選
択
の
総
和
で
あ
る
》
と
い
う
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
以
来
の
選
択
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
実
存
主
義
者
の
主
張
が
、
こ
の

部
分
に
サ
ル
ト
ル
流
の
表
現
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
科
白
が
、
サ
ル
ト
ル
の
こ
の
ド
ラ
マ
創
作
の
動
機
を
物
語
り
、
ま
た
こ
の

ド
ラ
マ
全
体
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
あ
ら
わ
し
、
彼
の
思
想
的
立
場
を
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
つ
ま
り
、
神

の
存
在
・
非
存
在
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
て
、
人
間
が
自
由
意
志
を
も
つ
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
を
普
遍
的
事
実
た
ら
し
め
よ
う
と

す
る
努
力
の
表
明
と
も
い
え
る
科
白
な
の
だ
。
例
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
が
当
初
こ
の
戯
曲
の
舞
台
を
十
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
な
く
、

現
代
の
ア
フ
リ
カ
に
と
り
、
タ
イ
ト
ル
も L

a vengeance d ’un N
ègre 

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
こ
の
作
品
に
対
す
る
思
想
的
、

政
治
的
姿
勢
は
窺
え
る（

19
）。

一
九
五
一
年
の
六
月
三
十
日
付 L

e Figaro littéraire 

紙
上
で
サ
ル
ト
ル
は
こ
う
語
る
。

　

私
は
神
な
き
人
間
の
問
題
を
扱
お
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
の
は
な
ん
ら
か
神
へ
の
郷
愁
ゆ
え
の
こ
と
で
は
な
い
。

ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
の
は
ざ
ま
に
居
て
、
し
か
も
社
会
主
義
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
情
況
の
中
の
現
代
人
を
理
解
す
る
こ
と
が
重

要
と
思
え
た
か
ら
な
の
だ
。（
…
…
）
十
六
世
紀
、
神
を
信
じ
る
人
び
と
に
具
現
化
し
た
類
似
の
問
題
が
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
問

題
を
個
人
的
な
出
来
事
に
移
し
換
え
よ
う
と
思
っ
た（

20
）。

　

こ
の
よ
う
に
畢
竟
、
問
題
と
成
る
べ
き
は
《
神
な
き
人
間
》
の éthique 

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
サ
ル
ト
ル
は
神
な
き
人
間
と
し
て
の
ゲ
ッ
ツ
の
虚
像
と
実
像
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
え
た
か
を
、
時
代
精
神
と
表
現
上
の

問
題
を
中
心
に
論
考
し
、
虚
像
ゲ
ッ
ツ
の
価
値
や
そ
の authenticité 

を
評
価
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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―
十
六
世
紀
農
民
戦
争
の
時
代
精
神
と
サ
ル
ト
ル
―

　

端
的
に
い
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
の
流
れ
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
特
徴
は
大
き
く
う
ね
る m

éandre 

に
あ
る
。
例
え
て
み
れ
ば
、

〔
個
の
救
済
→
全
体
の
救
済
〕
へ
の
湾
曲
、〔
美
的
立
場
→
道
徳
的
立
場
〕
へ
の
移
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
美
の
た
め
に
書
く

か
？　

善
の
た
め
に
書
く
の
か
？
（
あ
る
い
は
善
の
た
め
に
行
動
す
る
か
？
）
の
間
で
苦
悶
を
重
ね
る
過
程
で
あ
っ
た
。
善
と
美
と
、

こ
の
互
い
に
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
価
値
を
双
方
共
に
内
臓
す
る
人
間
的
小
宇
宙
は
、
常
に
こ
れ
が
た
め
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
自
己

を
発
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
価
値
は
、
実
は
人
間
一
個
人
の
内
部
に
限
ら
れ
る
限
り
は
、
完
全
に
一
つ
に
収
斂
す
る
の

で
あ
る
。
自
分
一
人
に
と
っ
て
美
な
る
も
の
は
全
き
善
で
も
あ
る
が
故
に
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
価
値
を
広
く
衆
に
及
ぼ
す
段
に

な
る
と
こ
れ
は
全
く
互
い
に
抵
触
し
合
う
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
美
・
善
に
限
ら
ず
、
自
由
な
る
価
値
に
於
て
も
同
様

で
あ
る
。
自
己
一
人
の
自
由
は
自
己
以
外
の
衆
に
と
っ
て
は
自
由
の
縮
少
・
削
減
を
意
味
す
る
場
合
が
も
っ
ぱ
ら
で
あ
る
が
故
に
。

　

か
く
し
て
、
美
と
善
と
、
こ
れ
ら
互
い
に
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
価
値
を
結
び
つ
け
る
、
綜
合
す
る
作
業
を
試
み
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

と
し
て
、
サ
ル
ト
ル
は
言
っ
て
み
れ
ば
虚
無
主
義
か
ら
博
愛
衆
に
及
ぼ
す
行
動
へ
と
変
身
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、「
個
人
的
救
済
」
→
「
集
団
と
し
て
の
救
済
」
へ
の
思
想
的
移
行
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
→
「
唯
物
論
」
へ
の
転
進
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
面
が
充
分
に
あ
る
。
し
か
し
、fraternité

（
同
胞
愛
）
の
確
た
る
認
識
行
動
は
そ
の
後
十
年
を
経
て
か
ら
で
あ
り
、『
悪

魔
と
神
』
の
時
期
は
こ
う
し
た
同
胞
愛
的
価
値
へ
の
認
識
が
芽
生
え
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
少
な
く
と
も
作
品
相
互
の

時
間
的
関
係
の
上
で
は
そ
の
よ
う
に
断
定
し
う
る
。

　

こ
う
し
た
移
行
と
は
別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
流
の
現
象
学
→
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
へ
の
そ
れ

0

0

と
も
言
え
よ
う
。
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大
胆
な
誇
張
を
敢
て
承
知
で
表
現
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
〔
心
理
学
→
唯
物
論
科
学
〕
へ
の
変
身
で
あ
り
、
生
長

過
程
の
人
間
の
辿
る
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
精
神
的
転
轍
機
上
に
あ
っ
た
サ
ル
ト
ル
と
、

十
六
世
紀
の
そ
の

0

0

時
代
精
神
の
間
に
如
何
な
る
関
係
を
読
み
と
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

封
建
制
度
の
体
制
的
動
揺
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
（
ド
イ
ツ
皇
帝
）
の
権
威
の
失
墜
、
ま
た
こ
れ
に
と
も
な
う
諸
侯
等
の
独
立

と
皇
帝
へ
の
対
峙
、
ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に（

21
）「

中
位
の
貴
族
は
殆
ん
ど
消
失
し
、
下
級
貴
族
（
騎
士
階
級
）
は

急
速
に
滅
亡
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。
軍
制
の
発
達
、
歩
兵
隊
の
重
要
性
の
増
大
、
銃
火
器
の
発
達
は
こ
れ
ら
に
追
い
討
ち
を
か
け

る
恰
好
で
騎
士
の
落
魄
に
加
担
し
た
」。
こ
う
し
た
時
代
的
情
況
に
於
い
て
、
当
時
、
自
分
達
の
存
在
、
存
続
を
願
う
彼
等
騎
士
の

間
で
流
行
し
た
言
葉
に
「
強
者
の
権
利
」faustrecht 

と
「
盗
賊
騎
士
」
が
あ
っ
た
。
法
の
力
が
薄
弱
に
な
る
状
況
に
あ
っ
て
権
利

と
正
義
を
守
る
手
段
が
こ
の faustrecht 

を
謳
う
、
暴
力
を
伴
う
自
力
主
義
に
行
き
着
く
こ
と
は
、
必
然
的
な
経
緯
と
い
え
る
。

「
こ
の
時
代
こ
そ
は
、
ド
イ
ツ
国
民
が
最
も
多
く
、
廉
恥
の
精
神
と
、
そ
の
精
神
を
実
行
す
る
意
力
を
示
し
た
時
代
で
あ
り
、
最
も

多
く
ド
イ
ツ
国
民
の
偉
大
性
を
示
し
た
時
代
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
個
性
の
力
が
尊
重
さ
れ
、
か
の
ホ
メ
ー
ル
の
時
代
の

ギ
リ
シ
ャ
と
同
様
に
、
個
人
が
思
う
が
ま
ま
に
そ
の
力
を
伸
し
て
活
動
し
得
た
時
代
、
即
ち
天
才
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る（
22
）。」

と Justus M
öser 

が Von dem
 Faustrecht 

な
る
論
文
に
於
て
語
る faustrecht

（
強
者
の
権
利
）
の
時
代
精
神
こ
そ
が
、
ゲ
ッ

ツ
に
代
表
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
下
級
貴
族
達
の
精
神
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
サ
ル
ト
ル
が
と
り
わ
け
こ
の
時
代
に
テ
ー
マ
を
求
め
た
所
以
は
、〔
個
性
の
力
の
尊
重
〕〔
天
才
の
時
代
〕〔
絶
対
性

の
崩
壊
を
前
に
し
た
、
無
法
、
無
秩
序
の
中
で
の
人
間
主
義
、
自
由
主
義
の
再
発
見
〕
等
の
思
想
的
状
況
が
、
サ
ル
ト
ル
の
意
図
す

る
思
想
そ
の
も
の
と
重
な
る
事
実
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
存
主
義
の
根
源
的
出
発
点
に
あ
っ
た
主
体
性
回
復
の
問
題
、
既
成
思
想
か
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ら
の
脱
皮
の
問
題
、
ひ
と

0

0

と
し
て
の
自
己
か
ら
単
独
の
自
己
へ
の
問
題
等
々
の
実
存
思
想
が
、
実
存
、
主
体
性
、
投
企
（
自
由
）
を

通
じ
、
対
自
存
在
を
中
核
と
し
た
サ
ル
ト
ル
の
実
践
哲
学
、
い
わ
ば
一
つ
の
倫
理
的
表
明
の
場
、
新
思
想
醸
成
の
土
壌
と
し
て
恰
好

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
存
の
意
識
は
元
来
が
、
他
人
や
社
会
的
伝
統
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
決
定
し
て
い
た
価
値
（
自
分
の

外
側
に
あ
る
価
値
体
系
）
の
瓦
解
に
よ
っ
て
、
い
や
お
う
な
く
自
分
の
内
側
に
新
た
な
る
価
値
を
創
造
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時

に
生
じ
る
意
識
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
〝
自
力
防
衛
〞
の
意
味
を
有
つ faustrecht 

の
思
想
に
つ
な
が
る
。

　

こ
う
し
た
土
壌
に
移
植
さ
れ
た
ゲ
ッ
ツ
は
、
し
か
し
な
が
ら

　
『
悪
魔
と
神
』
と
こ
れ
に
先
立
つ
戯
曲
群
の
連
続
性
は
主
役
の
プ
ラ
ン
に
現
れ
て
い
る
。
ゲ
ッ
ツ
は
四
つ
の
関
係
系
列
を
自
分

の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
先
ず
は
神
話
と
な
っ
た
人
間
オ
レ
ス
ト
の
系
列
、
次
に
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
系
列
、
そ
れ
は
ゲ
ッ
ツ
の

演
出
の
才
と
ま
や
か
し
の
趣
味
に
窺
え
る
。（
…
…
）
エ
ド
レ
ー
ル
は
ゲ
ッ
ツ
に
効
果
性
を
伝
え
た（

23
）。

　

と
ロ
ー
ベ
ル
・
ロ
リ
ス
の
語
る
よ
う
な
、
諸
々
の
人
格
を
付
与
さ
れ
た
、
複
合
的
統
一
体
と
し
て
の G

oetz 

で
あ
り
、
歴
史
上
の

人
物 G

ötz von B
erlichingen 

と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
一
典
型
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
は
い
え
、
個
性
の
力
の
尊

重
、
天
才
の
時
代
、
混
沌
と
無
秩
序
の
中
で
の
人
間
主
義
及
び
自
由
主
義
と
い
っ
た
そ
の
時
代
の
思
想
を
背
負
っ
た G

ötz von 

B
erlichingen 

は
、
サ
ル
ト
ル
思
想
を
帯
び
た G

oetz 

に
重
な
り
合
う
部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。G

abriel 

M
arcel parle de

《nietzchéism
e hégélianisant

》, de carence poétique （
24
） 

の
よ
う
に
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
は
サ
ル
ト
ル
の
『
悪

魔
と
神
』
を
評
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
の
衣
を
ま
と
い
、
神
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
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的
〈
超
人
〉Ü

berm
ench 

の
面
影
を
残
し
た
サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

に
言
及
し
た
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

超
人
思
想
自
体
に
も
や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
の
十
六
世
紀
農
民
戦
争
の
時
代
の
時
代
精
神
と
の
思
想
的
関
連
や
気
分
的
つ
な
が
り

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
次
の
よ
う
な
符
号
の
一
致
を
も
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
落
ち
ぶ
れ
果
て
て
、
困
窮
極
ま
る
絶
望
の
果
て
の 

G
ötz 

の
行
動
は
、
い
わ
ば
絶
対
的
マ
イ
ナ
ス
極
か
ら
プ
ラ
ス
極
へ
の
、
開
き
直
り
的
行
為
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
何
ら
の
悲
観
的
思
考
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

　
《
自
由
は
人
間
の
条
件
を
俯
瞰
す
る
な
に
か
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
非
常
に
不
条
理
で
無
情
な
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ

ン
で
あ
る（

25
）》

　

と
し
て
、
簡
単
に
、L

a liberté est praxis
《
自
由
は
実
践
な
り
》
の
思
考
に
到
達
す
る
サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

的
態
度
自
体
に
も
、

微
塵
の
悲
観
的
思
考
も
無
い
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ダ
ー
ル
も
、

　

絶
望
か
、
あ
る
い
は
希
望
か
？　

断
定
は
出
来
な
い
。
絶
望
、
希
望
を
決
定
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
個
人
の
問
題
で
あ
り
、
勝
利

す
る
の
は
希
望
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
昔
か
ら
希
望
を
選
択
し
て
き
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
彼
は
わ
れ
わ
れ
に
も
同
じ
よ
う
に
希
望
を
選
択
す
る
よ

う
促
す
。
彼
に
と
っ
て
反
抗
す
る
に
理
が
あ
る
と
い
う
の
は
自
明
な
こ
と
な
の
だ（

26
）。
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と
語
る
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
に
は
こ
う
し
た positive 

で optim
iste 

な
面
が
あ
り
、
後
年
と
み
に
そ
の
傾
向
が
強
く
な
る
の
で

あ
る
が
（
晩
年
の
彼
の
行
動
に
は
、
時
と
し
て
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
騎
士
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
の
も
、
こ
う
し
た positivité optim

iste 

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
）、
こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

の
行
為
の
基
底
に
は
、
不
安

と
懐
疑
、
孤
独
と
絶
望
、
ま
た
不
可
知
論
や
悲
観
論
の
渦
巻
く
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
、
十

六
世
紀
農
民
戦
争
の
時
代
精
神
の
象
徴
と
し
て
の G

ötz 

の
開
き
直
り
の
態
度
と
、
サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

に
通
い
合
う
も
の
の
あ
る

こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
こ
ろ
で L

a liberté est praxis 

の
思
想
は
一
九
四
〇
年
〜
一
九
五
〇
年
に
於
い
て
、
サ
ル
ト
ル
の
内
部
で
着
々
と
思
想
体
系
的

に
、
ま
た
実
践
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
、
固
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、『
悪
魔
と
神
』
に
先
立
つ
い
く
つ
か
の
劇
作
と
『
悪
魔
と
神
』

の
間
に
は
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
趣
を
異
に
す
る
点
の
あ
る
こ
と
は
既
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
オ
ダ
ー
ル
も
、

　
『
存
在
と
無
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
責
任
の
概
念
と
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
の
そ
れ
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
。
た
だ
し
、

両
作
品
に
乖
離
や
認
識
論
的
断
絶
は
な
い
。
二
作
目
の
内
容
は
一
作
目
に
萌
芽
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
、

相
互
に
完
璧
な
連
続
性
を
維
持
し
て
い
る（

27
）。

　

と
し
な
が
ら
も
、

　
《
わ
れ
わ
れ
は
自
由
の
哲
学
・
実
存
主
義
を
精
神
分
析
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
比
較
に
よ
っ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
二
つ
は
現
代
思
想
に
痕
跡
を
残
し
た
条
件
理
論
で
あ
る
か
ら
だ（

28
）》

　

と
語
っ
て
お
り
、『
存
在
と
無
』
か
ら
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
迄
の
距
離
を
フ
ロ
イ
ト
か
ら
マ
ル
ク
ス
迄
の
距
離
に
な
ぞ
ら
え

て
計
量
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た rupture 

を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が
『
悪
魔
と
神
』
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く

次
の
よ
う
に
言
え
る
。
例
え
ば
、
劇
作
と
し
て
の
処
女
作
『
蝿
』（
一
九
四
三
）
の
オ
レ
ス
ト
、『
墓
場
な
き
死
者
』（
一
九
四
六
）

に
於
け
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
・
グ
ル
ー
プ
、『
汚
れ
た
手
』（
一
九
四
八
）
の
主
人
公
達
、
ま
た
『
出
口
な
し
』（
一
九
四
四
）
や
小
説
『
壁
』

の
主
人
公
達
は
、
い
ず
れ
も
閉
塞
状
況
、
限
界
状
況
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
「
実
存
主
義
は
、
環
境
と
人
間
と
を
か
た
く
結
び
つ
け
て
い
る
支
配
関
係
を
切
断
し
、
疎
外
状
況
を
尖
鋭
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

古
典
主
義
に
回
帰
す
る
道
を
辿
っ
て
い
る
。
環
境
は
状
況
と
な
る
。（
…
…
）実
存
主
義
的
な
劇
文
学
は
、
閉
塞
状
況
の
設
定
に
よ
っ

て
ド
ラ
マ
の
叙
事
化
か
ら
ド
ラ
マ
を
救
出
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
企
て
に
、
ぴ
っ
た
り
類
似
し
て
く
る
。（
…
…
）実
存
主
義
の
テ
ー

マ
は
、
人
間
と
は
本
質
的
に
異
質
な
状
況
で
あ
り
、
人
間
の
「
投
げ
出
さ
れ
た
存
在
」
と
い
う
宿
命
な
の
だ
が
、
ド
ラ
マ
は
―
こ

の
実
存
主
義
の
理
論
に
基
づ
い
て
―
人
間
存
在
の
一
般
的
性
質
と
さ
れ
る
も
の
が
特
殊
な
様
相
を
と
っ
て
い
る
劇
行
為
に
お
い
て

の
み
、
表
現
し
う
る
の
で
あ
る
。（
…
…
）
Ｊ
＝
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
の
作
品
は
、
た
い
て
い
、
こ
の
基
本
理
念
に
忠
実
で
あ
る（

29
）」

の
よ

う
な
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ョ
ン
デ
ィ
の
見
解
は
至
極
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
、『
悪
魔
と
神
』
の
主
人
公 

G
oetz 

の
場
合
は
必
ず
し
も
、
こ
の
劇
行
為
（
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
）
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、G

oetz 

は
当
初
よ
り

閉
塞
状
況
や
限
界
状
況
に
配
置
さ
れ
て
い
な
い
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
確
か
に G

oetz 

は
、
も
う
一
人
の
分
身
的
存
在
た
る
、
ま
た

聖
職
者
で
あ
り
な
が
ら
も
平
民
に
共
感
を
抱
い
て
い
る
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と
共
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
た
り
え
ず
、
さ
り
と
て
プ
ロ
レ
タ
リ
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ア
た
り
え
ぬ
両
義
的
存
在
と
い
う
意
味
合
い
で
は
、
他
者
性
を
引
き
受
け
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
少
な
く
と
も G

oetz 

は
『
悪
魔
と
神
』
に
先
立
つ
諸
作
品
の
人
物
設
定
に
異
な
り
、
閉
塞
状
況
、
限
界
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
非
限
界
、
非
閉
塞
状
況
か
ら
限
界
状
況
を
意
識
的
に
志
向
し
、
こ
れ
に
身
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。G

oetz 

は
神
（
常
に
主
体
で
あ
り
自
由
で
あ
る
存
在
）
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
、
貴
族
、
農
民
、
平
民
、
女
達
に
暴
力
を

ふ
る
う
こ
と
に
よ
り
、
つ
ま
り
悪
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
存
在
の
自
由
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

　

地
獄
は
市
場
な
の
だ
、
ば
か
者
！
（
ゲ
ッ
ツ　

立
ち
止
ま
っ
て
彼
を
見
る
。
そ
れ
か
ら
他
の
人
々
に
向
か
っ
て
）
こ
の
者
と
き

た
ら
並
外
れ
た
妄
想
家
だ
。
自
分
ひ
と
り
が
悪
を
な
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。

の
よ
う
に
嘲
笑
さ
れ
、
更
に

　

も
し
お
前
が
悪
魔
と
す
れ
ば
、
道
化
者
め
、
私
は
何
な
の
だ
。
貧
し
き
人
々
を
愛
す
る
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
お
前
に
引
き
渡

し
た
こ
の
私
は
？（

30
）

と
哀
惜
を
う
っ
た
え
ら
れ
る
に
及
び
、G

oetz 

は
ま
た
新
た
な
る
状
況
を
引
き
受
け
る
べ
く
、
方
向
転
換
し
て
し
ま
う
。
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ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

人
間
は
悪
を
行
う
こ
と
し
か
で
き
ぬ
と
決
ま
っ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
理
由
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
。

ゲ
ッ
ツ

決
ま
っ
て
い
る
だ
と
？ハ

イ
ン
リ
ッ
ヒ

そ
う
さ
、
道
化
者
、
そ
れ
は
決
ま
っ
た
こ
と
だ
。

ゲ
ッ
ツ

誰
が
決
め
た
？

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

神
ご
自
身
だ
。
神
の
思
し
召
し
で
は
、
こ
の
地
上
に
て
善
は
不
可
能
な
の
だ
。

ゲ
ッ
ツ

不
可
能
だ
と
？

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

全
く
不
可
能
な
の
だ
！　

愛
は
不
可
能
、
正
義
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
さ
！　

た
め
し
に
隣
人
を
愛
し
て
み
ろ
。
見
返
り
は
期
待

で
き
な
い
だ
ろ
う
が
。ゲ

ッ
ツ

た
と
え
そ
れ
が
私
の
気
ま
ぐ
れ
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
は
隣
人
を
愛
せ
な
い
こ
と
は
な
い（

31
）。
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か
く
し
て
ゲ
ッ
ツ
は
翻
意
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
左
記
の
台
詞
に
よ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

ど
う
す
る
つ
も
り
だ
？ゲ

ッ
ツ

私
は
善
を
行
う
ぞ
。
賭
け
て
み
る
か
い
！

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
（
肩
を
す
く
め
て
）

お
こ
と
わ
り
だ
ね
、
私
生
児
君
。
私
は
賭
け
は
一
切
し
な
い
。

ゲ
ッ
ツ

　

そ
れ
は
ち
が
う
だ
ろ
う
。
お
前
は
善
は
不
可
能
と
教
え
て
く
れ
た
。
だ
か
ら
、
私
は
善
を
行
う
こ
と
に
賭
け
よ
う
と
い
う
の

だ
。
そ
れ
に
こ
れ
は
孤
独
に
な
る
最
良
の
手
立
て
だ
。
私
は
罪
び
と
だ
っ
た
が
、
変
わ
る
の
だ
。
上
着
を
裏
返
し
て
聖
人
と
な
る

こ
と
に
賭
け
る（

32
）。

　

G
oetz 

の
こ
う
し
た
方
向
転
換
は
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
果
て
の
行
動
と
異
な
り
、
常
に
新
た
な
る
獲
物
（
目
標
）
に
闘
志
を
燃
や

す
ハ
ン
タ
ー
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。〝
善
が
不
可
能
だ
と
言
う
な
ら
、
お
れ
は
悪
を
や
め
て
善
を
す
る
〞
と

い
う G

oetz 

の
態
度
は
い
さ
さ
か
に
必
然
性
に
乏
し
く
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
駄だ

駄だ
っ

児こ

的
幼
児
性
さ
え
感
じ
さ
せ
る
発
想
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
限
界
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
人
間
と
い
う
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
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「
当
初
、
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
に
味
方
を
し
、
次
い
で
農
民
軍
と
結
び
、
更
に
ま
た
選
帝
侯
に
身
を
捧
げ
、
今
や
再
び
農
民
軍
に
参

加
（
一
五
二
五
年
四
月
二
十
四
日
）
し
た
歴
史
上
の
人
物
ゲ
ッ
ツ
は
、
農
民
軍
に
強
要
さ
れ
て
そ
の
首
領
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

彼
は
同
時
に
そ
の
捕
虜
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
農
民
軍
は
彼
を
疑
い
、
常
に
彼
を
監
視
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

33
）」。

こ
う
し
た
二
股

膏
薬
ぶ
り
や
思
考
態
度
の
、
一
貫
性
の
な
さ
に
も
、
必
然
性
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
行
動
を
と
る
サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

に
、
妙
に
一
脈

通
じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
興
味
深
い
。

　

余
談
な
が
ら
、「
悪
魔
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
作
品
で
は diable

：
デ
ィ
ア
ブ
ル
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
用
語
で
は
普

通 dém
on

：
デ
モ
ン
が
使
用
さ
れ
る
。
ほ
か
に Satan

：
サ
タ
ン
（
悪
魔
の
長
、
堕
天
使
）
も
あ
る
。
デ
ィ
ア
ブ
ル
は
ギ
リ
シ
ャ
語

の
デ
ィ
ア
ボ
ロ
ス
の
派
生
語
で
「
中
傷
す
る
者
」
の
意
で
あ
る
ら
し
い
。
サ
タ
ン
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
「
敵
対
者
」
に
由
来
す
る
よ
う

だ
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
説
に
よ
る
と
悪
魔
は
も
と
も
と
天

使
で
あ
っ
た
が
、
神
か
ら
愛
さ
れ
る
人
間
に
嫉
妬
し
て
人
間
を
神
か
ら
離
反
さ
せ
る
所
業
を
は
じ
め
た
と
も
、
神
の
傍
ら
に
侍
し
て

人
間
の
行
い
の
一
つ
一
つ
を
あ
げ
つ
ら
い
、
綿
密
な
調
書
を
作
成
報
告
す
る
過
激
な
正
義
漢
に
な
っ
た
一
人
格
と
も
い
わ
れ
る
。
一

つ
の
逸
話
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
に
従
っ
て
話
を
進
め
る
な
ら
ば
、
悪
を
行
う
悪
魔
と
、
善
を
行
う
天
使
は
融
通
無
碍
に
立
場
を

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
、
話
を
元
の
軌
道
に
戻
そ
う
。

　

か
く
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

に
は
、
従
来
の
主
人
公
に
異
な
る
次
の
二
点
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
非
閉
塞
状

況
に
配
置
さ
れ
た G

oetz 

の
有
つ
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
悪
魔
と
神
』
に
先
立
つ
諸
作
品
の
主
人
公
達
は
、
い
ず
れ
も
閉
塞
状

況
に
追
い
込
ま
れ
て
お
り
、
実
存
す
る
こ
と
が
、
現
存
在
と
し
て
の
自
己
が
単
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
或
る
状
況
の

な
か
に
あ
っ
て
、
存
在
を
反
省
的
に
思
惟
し
つ
つ
実
存
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
的
限
界
状
況
の
経
験
の
延
長
線
上
に
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あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
不
安
や
お
そ
れ
の
な
い
即
自
存
在
の
状
態
に
向
か
う
願
望
や
、
既
成
の
価
値
に
自
己
を
従
わ
せ
る
こ

と
で
叶
え
ら
れ
る
自
己
欺
瞞
の
不
安
解
消
の
非
本
来
的
生
き
方
を
避
け
、『
蝿
』
の
オ
レ
ス
ト
、『
出
口
な
し
』
の
イ
ネ
ス
、『
墓
場

な
き
死
者
』
の
カ
ノ
リ
ス
、『
自
由
へ
の
道
』
の
マ
チ
ウ
ら
の
選
択
と
決
意
に
、
自
由
＝
実
存
、
実
存
＝
自
由
の
人
間
の
本
来
的
生

0

0

0

0

き
方

0

0

を
見
出
し
、
自
己
一
人
、
自
分
一
人
の
責
任
に
於
い
て
決
断
を
す
る
、
絶
望
を
越
え
る
一
つ
の
作
業
を
意
義
あ
ら
し
め
る
状
況

設
定
で
あ
っ
た
。G

oetz 

の
場
合
は
、
大
ざ
っ
ぱ
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
不
安
、
絶
望
、
恐
怖
等
の
感
情
に
満

ち
た
観
念
論
的
世
界
を
脱
出
す
る
一
契
機
に
到
達
し
た
形
で
描
こ
う
と
い
う
意
図
の
下
に
措
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
実
存
的

精
神
分
析
の
次
元
を
超
越
し
た
地
平
に
躍
り
出
た
一
典
型
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
根
源
的
不
安
、
実

存
的
条
件
と
し
て
の
絶
望
、
あ
る
い
は
無
償
の
行
為
、
ア
ン
ニ
ュ
イ
等
々
の
夢
想
青
年
的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
世
界
を
越
え
出
た
人

物
像
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
的
と
は
一
切
の
病
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
古
典
的
と
は
健
康
的
な
も

の
の
こ
と
で
あ
る
と
語
っ
た
ゲ
ー
テ
流
の
解
釈
に
従
う
と
す
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
病
的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
脱
け
出
て
、
古
典
に
復

帰
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
そ
う
だ
が
、
問
題
は
さ
ほ
ど
に
簡
単
で
は
な
い
。

　

か
く
て
、
こ
の
第
一
の
問
題
に
関
連
し
て
第
二
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
先
に
述
べ
た G

oetz 

の
行
動
の
幼
児
的
性
格
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
後
年
『
方
法
の
問
題
』
に
於
い
て
、「
実
存
主
義
は
知0

の
余
白
に
生
れ
た
寄
生
的
な
体
系
で
あ
り
（
…
…
）
最
も
十
全

な
哲
学
的
総
計
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
あ
る（

34
）」

と
語
り
、
更
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
を
前
に
し
て
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ほ
と
ん
ど
取
る
に

足
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
て
、
浪
漫
的
体
質
（
過
去
の
サ
ル
ト
ル
自
身
）
を
否
定
し
て
主
知
主
義
に
傾
く
の
で
あ
る
が
、
サ

ル
ト
ル
は
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
主
知
主
義
に
満
足
せ
ず
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
へ
の
共
鳴
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た

か
も
《
知
行
合
一
》
を
主
張
し
た
か
つ
て
の
陽
明
学
的
実
践
倫
理
哲
学
に
奔
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
九
六
〇
年
の
『
弁
証
法
的
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理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
明
確
に
断
言
さ
れ
る
意
志
決
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
こ
の
よ
う
な
方
向
路
線
は
既
に
一
九
四
〇

年
代
に
は
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
大
作
『
存
在
と
無
』
の
最
終
章 P

E
R

SP
E

C
T

IV
E

S  M
O

R
A

L
E

S 

に
於
い
て
、

　

存
在
論
は
そ
れ
自
体
で
道
徳
的
処
方
箋
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
…
…
）
直
接
法
か
ら
命
令
法
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る（

35
）。

　

と
し
て
、
存
在
論
で
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
、
命
令
法
つ
ま
り
道
徳
論
（m

orale

）
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

実
践
哲
学
へ
の
傾
斜
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
体
系
確
立
を
目
指
す
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
厳
密
学
と
は
異
な
る
方
向
へ
と
サ
ル

ト
ル
哲
学
は
進
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。m

orale

（
実
践
哲
学
）
と
は
元
来
が
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
以
外
で
は
あ
り
え
ぬ
が
故

に
。

　

す
べ
て
こ
う
し
た
問
題
は
、
共
犯
的
で
な
い
純
粋
な
反
省
に
わ
れ
わ
れ
を
差
し
向
け
る
も
の
で
、
道
徳
的
地
平
に
お
い
て
し
か

解
答
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
次
な
る
著
作
を
こ
の
問
題
に
捧
げ
る
つ
も
り
で
あ
る（

35
）。

　

か
く
予
告
さ
れ
た
ま
ま
、
未
発
表
に
終
っ
た
サ
ル
ト
ル
の
意
図
し
た m

orale 

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
現
在
そ
の

全
体
像
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、O

B
LIQ

U
E

S  N
U

M
E

R
O

  SPE
C

IA
L

 

の SA
R

T
R

E
 

特
集
号
に
よ
っ
て

わ
ず
か
な
が
ら
も
、
そ
の
志
向
性
だ
け
は
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
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例
え
ば
、L

a G
rande M

orale, Fragm
ent 1 

の
〔
歴
史
の
相
反
性
：
歴
史
事
実
の
多
様
性
〕
で
は
、〔
10
．
人
間
の
還
元
し
難
い

個
性
の
肯
定
に
よ
っ
て
歴
史
に
争あ
ら
がう
実
存
主
義（

36
）…

…
〕
等
の
記
述
の
見
え
る
一
方
〔
20
．
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
歴
史
は
あ
り
え
な
い（

36
）。

30
．
私
は
歴
史
の objet 

で
あ
り
、
私
が objet 

で
あ
る

が
故
に
私
は
暴
力
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
他
者
に
対
し
て
超
越
さ
れ
る
超
越
性
な
の
だ（

36
）。

31
．
歴
史
の
発
達
：
先

ず
、
歴
史
自
体
に
於
け
る
非
歴
史
的
要
素
：
奴
隷
、
農
奴
、
労
働
者
、
歴
史
が
彼
等
の
外
側
で
成
立
し
て
き
た
事
実
、
人
類
の
歴
史

は
そ
れ
故
に
万
民
の
歴
史
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
〕。
以
上
の
記
述
に
窺
え
る
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
は
一
九
四
七
年
に

於
い
て
既
に
確
実
に
観
念
論
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
圏
外
に
そ
の
方
途
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

か
く
し
て
倫
理
と
歴
史
の
二
律
背
反
を
超
え
た
〝
効
果
的
実
践
倫
理
〞
と
し
て
の
具
体
的
な
倫
理
が
見
え
て
く
る（

36
）。

　

サ
ル
ト
ル
は Fragm

ent 2 

を
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ん
で
お
り
〝
効
果
的
実
践
理
論
と
し
て
の
具
体
的
倫
理
〞
の
可
能
性
を
自

信
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
九
四
七
年
に
し
て
既
に
こ
の
よ
う
な
決
意
と
方
向
が
定
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の
決
定
路
線
上
に G

oetz 

を
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
既
に
幾
度
も
述
べ
て
き
た G

oetz 

の
行
動
相
互
間
に
必

然
性
の
乏
し
い
事
実
、
ま
た
そ
の
幼
児
的
性
格
が la logique de l ’action effective 

の
効
果
的
な
実
践
理
論
と
し
て
の
具
体
的
倫
理

に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
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そ
う
い
う
わ
け
で
歴
史
に
対
す
る
二
つ
の
態
度
が
あ
る
：〔
パ
ス
カ
ル
―
ア
ラ
ン
〕
の
歴
史
の
実
在
性
を
否
認
す
る
立
場
。（
時

代
錯
誤
の
冗
談
と
も
と
れ
る
が
）彼
ら
は
正
し
い
。
次
に
歴
史
の
存
在
を
肯
定
す
る
立
場
：〔
ヘ
ー
ゲ
ル
、
コ
ン
ト
、
マ
ル
ク
ス
〕、

彼
ら
も
ま
た
正
し
い
。
一
方
は
こ
れ
を
見
せ
か
け
と
し
て
示
し
、
他
方
は
実
在
と
し
て
呈
示
す
る
哲
学
者
で
あ
る
。
果
た
し
て
双

方
共
に
真
実
で
あ
り
、
序
列
化
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
が
、
そ
れ
ら
の
両
義
性
は
叙
述
し
て
示
す
必
要
が
あ
る（

37
）。

　

完
全
な
文
章
に
成
っ
て
い
な
い
記
述
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
覚
え
書
き
よ
り
汲
み
と
れ
る
と
こ
ろ
は
一
応
、
歴
史
に
対
す
る
哲
学

者
の
二
つ
の
態
度
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
実
在
性
を
否
認
す
る
パ
ス
カ
ル
―
ア
ラ
ン
の
線
と
、
歴
史
の
存
在
を
肯
定
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
―
コ
ン
ト
―
マ
ル
ク
ス
の
線
の
二
つ
の
対
歴
史
観
を
並
べ
、
ど
ち
ら
も
真
実
で
あ
る
こ
と
、
優
劣
は
つ
け
難
い
こ
と
、
そ

の
相
反
性
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ス
カ
ル
―
ア
ラ
ン
の ceux qui nient sa réalité et ils 

ont raison (aussi les plaisanteries anachroniques) 

に
見
え
る
よ
う
に
、
歴
史
の
実
在
性
を
否
認
す
る
態
度
は
（
時
代
錯
誤
の
冗

談
で
も
あ
る
）
と
揶
揄
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
は
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
の
実
在
性
の
肯
定
に
与
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
七
年
の
上
記
の
如
き
意
志
決
定
が
、
明
瞭
に G

oetz 

の
行
為
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問

う
段
に
な
る
と
、
ま
た
問
題
は
違
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
『
法
の
哲
学
』（
一
九
二
一
年
）
の
序
文
の
命
題
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
現
実
的
な
も
の
は
合
理
的
で
あ
り
、
合
理
的
な
も
の
は

す
べ
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
現
実
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
意
味
は
「
現
存
す
る
も
の
、
現
に

今
あ
る
も
の
、
あ
る
こ
と
」
で
は
な
く
、「
法
則
に
か
な
っ
た
、
し
か
る
べ
く
し
て
現
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
必

然
的
な
も
の
」
の
謂
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
す
べ
て
を
み
ご
と
に
理
解
し
た
が
、
し
か
も
わ
た
し
は
完
全
に
何
一
つ
理
解
し
て
い
な
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か
っ
た
。
理
解
す
る
と
は
変
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
彼
方
へ
行
く
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
わ
た
し
を
変
え
始
め
た
の
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
現
実
性

0

0

0

で
あ
り
、
わ
た
し
の
心
の
地
平
へ
の
労
働
者
大
衆
の
重
苦
し
い
現
前
で
あ
っ
た（

38
）。（

…
…
）
わ
れ
わ
れ
は
よ
う

や
く
…
…
具
体
的
な
も
の
と
は
歴
史
で
あ
り
、
弁
証
法
的
な
働
き
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
は
じ
め
た
」
の
よ
う
に
後
年
サ
ル
ト
ル
が

吐
露
す
る
こ
と
に
な
る
〝
現
実
性
、
具
体
的
な
も
の
、
歴
史
、
弁
証
法
的
な
働
き
〞
等
の
観
念
、
あ
る
い
は
「
実
存
主
義
は
こ
れ
ら

の
綜
合
を
、
歴
史
に
他
な
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
―
わ
れ
わ
れ
の
今
の
立
場
で
あ
る
厳
密
に
文
化
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
―
〈
哲
学

の
―
現
実
世
界
―
化
〉
に
他
な
ら
ぬ
、
動
的
で
弁
証
法
的
な
全
体
化
作
用
等
の
内
部
に
於
い
て
だ
け
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（

39
）」

の
よ

う
な
こ
う
し
た
歴
史
の
動
的
弁
証
法
的
全
体
化
作
用
等
の
観
念
は
、
い
ず
れ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
発
展
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で

あ
り
、
現
実
的
な
も
の
が
し
か
る
べ
く
現
わ
れ
る
必
然
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
必
然
性
を
失
い
、
ま
た
同
時
に
非
現
実
的
な
も
の
に

な
る
と
い
う
歴
史
的
発
展
観
：
合
理
性
＝
必
然
性
＝
現
実
性
＝
具
体
性
＝
合
目
的
性
＝
善
の
思
想
的
立
場
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、G

oetz 

は
周
囲
の
人
々
の
期
待
に
反
す
る
行
為
の
み
に
情
熱
を
傾
け
る
天
邪
鬼
に
す
ぎ
な
い
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
包
囲
戦

の
最
中
に
妾
に
し
た
カ
ト
リ
ー
ヌ
に
対
す
る
態
度
を
見
て
み
よ
う
。

カ
ト
リ
ー
ヌ

　

私
は
二
十
人
の
女
に
な
れ
る
。
あ
な
た
の
望
み
と
あ
れ
ば
百
人
で
も
何
人
の
女
に
で
も
。
馬
に
乗
せ
て
連
れ
て
行
っ
て
ち
ょ
う

だ
い
。
あ
ま
り
重
く
な
い
か
ら
馬
だ
っ
て
平
気
よ
。
私
あ
な
た
の
淫
売
宿
に
な
り
た
い
の
。（
ゲ
ッ
ツ
に
擦
り
寄
る
）

ゲ
ッ
ツ

　

ど
う
し
た
と
い
う
の
だ
？　
（
間
…
…
彼
女
を
見
て
、
い
き
な
り
）
立
ち
去
れ
！　

お
前
が
恥
ず
か
し
い
。
私
が
愛
さ
れ
た
か
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ら
と
い
っ
て
ど
う
だ
と
い
う
の
だ
。
お
前
が
わ
た
し
を
愛
し
て
も
喜
び
を
得
る
の
は
お
前
だ
。
立
ち
去
れ
、
売
女
！　

私
は
利
用

さ
れ
る
の
は
ご
め
ん
だ（

40
）。

　

暴
力
で
も
の
に
し
た
女
性
カ
ト
リ
ー
ヌ
が
自
分
を
嫌
っ
て
い
た
間
は
、
ゲ
ッ
ツ
は
彼
女
を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
の
方
に
ゲ
ッ
ツ
へ
の
愛
が
芽
生
え
る Je veux être ton bordel!

（
あ
な
た
の
淫
売
宿
に
な
り
た
い
の
！
）

と
同
時
に
ゲ
ッ
ツ
の
カ
ト
リ
ー
ヌ
へ
の
愛
は
消
失
す
る
。

　

ま
た
、
ゲ
ッ
ツ
が
悪
に
身
を
委
ね
る
理
由
。

ゲ
ッ
ツ

無
論
そ
う
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
喜
べ
。
私
は
町
を
占
領
す
る
。

カ
ト
リ
ー
ヌ

で
も
、
な
ぜ
？

ゲ
ッ
ツ

そ
れ
が
悪
で
あ
る
か
ら
だ
。

カ
ト
リ
ー
ヌ

じ
ゃ
あ
な
ぜ
悪
い
こ
と
を
す
る
の
？

ゲ
ッ
ツ
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善
い
こ
と
は
既
に
し
た
者
が
い
る
か
ら
だ（

41
）。

　
〔
善
は
、
既
に
誰
か
が
為
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
や
ら
な
い
。
悪
を
行
う
。〕
あ
る
い
は
、
既
に
註
（
32
）
に
於
い
て
前
述
し
た
、

悪
を
行
う
こ
と
か
ら
善
を
行
う
こ
と
へ
の
宗
旨
変
え
に
し
て
も
、

ゲ
ッ
ツ

で
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
悪
を
行
っ
た
と
い
う
の
か
？

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

全
員
だ
。

ゲ
ッ
ツ

そ
し
て
善
を
行
っ
た
も
の
は
い
な
い
と
？

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

誰
も
な
い
。

ゲ
ッ
ツ

よ
ろ
し
い
。（
彼
は
天
幕
に
入
る
）
私
は
善
を
な
す
と
お
前
に
賭
け
よ
う（

42
）。

　

こ
の
よ
う
に
先
程
の
場
面
と
逆
に
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
の
、
悪
を
行
っ
た
者
は
い
る
が
善
を
行
っ
た
者
は
ま
だ
居
な
い
と
い
う
言
葉
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が
変
身
の
動
機
と
成
っ
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な G

oetz 

の
態
度
は
、
ど
う
高
く
見
積
っ
て
も
駄だ

駄だ
っ

児こ

、
拗す
ね

者も
の

の
域
を
出
て
い
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
全
く
合
理
性
や
必
然
性
を
無
視
し
た
行
動
と
言
え
る
。
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
一
九

四
〇
年
代
後
半
に
於
い
て
現
実
重
視
の
〈
主
知
主
義
〉
路
線
の
指
向
性
は
は
っ
き
り
と
決
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、G

oetz 

に
付
与
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
こ
の
主
観
的
主
体
性
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
。〝
単
独
者
、
唯
一
者
〞

を
標
榜
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
世
界
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
っ
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
美
と
善
、
こ
れ

ら
互
い
に
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
価
値
を
（
不
可
能
を
承
知
の
上
で
？
）
結
び
つ
け
、
総
合
し
よ
う
と
試
み
た
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
、

そ
の
試
み
の
場
で
あ
る
戯
曲
『
悪
魔
と
神
』
は
サ
ル
ト
ル
自
身
に
於
い
て L

’hom
m

e est une passion inutile. （
43
）  

（
人
間
は
無
益
な

受
難
で
あ
る
）
を
非
意
図
的
に
露
呈
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
観
念
論
と
実
在
論
と
い
う
相
反
し
合
う
観

念
に
引
き
裂
か
れ
た
一
個
体
と
し
て
の
サ
ル
ト
ル
の
姿
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

因
み
に
、
こ
の G

oetz 

の
も
う
一
人
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
場
合
は
観
念
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ

ン
か
ら
、
完
全
な
る
政
治
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
に
転
進
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
五
二
五
年
五
月
二
十
七
日
に
処
刑
さ
れ
る
迄
の
彼

の
行
動
に
は
少
な
く
と
も
サ
ル
ト
ル
的 G

oetz 

の
幼
児
性
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
人
間
的
な
偉
大
さ
は
、
戦
争
の

過
程
で
も
、
ま
た
、
敗
北
し
た
時
で
も
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
に
お
い
て
も
、
彼
は
民
衆
を
導
き
、
危
険
を
恐
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
敗
北
に
お
い
て
は
、
彼
は
民
衆
の
た
め
に
寛
大
な
報
い
を
願
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
の
瞬
間
ま
で
素
朴
な

人
間
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
生
涯
（
…
…（

44
））」

の
よ
う
に
あ
く
ま
で
民
衆
の
た
め
に
と
い
う
思
想
的
一
貫
性
、
自
分
を
裏
切
っ
た
民

衆
に
対
し
て
さ
え
示
し
た
民
衆
へ
の
憐
憫
等
々
は
、
完
全
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
青
色
き
世
界
を
去
っ
た
人
に
し
て
可
能
な
所
業
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
、G

ötz von B
erlichingen 

は
更
に
十
六
、
二
十
世
紀
の
み
な
ら
ず
、
十
八
世
紀
に
も
活
躍
し
た
精
神
で
あ
っ
た
。
最

後
に
、
十
八
世
紀
の G

ötz 

の
取
扱
わ
れ
方
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

―
ゲ
ー
テ
に
於
け
る G

ötz 

と
の
比
較
に
見
る
―

　

ゲ
ー
テ
の
場
合
も
サ
ル
ト
ル
の
場
合
と
同
じ
く
、
ゲ
ッ
ツ
の
取
扱
い
方
と
彼
の
時
代
と
に
、
ゆ
る
が
せ
に
な
ら
ぬ
緊
密
な
関
係
が

見
え
る
。

　

ケ
ー
ト
ヘ
ン
と
の
熱
烈
な
、
し
か
し
な
が
ら
実
り
の
な
い
恋
愛
が
、
ゲ
ー
テ
の
恋
仇
ド
ク
ト
ル
・
カ
ン
ネ
の
登
場
に
よ
っ
て
最
終

的
な
破
局
を
む
か
え
た
一
七
六
八
年
の
七
月
、
ゲ
ー
テ
は
喀
血
し
て
病
床
に
伏
し
、
生
ま
れ
て
初
め
て
死
に
直
面
す
る
。
こ
の
事
件

を
も
っ
て
ゲ
ー
テ
の
い
わ
ゆ
る
〝
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
時
代
〞
の
三
年
が
終
わ
り
を
告
げ
た
の
ち
（
一
七
七
一
年
）、
故
郷
へ
戻
っ
て
い

た
ゲ
ー
テ
は
ま
っ
た
く
の
偶
然
か
ら
『
鉄
腕
の
異
名
を
も
つ
、
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ッ
ヒ
ン
ゲ
ン
の
自
伝
』
と
い
う
一
冊
の

古
い
本
に
出
会
う
。
四
十
年
前
に
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

45
）。

彼
は
こ
の
ゲ
ッ
ツ
の
晩
年
の
『
自
伝
』
に

す
ぐ
さ
ま
手
を
の
ば
し
、
数
週
間
の
う
ち
に
『
鉄
の
手
の
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ッ
ヒ
ン
ゲ
ン
―
歴
史
劇
』
な
る

対
話
体
の
年
代
記
を
書
き
上
げ
、
妹
の
前
で
朗
読
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

後
年
、
改
作
さ
れ G

ötz von B
erlichingen 

と
な
る
こ
の
作
品
は
「
若
い
人
た
ち
は
歓
呼
し
た
。
批
評
は
こ
の
戯
曲
を
怪
物
と
呼

ん
だ（

46
）。」

の
よ
う
に
大
い
に
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。「
涙
も
ろ
い
、
お
と
な
し
い
も
の
ば
か
り
の
あ
と
で
、
い
ま
や
力
が
登
場

し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
的
豪
毅
で
あ
る
。
高
貴
で
自
由
な
英
雄
が
、
み
す
ぼ
ら
し
い
規
矩
準
縄
を
す
べ
て
踏
み
に
じ
っ
た
の
で
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あ
る（

46
）。」

と
フ
リ
ー
デ
ン
タ
ー
ル
は
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
一
体
、
何
を
ド
イ
ツ
国
民
は
受
け
入
れ
支
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ゲ
ッ
ツ
の
如
何
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
当
時
の
ド
イ
ツ
国
民
を
魅
了
し
た
の
か
。
こ
れ
は
や
は
り
そ
の
当
時
の
時
代
精
神
に
尋
ね
る
べ
き

問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
？

　

ゲ
ー
テ
時
代
の
基
調
と
し
て
の
理
念
、
時
代
的
思
想
の
趨
勢
は
〔
啓
蒙
思
想
〕
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
超
自
然
主
義
の
行
き

過
ぎ
に
対
抗
し
て
、
必
然
的
に
発
生
し
た
「
自
然
主
義
」
の
理
念
た
る
〔
啓
蒙
主
義
〕
は
、
合
理
主
義
（
人
間
主
義
を
根
底
に
ふ
ま

え
た
）
的
思
惟
の
自
律
を
通
じ
て
、
宗
教
、
政
治
、
社
会
等
々
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
旧
習
を
改
め
、
理
性
の
啓
蒙
に
よ
っ
て
人
間
生
活

の
進
歩
と
改
善
を
目
ざ
す
一
つ
の
革
新
思
想
で
あ
り
、
十
六
世
紀
末
に
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
で
興
っ
た
こ
の
新
思
潮
は
、
デ
カ
ル

ト
ら
の
古
典
主
義
形
而
上
学
批
判
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
宗
教
批
判
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
度
の
称
賛
、
デ
ィ
ド

ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
ら
の E

ncyclopédie 

等
々
貴
族
、
僧
ら
の
独
占
的
支
配
体
制
下
の ancien régim

e 

へ
の
反
抗
と
い
う
形
で
、

フ
ラ
ン
ス
と
い
う
土
壌
を
得
て
そ
の
全
き
開
花
を
見
る
。
十
八
世
紀
に
入
っ
て
ド
イ
ツ
に
も
流
入
し
た
こ
の
思
潮
は
、
し
か
し
な
が

ら
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
ほ
ど
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か

け
て
啓
蒙
思
想
に
反
対
す
る
ロ
マ
ン
主
義
運
動
さ
え
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
若
き
ゲ
ー
テ
を
中
心
と
し
て
ド
イ
ツ
に
発

生
し
た
シ
ュ
ト
ウ
ル
ム
―
ウ
ン
ト
―
ド
ラ
ン
ク Sturm

 und D
rang

（
疾
風
怒
濤
）
の
革
新
的
文
学
運
動
で
あ
っ
た
。
理
性
を
重
視

す
る
啓
蒙
主
義
に
反
対
し
て
、
自
然
、
感
情
、
天
才
を
重
ん
じ
る
こ
の
文
学
運
動
の
天
才
主
義
は
個
人
主
義
の
強
調
で
あ
り
、
そ
の

精
神
は
非
合
理
主
義
に
代
表
さ
れ
る
。
更
に
加
う
る
に
主
観
主
義
、
象
徴
主
義
の
理
念
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。「
シ
ュ
ト
ウ
ル

ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
の
運
動
は
理
性
の
体
系
、
自
然
科
学
と
哲
学
と
の
理
論
的
体
系
、
社
会
の
実
用
的
な
体
系
の
中
へ
の
生
の

強
制
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な
文
化
の
諸
要
求
に
対
す
る
主
観
的
な
生
の
権
利
の
た
め
の
戦
い
で
あ
り
、
理
論
的
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且
つ
実
践
的
に
妥
当
す
る
理
性
法
則
の
絶
対
化
に
対
す
る
主
観
の
反
抗
で
あ
る（

47
）」。

　

ゲ
ー
テ
は
『
詩
と
真
実
』
に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
史
上
か
な
り
暗
黒
な
数
世
紀
は
、
以
前
か
ら
わ
た
し
の
知
識
欲
と
想
像
力
と
の
対

象
と
な
っ
て
い
た
。
あ
の
ゲ
ッ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
リ
ッ
ヒ
ン
ゲ
ン
を
そ
の
時
代
環
境
の
う
ち
に
劇
化
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
わ

た
し
に
は
こ
の
上
な
く
好
ま
し
い
、
貴
重
な
も
の
だ
っ
た（

48
）。」

と
語
っ
て
い
る
が
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
と
り
わ
け
十
五
〜
十
六
世
紀

の
宗
教
改
革
の
時
代
が
興
味
あ
る
も
の
と
映
じ
た
の
は
、
こ
の
時
代
が
ド
イ
ツ
精
神
の
も
っ
と
も
明
瞭
に
躍
動
し
た
時
代
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
既
に
註
（
22
）
で
示
し
た faustrecht

（
強
者
の
権
利
、
自
力
防
衛
）
の
時
代
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
時
代
の
新

旧
交
代
す
る
時
で
あ
っ
た
が
故
に
、「
個
性
の
自
由
を
保
持
す
る
た
め
に
多
く
の
騎
士
等
が
―
勿
論
そ
の
中
に
は
力
の
過
度
の
行

使
に
よ
っ
て
自
己
の
非
理
を
遂
げ
た
も
の
、
あ
る
い
は
自
己
の
優
越
感
を
満
足
せ
し
め
た
も
の
も
あ
ろ
う
が
―
自
己
の
生
命
を
賭

け
て
戦
っ
た
態
度
は
シ
ュ
ト
ウ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
の
理
想
で
あ
る K

raftgenialität 

を
具
体
的
に
実
証
し
た（

49
）。」

の
よ
う

な K
raftgenialität 

が
ひ
と
き
わ
要
求
さ
れ
る
無
法
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
乱
暴
で
無
秩
序
な
時
代
的
状
況
が
野
性
的
で
、
逞
ま
し

い
、
ま
た
実
直
で
律
儀
な
愛
国
者
た
る
英
雄
の
活
躍
す
る
舞
台
に
こ
の
う
え
な
く
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

以
上
ご
く
簡
単
に
慨
観
し
た
ゲ
ー
テ
の
ゲ
ッ
ツ
に
た
く
し
た
思
惑
か
ら
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
幾
つ
か
サ
ル
ト
ル
の

ゲ
ッ
ツ
に
重
な
り
合
う
イ
メ
ー
ジ
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
先
ず
、
合
理
主
義
に
反
抗
す
る
非
合
理
主
義
の
精
神

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
客
観
主
義
に
対
す
る
主
観
主
義
、
科
学
的
合
目
的
志
向
か
ら
遠
ざ
か
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で

あ
る
か
ら
、
実
存
主
義
本
来
の
発
生
因
と
ほ
ぼ
同
一
の
根
拠
に
立
つ
。

　

K
raftgenialität 

の
天
才
の
尊
重
は
実
存
主
義
の
天
才
、
英
雄
主
義
の
系
譜
の
上
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
主
体
性
回
復
の
た

め
の
運
動
で
あ
る
実
存
主
義
が
〔
主
体
性
〕
を
標
榜
す
る
限
り
に
於
い
て
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
〝
他
と
同
じ
で
な
い
自
己
〞
の
発
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見
と
確
認
で
あ
り
、
平
均
値
に
埋
没
し
な
い
自
己
の
発
掘
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
個
性
の
尊
重
や
天
才
思
想
に
つ
な
が
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、Johann W

olfgang G
oethe 

の G
ötz 

と Jean-Paul Sartre 

の G
oetz 

に
最
も
良
く
一
致
し
て
流
れ
る
基
調
の

精
神
に
於
い
て
、
こ
れ
ら
両
ゲ
ッ
ツ
は
そ
の
希
求
す
る
理
想
を
共
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
の
ゲ
ッ
ツ
も
そ
の
メ

イ
ン
・
テ
ー
マ
は
〔
自
由
〕
の
希
求
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
前
作
『
蝿
』
の
主
人
公
オ
レ
ス
ト
の
実
存
主
義

的
自
由
の
自
覚
の
延
長
線
上
に
、
そ
の
発
展
し
た
姿
と
し
て
ゲ
ッ
ツ
が
置
か
れ
て
お
り
、
絶
対
の
象
徴
と
し
て
の
神
と
の
内
面
的
相

克
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ゲ
ッ
ツ
の
、《
神
な
ど
存
在
し
な
い
。
歓
喜
、
歓
喜
の
涙
！　

天
は
な
い
。
地
獄
は
な

い
。
た
だ
地
上
あ
る
の
み（

50
）》

と
い
っ
た
、
繰
り
返
し
吐
露
さ
れ
る
煩
悶
を
レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
は
〝
神
の
不
在
に
対
す
る
パ
ス
カ
ル

的
対
話（

51
）〞

と
表
現
し
て
い
る
。
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
が
表
現
し
た
と
い
わ
れ
る
こ
う
し
た
ゲ
ッ
ツ
の
パ
ス
カ
ル
的
対
話
は
、
実
は
あ

ら
ゆ
る
過
去
の
既
成
の
価
値
観
で
あ
る
軛く
び
きか
ら
逃
れ
ん
と
す
る
絶
叫
な
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
ゲ
ー
テ
の
ゲ
ッ
ツ
の
求
め
る
と
こ
ろ
も
、

ゲ
ッ
ツ

最
後
の
一
本
だ
。（
…
…
）（
酒
を
注
ぐ
）
皇
帝
陛
下
万
歳
！

一
同

万
歳
！

ゲ
ッ
ツ
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わ
れ
わ
れ
が
死
ぬ
時
に
は
、
こ
れ
を
最
後
か
ら
二
番
目
の
言
葉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
し
は
皇
帝
を
お
慕
い
申
し
て
お

る
。
な
ぜ
と
い
う
に
、
陛
下
と
わ
し
と
は
同
じ
運
命
を
持
っ
て
お
る
か
ら
だ
。
い
や
、
わ
し
の
ほ
う
が
、
陛
下
に
お
比
べ
申
せ

ば
、
ま
だ
仕
合
わ
せ
な
の
だ
。（
…
…
）

ゲ
オ
ル
ク

自
由
万
歳
！

ゲ
ッ
ツ

自
由
万
歳
！

一
同

自
由
万
歳
！（

52
）

　

や
は
り
、
自
由
（Freyheit

）
で
あ
り
、
陛
下
ば
ん
ざ
い
！　

の
叫
び
す
ら
も
自
由

0

0

に
そ
の
席
を
譲
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ゲ
ー

テ
の
ゲ
ッ
ツ
は
そ
の
自
由
の
た
め
に
最
後
は
命
を
捧
げ
る
こ
と
に
な
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ト

い
い
え
、
ミ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
近
く
で
刺
し
殺
さ
れ
ま
し
た
。
自
由
の
た
め
に
獅
子
の
よ
う
に
防
ぎ
戦
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ゲ
ッ
ツ

　

そ
れ
は
よ
か
っ
た
。
彼
は
天
下
に
ま
た
と
な
い
立
派
な
若
者
だ
っ
た
、
勇
敢
だ
っ
た
。
さ
あ
、
わ
し
の
魂
を
お
召
し
く
だ
さ
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い
。（
…
…
）
水
を
い
っ
ぱ
い
く
れ
。
天
井
の
大
気
―
自
由
！　

自
由
！
（
死
す（

53
））。

　

自
由
の
戦
士
、
自
由
へ
の
殉
教
者
と
も
言
え
る
ゲ
ー
テ
の
ゲ
ッ
ツ
が
、「
エ
グ
モ
ン
ト
」
と
並
ん
で
新
興
市
民
階
級
の
社
会
的
政

治
的
権
利
主
張
の
代
弁
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
時
代
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
的
ゲ
ッ
ツ
と
は
ま
っ
た
く
か
け

離
れ
た
存
在
と
も
見
え
よ
う
が
（
後
年
、
ゲ
ー
テ
が
農
民
戦
争
を
階
級
闘
争
的
側
面
か
ら
捕
捉
し
な
か
っ
た
事
実
は
歴
史
的
天
分
の

欠
如
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
両
者
の
自
由
の
源
泉
が
ル
ソ
ー
の
「
自
然
へ
の
復
帰
」
に

あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

ま
た
、「『
ゲ
ッ
ツ
』
成
功
の
秘
密
は
、
と
り
わ
け
そ
の
言
葉
に
あ
っ
た
。
ゲ
ッ
ツ
ば
り
の
粗
野
な
語
調
が
独
創
天
才
の
ス
タ
イ
ル

に
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ゲ
ッ
ツ
が
軍
使
に
対
し
て
窓
を
勢
い
よ
く
し
め
、
相
手
の
軍
団
長
に
こ
う
挨
拶
し
ろ
と
い
う
と
き
の
、
有

名
な
せ
り
ふ〔
お
れ
の
け
つ
で
も
な
め
や
が
れ
〕が
、
す
べ
て
の
ゲ
ー
テ
か
ら
の
引
用
句
中
最
も
知
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た（
…
…（

54
））」。

　

以
上
の
よ
う
な
卑
褻
な
糞
便
論
的
記
述
も
サ
ル
ト
ル
の
最
も
好
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
点
に
共
通
項
を
見
出
し
う
る
。
糞
便
論
的
記

述
は
頑
迷
固
陋
な
旧
体
制
の
権
威
に
対
抗
す
る
人
間
主
義
、
道
徳
教
義
に
こ
り
か
た
ま
っ
た
偽
善
的
神
聖
に
対
す
る
ニ
ヒ
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
り
、
両
者
に
あ
っ
て
は
ほ
ぼ
類
似
し
た
機
能
を
果
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
す
れ
ば
、
実
存
主
義
の
特
徴
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
峙
し
た
如
く
、
体
系
的

な
哲
学
へ
の
反
逆
、
画
一
的
な
科
学
的
合
理
主
義
へ
の
反
抗
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
れ
は
奇
し
く
も
ゲ
ー
テ
の
シ
ュ
ト
ウ

ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
の
運
動
が
啓
蒙
主
義
へ
の
反
抗
と
し
て
現
わ
れ
た
の
と
符
号
を
一
に
す
る
と
い
え
る
。「
わ
た
く
し
た

ち
青
年
は
ド
イ
ツ
的
な
自
然
へ
の
愛
と
真
理
へ
の
愛
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
人
生
や
学
問
に
お
け
る
最
良
の
指
標
と
し
て
、
自
他
に
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対
す
る
誠
実
と
い
う
こ
と
が
い
つ
も
念
頭
を
離
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
党
派
的
な
不
誠
実
や
、
多
く
の
尊
敬
す
べ
き

対
象
に
対
す
る
歪
曲
を
ま
す
ま
す
い
と
わ
し
く
思
う
よ
う
に
な
り
（
…
…
）
彼
に
対
す
る
反
感
を
強
め
て
い
っ
た
。（
…
…
）
彼
は

か
ね
て
よ
り
宗
教
や
宗
教
の
拠
っ
て
立
つ
聖
書
に
罵
詈
讒
謗
の
か
ぎ
り
を
吐
き
か
け
て
な
お
飽
く
こ
と
を
知
ら
ず
（
…
…
）
わ
た
く

し
は
少
な
か
ら
ず
不
快
な
感
じ
を
い
だ
か
さ
れ
て
い
た
。（
…
…
）
彼
が
ノ
ア
の
洪
水
の
伝
承
の
化
け
の
皮
を
は
ぐ
ん
だ
と
い
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
貝
殻
化
石
を
否
定
し
、
そ
ん
な
も
の
は
単
な
る
造
化
の
た
わ
む
れ
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
こ
と
を
聞
く
に
お
よ
ん
で
、
彼
に

対
す
る
信
頼
感
を
全
く
失
っ
て
し
ま
っ
た
。（
…
…
）
ル
ソ
ー
と
い
う
そ
れ
こ
そ
真
に
わ
た
く
し
た
ち
の
気
持
ち
に
ぴ
っ
た
り
叶
っ

た
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。（
…
…
）
百
科
全
書
派
の
話
を
聞
い
た
り
、
彼
ら
の
浩
瀚
な
著
書
の
一
巻
を
ひ
も
と
い
た
り
す
る
と
、

ま
る
で
大
工
場
で
う
ご
い
て
い
る
、
無
数
の
糸
巻
や
織
機
の
あ
い
だ
を
ゆ
く
よ
う
な
思
い
が
す
る（

55
）」。『

詩
と
真
実
』
に
於
い
て
か
く

述
懐
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ナ
イ
ー
ブ
な
感
覚
の
持
ち
主
、
青
年
ゲ
ー
テ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
へ
の
反
感
、
ひ
い
て
は
啓
蒙
主
義

忌
避
の
情
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。

　

歴
史
上
の
人
物 G

ötz von B
erlichingen 

が
い
か
に
過
大
な
評
価
を
受
け
て
き
た
か
を
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
以
上
三
タ
イ

プ
の
ゲ
ッ
ツ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
志
向
を
も
ち
な
が
ら
も
〔
自
由
〕
を
標
榜
す
る
戦
士
で
あ
っ
た
。

　

ゲ
ー
テ
に
あ
っ
て
は
、
ル
ソ
ー
主
義
に
由
来
す
る
「
自
然
人
」
に
一
つ
の
理
想
を
見
出
し
、
歴
史
の
外
に
あ
る
人
間
、
主
知
的
で

社
会
的
な
文
化
を
脱
出
す
る
人
間
像
が G

ötz 

に
た
く
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
、
サ
ル
ト
ル
に
あ
っ
て
は
〔
世
界
と
歴
史
は
ど
う
に
も

な
ら
な
い
不
条
理
な
も
の
、
純
然
た
る
偶
然
と
気
ま
ぐ
れ
に
従
う
も
の
、
人
間
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
虚
無
の
な
か
に
あ
る
〕
と
い

う
ロ
マ
ン
主
義
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
、
歴
史
の
実
在
性
を
肯
定
す
る
〔
動
的
弁
証
法
的
全
体
化
作
用
〕
へ
の
移
行
の
節
目
に G

oetz 
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は
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
自
由
の
求
め
方
は
全
く
対
蹠
的
と
い
え
る
。
但
し
、
ゲ
ー
テ
の
ゲ
ッ
ツ
が
階
級
闘
争
や
史
観
の

埓
外
に
し
か
存
在
し
え
な
か
っ
た
事
実
が
非
難
さ
れ
た
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
の
ゲ
ッ
ツ
も
客
観
的
な
歴
史
認
識
の
上
に
立
っ
た
人
間

像
と
し
て
は
、
余
り
に
も
イ
ン
テ
リ
青
年
的
苦
悩
の
か
ち
す
ぎ
た
観
念
論
的
性
格
を
脱
け
出
て
い
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
拭
い
が
た
く
感

じ
る
の
は
私
一
人
で
あ
ろ
う
か
。
後
年
サ
ル
ト
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
性
の
立
場
か
ら
示
唆
を
得
て
、
全
体
化
の
概
念
を
提
示
し
、

個
人
性
の
否
定
、
惰
性
化
集
団
の
一
時
的
不
可
避
的
肯
定
等
の
観
念
に
到
り
、
ま
す
ま
す
ヘ
ー
ゲ
ル
的
主
知
主
義
に
傾
く
の
で
あ
る

が
、
サ
ル
ト
ル
は
最
後
ま
で
、
不
断
に
発
展
す
る
全
体
性
の
立
場
を
と
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
、
全
体
性
の
成
長
や
豊
富
化
に
比
例
し

て
諸
個
人
の
自
由
が
増
大
す
る
、
と
い
う
考
え
方
に
は
批
判
的
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
全
体
性
と
個
別
者
の
視
点
を
崩
す
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
最
後
ま
で
個
人
の
〔
主
体
性
〕
の
観
念
を
捨
て
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
歴
史
に
は
最
初
か
ら
最
後
ま

で
物
質
的
法
則
の
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
こ
と
、
歴
史
の
弁
証
法
に
は
個
人
の
意
志
の
入
り
込
む
余
地
は
全
く
無
い
こ
と
」
等
の
マ
ル
ク

ス
主
義
的
史
的
唯
物
論
は
、
そ
れ
故
に
サ
ル
ト
ル
の
人
救
い
主
義
的
「
史
的
唯
物
論
」
と
最
後
ま
で
融
合
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

サ
ル
ト
ル
の G

oetz 

が
《Je veux être un hom

m
e parm

i les autres.

》：（
他
者
た
ち
の
中
の
一
人
で
あ
り
た
い
）
を
心
に
抱

き
つ
つ
も
、
必
然
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
現
実
的
行
動
を
と
れ
な
い
理
由
は
や
は
り
こ
の
あ
た
り
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
サ
ル
ト
ル
は
主
観
主
義
を
完
全
に
放
棄
し
て
客
観
主
義
に
身
を
投
じ
た
と
は
言
え
な
い
し
、
彼
の
唯
物
論
に
は
主
体
性
論
や
疎

外
論
の
形
で
観
念
論
の
残
映
が
く
っ
き
り
と
尾
を
引
い
て
い
る
。
彼
は
な
ん
と
か
道
徳
的
立
場
に
立
つ
努
力
を
試
み
な
が
ら
も
、
美

的
立
場
か
ら
完
全
に
足
を
引
き
抜
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
の
内
部
で
は
常
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
綱
引
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
が
二
十
世
紀
の
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
彼
自
身

の
一
生
は
ま
さ
に L

’hom
m

e est une passion inutile

：（
人
間
は
無
益
な
受
難
で
あ
る
）
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。




