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ー

カ
ン
ト
と
の
関
係

ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
七
九
七
年
一
月
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
住
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の
仕
事
は
、
我
々
の
考
証

に
よ
れ
ば
、
今
日
『
ド
イ
ツ
観
念
論
最
古
の
体
系
計
画
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
草
稿
の
執
筆
で
あ
っ
た
。
こ
の
草
稿
は
ベ
ル
ン
時
代
の

ヘ
ー
ゲ
ル
を
完
全
に
超
克
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ン
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ユ
ダ
ヤ
宗
教
と
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
的
ニ
ー
ト
ス

を
批
判
し
、

ゲ
ル
は
、

イ
ニ
ス
を
ユ
ダ
ヤ
的
ニ
ー
ト
ス
か
ら
切
り
離
し
て
カ
ン
ト
の
純
粋
道
徳
律
の
体
現
者
と
し
て
描
出
す
る
と
い
う
広
い
意
味
で

の
カ
ン
ト
主
義
の
圏
内
に
止
っ
て
い
た
。
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
が
『
宗
教
論
』
で
示
し
た
神
聖
性
の
理
念
の
彼
岸
性
を
拒
否
し
、

そ
の
彼
岸
性
が
キ
リ
ス
ト
教
の
彼
岸
性
に
相
通
ず
る
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
も
批
判
し
て
い
た
。
し
か
し
『
体
系
計
画
』
に
お
け
る
ヘ
ー

(

2

)

 

カ
ン
ト
的
二
元
論
に
対
し
て
「
自
己
意
識
的
」
な
「
絶
対
的
自
由
」
と
い
う
最
高
の
理
念
を
樹
て
、
そ
の
下
に
凡
ゆ
る
理
念
を

体
系
化
せ
ん
と
す
る
一
元
論
的
傾
向
を
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
『
体
系
計
画
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ン
時
代
以

既
述
の
ご
と
く
、 ．

 
ヽ

四、

B
、
カ
ソ
ト
哲
学
へ
の
傾
倒
と
批
判

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル

（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
）
そ
の
一
、

高

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介
の
思
想
伺

橋

昭



2
 

(

3

)

 

前
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
に
戻
っ
て
ギ
リ
シ
ア
主
義
へ
の
強
い
共
感
か
ら
「
美
の
理
念
」
の
重
大
さ
を
強
調
し
て
美
的
観
念
論
へ
の
強

い
志
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

ク
フ
ル
ト
に
落
ち
着
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
仕
事
は
こ
の
『
体
系
計
画
』
の
精
神
を
継
承
し
発
展
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
「
自
己
意

識
的
」
な
「
絶
対
的
自
由
」
と
い
う
理
念
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
カ
ン
ト
の
純
粋
道
徳
律
の
継
承
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
理
念
を
い

ま
一
度
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、

二
元
論
を
完
全
に
超
克
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
ベ
ル
ン
時
代
の
カ
ン
ト
的
道
徳
律
の
体
現
者
と
し
て
の
イ
ニ
ス

の
立
場
か
ら
カ
ン
ト
的
な
道
徳
心
術
を
超
え
た
愛
の
体
現
者
イ
ニ
ス
と
し
て
イ
ニ
ス
の
生
涯
を
改
め
て
書
牽
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ

周
知
の
ご
と
く
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
最
大
の
仕
事
は
、

年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
と
考
証
さ
れ
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
草
稿
の
た
め
に
ベ
ル
ン
時
代
末
よ
り
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
か
け
て
再
び
ユ
ダ
ヤ
精
神
に
関
す
る
断
篇
を
書

き
、
特
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
到
着
後
の
九
七
年
か
ら
翌
九
八
年
夏
ま
で
愛
や
宗
教
に
関
す
る
多
く
の
断
片
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
の
中
、

特
に
重
大
な
も
の
は
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
「
道
徳
性
、
愛
、
宗
教
」
と
表
題
さ
れ
た
「
断
片
八
番
」

宗
教
」
と
題
さ
れ
た
「
断
片
九
番
」

（
一
七
九
八
年
秋
）
で
あ
る
。

と
存
在
」
と
呼
ば
れ
る
「
断
片
十
一
番
」

（
一
七
九
八
年
）
、

「
愛
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
「
断
片
十
番
」

で
あ
る
。

「
信
仰

（
一
七
九
七
年
七
月
以
前
）
と
「
愛
と

カ
ン
ト
的
二
元
論
を
離
れ
て
自
由
と
美
の
理
念
の
一
元
論
的
展
開
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
超
え
た
立
場
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
道
徳
的
心
情
を
超
え
た
愛
の
立
場
を
確
立
し
、

フ
ラ
ン

カ
ン
ト
的

G
・
シ
ュ
ラ
ー
に
よ
っ
て
一
七
九
八
年
夏
以
降
一
八

0
0

(

4

)

 

ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
草
稲
の
完
成

（
一
七
九
七
年
夏
）
、

（
一
七
九
七
年
十
一
月
）
、

「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
の
た
め
の
根
本
草
案
」
と
さ
れ
る
「
断
片
十
二
番
」

(
5
)
 

い
ず
れ
も
一
々
と
り
あ
げ
て
論
ぜ
ら
れ
る
に
値
い
す
る
断
片
で
は
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
『
キ
リ
ス
ト
教

の
精
神
と
そ
の
運
命
』
と
い
う
決
定
稿
に
吸
収
さ
れ
包
括
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
の
考
察
も
こ
れ

と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。



3

る
。
従
来
多
く
の
史
家
が
、

ら
の
諸
断
片
の
研
究
は
必
要
最
少
限
に
省
略
し
、
直
ち
に
決
定
稿
の
考
察
に
入
り
た
い
。

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
は
大
き
く
分
け
れ
ば
、
凡
そ
三
つ
の
部
分
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
最
初
は
ベ
ル
ン
期
ヘ
ー
ゲ
ル

が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
精
神
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
と
い
う
表
題
に
倣
っ
て

(

6

)

 

「
ユ
ダ
ヤ
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」
と
名
付
け
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
苛
酷
な
ユ
ダ
ヤ
的
運
命
と
ギ
リ
シ
ア
的
な
美
の
精

神
が
対
比
的
に
描
出
さ
れ
る
。
第
二
は
イ
エ
ス
の
道
徳
、
宗
教
、
運
命
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、

l
従
っ
て
「
イ
エ
ス
の
精
神

と
そ
の
運
命
」
と
よ
ば
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
ー
|
'
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
草
稿
全
体
が
求
め
て
い
た
一
元
論
的
立
場
を
「
生
」
と
い
う
理
念

と
「
愛
」
と
い
う
感
情
の
下
に
包
括
し
綜
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
イ
ニ
ス
を
襲
う
運
命
も
、

成
立
す
る
と
し
て
、
生
と
い
う
理
念
が
愛
と
い
う
感
情
を
通
じ
て
凡
ゆ
る
対
立
を
解
消
す
る
に
至
る
こ
と
が
説
か
れ
、

ヘ
ー
ゲ

カ
ン
ト
主
義
を
克
服
し
た
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
生
と
愛
の
形
而
上
学
に
基
づ
く
イ
ニ
ス
像
の
再
提
出
で
あ
る
と
い
っ
て
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
―
一
の
部
分
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
運
命
」
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
イ
ェ
ス
を
襲
っ
た
運
命
は
、

ゆ
く
。
こ
こ
で
は
愛
も
ま
た
形
を
変
え
、

よ
り
具
体
化
し
た
愛
、
客
体
化
さ
れ
、

死
後
キ
リ
ス
ト
教
を
ま
た
別
の
形
を
と
っ
て
襲
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
運
命
と
の
対
決
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
と
し
て
成
熟
し
て

「
形
像
化
さ
れ
た
愛
」
の
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ

れ
る
。
凡
そ
以
上
が
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
大
草
稿
の
概
略
で
あ
る
。
そ
の
思
索
の
道
筋
は
、

ル
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
、

る
」
と
い
う
道
程
で
あ
る
。

「
掟
の
既
定
性
、
客
体
性
を
心
術
が
止
揚
し
、

イ
ェ
ス
の

心
術
の
制
限
を
愛
が
止
揚
し
、
愛
の
制
限
を
宗
教
が
止
揚
す

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ベ
ル
ソ
期
を
脱
し
、
即
ち
カ
ン
ト
ヘ
の
傾
倒
を
完
全
に
超
え
て
、

カ
ン

ト
の
制
限
を
批
判
し
、
超
克
す
る
に
至
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
と
共
に
本
来
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
始
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
の
草
稿
に
そ
の
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
多
く
の
思
索
の
最
初
の
朋
芽
を
見

ヘ
ー
ゲ
ル
は
真
に

「
愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解
」
が



4
 

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
は
有
名
な
次
の
言
葉
で
始
ま
る
。

(

1

)

 

こ
の
民
族
の
歴
史
は
始
ま
る
」
。

の
精
神
は
さ
ま
ざ
ま
な
力
と
争
う
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
。
即
ち
武
装
と
か
抗
争
と
か
、
あ
る
い
は
自
分
よ
り
強
い

者
の
栓
桔
を
負
う
仕
方
と
か
、

(

3

)

 

あ
る
」
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
精
神
と
運
命
を
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
精
神
に
そ
の
原
則
と
統
一
性
を
見
出
し
う
る
と
考
え
た
の
で
あ

．
 
ヽ

次
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
注
目
さ
る
べ
き
こ
と
は
、

実
存
的
、
主
体
的
に
思
索
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
愛
、
生
と
い
っ
た
概
念
の
思
索
は
単
に
抽
象
的
に
客
観
的
に
思
索
す
る
こ
と
は
で
き

熱
情
的
に
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
活
環
境
も
そ
れ
に
相
応
ず
る
。
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
妹
の
友
ナ
ヌ
ッ

ト
・
ニ
ン
デ
ル
と
文
通
を
重
ね
て
友
情
を
深
め
、

ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
最
大
の
友
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
悲
劇
的
恋
愛
の
結
末
（
九
八
年

ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
存
的
に
生
き
、
思
索
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ン
期
ヘ
ー
ゲ
ル

の
単
調
な
文
書
的
性
格
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
い
て
姿
を
消
し
、
人
間
味
溢
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
姿
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
精
神
と
そ
の
運
命

「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
真
の
始
祖
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
共
に

(

2

)

 

「
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
精
神
が
彼
の
子
孫
の
凡
ゆ
る
運
命
を
支
配
し
た
統
一
性
で
あ
り
、
魂
で
あ
る
」
。

さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
精
神

八
月
）
を
見
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

な
い
。
そ
れ
ら
の
概
念
は
思
索
者
そ
の
も
の
を
も
巻
き
こ
み
、

こ
の
形
が
運
命

(
d
a
s
S
c
h
i
c
k
s
a
l
)

と
呼
ば
れ
る
の
で

い
わ
ば
自
己
告
白
的
な
思
索
を
強
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

(

9

)

 

出
し
う
る
と
し
た
の
ほ
理
由
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
ン
期
の
客
観
的
立
場
を
捨
て
、

「こ

い
わ
ば



5
 

い
る
。

「
こ
の
洪
水
に
よ
っ
て
人
間
は
自
然
を
信
用
し
な
く
な
り
、

い
ま
や
初
め
て
己
れ
の
力
を
あ
げ
て
抗
争
す
べ
き
敵
対
的
た
る
も
の

ず
ユ
ダ
ヤ
的
ェ
ー
ト
ス
を
提
出
し
、

つ
い
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
精
神
以
前
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歴
史
と
そ
の
精
神
を
振
り
返
り
、

ノ
ア
の
洪
水
に
そ
の
象
徴
を
み
て

ラ
ハ
ム
の
精
神
に
他
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
ニ
ー
ト
ス
を
「
運
命
」
と
名
づ
け
た
上
で
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
を
支
配
す
る
原
理
が
ア
ブ

移
住
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
継
承
さ
れ
、

教
と
い
う
偏
狭
な
宗
教
的
セ
ク
ト
に
転
落
し
た
と
し
た
の
で
あ
る
。

(
1
2
)
 

ア
期
待
の
前
に
「
挫
折
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
え
た
の
で
あ
る
。

(
1
3
)
 

リ
シ
ア
人
の
想
像
力
豊
か
な
「
共
和
主
義
的
精
神
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
ン
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
が
い
ま
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

一
層
系
統
立
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
精
神
が
描
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
と
き
ユ
ダ
ヤ
的
ェ
ー
ス
ト
に
対
立
さ
せ
た
の
は
ギ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、

イ
ニ
ス
の
主
体
的
宗
教
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
メ
シ

を
自
分
自
身
の
中
に
感
じ
と
っ
て
い
る
か
ぎ
り
」
、

異
国
支
配
下
に
入
る
と
き
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
受

し
、
各
民
族
固
有
の
エ
ー
ス
ト
を
承
認
し
た
上
で
、

る
。
ベ
ル
ン
期
最
大
の
草
稿
『
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
性
』

教
」
を
論
じ
た
草
稿
に
お
い
て
、

の
続
稿
、
特
に

「
ギ
リ
シ
ア
人
の
想
像
力
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
既
定
宗

ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
わ
ば
歴
史
哲
学
者
と
し
て
各
民
族
に
は
各
民
族
固
有
の
ニ
ー
ト
ス
が
支
配
す
る
と
考
え

て
い
た
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ど
ん
な
民
族
に
も
そ
の
民
族
独
自
の
想
像
力
の
対
象
が
あ
り
、
そ
の
民
族
な
り
の
神
々
、
天
使
、
悪
魔
、

さ
ら
に
聖
者
が
い
て
、
そ
の
民
族
の
伝
承
の
中
に
生
き
て
い
る
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
は
固
有
の
「
聖
地
」
と
「
神
話
」

を
も
っ
と
主
張

ユ
ダ
ヤ
的
ニ
ー
ト
ス
に
つ
い
て
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
家
が
独
立
を
保
ち
勇
気
と
力
と

(
8
)
 

「
メ
シ
ア
期
待
は
稀
薄
で
あ
る
」
が
、

動
的
と
な
り
、
そ
の
掟
も
客
体
的
と
な
り
メ
シ
ア
思
想
が
ユ
ダ
ヤ
精
神
の
主
流
と
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は

(

9

)

(

1

0

)

 

キ
リ
ス
ト
教
の
出
現
と
い
う
「
革
命
」
を
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
個
人
主
義
的
時
代
精
神
の
「
反
映
」
と
考
え
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
掟
の
客
体
性
、

(11) 

さ
ら
に
は
神
の
客
体
性
が
「
無
限
な
る
客
体
」
と
し
て
暴
力
を
振
る
い
、
そ
の
下
で
イ
エ
ス
の
純
粋
な
主
体
的
道
徳
の
主
張
も
キ
リ
ス
ト



ノ
ア
‘

即
ち
子
孫
に
対
す
る
愛
も
わ
が
子
イ
サ
ク
を
神
に
捧
げ
う
る
程
度

「
ア
プ
ラ
ハ
ム
を
彼
の
親
族
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
精
神
こ
そ
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
に
「
自
然
へ
の
巨
大
な
不
信
」
が
生
ず
る
。
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
こ
の
敵
対
的
な
自
然
を
征
服
し
な
け
れ
ば

が
「
両
者
は
共
に
敵
と
一
種
の
や
む
を
え
ざ
る
和
睦
を
結
ん
だ
が
、
敵
意
は
持
続
し
て
お
り
、

な
い
」
。
こ
の
ノ
ア
と
ニ
ム
ロ
デ
に
対
し
、

ギ
リ
シ
ア
人
デ
ウ
カ
リ
オ
ン
と
ピ
ラ
の
夫
婦
は
洪
水
に
対
し
、

「
こ
の
夫
婦
は
人
間
を
再
び
世
界
と
の
平
和
へ
、
自
然
へ
と
招
き
寄
せ
、
菩
び
と
楽
し
み
に
よ
っ
て
窮
乏
と
敵
意
を
忘
れ
さ
せ
、
愛
の
平

和
を
結
び
、
美
し
い
諸
国
民
の
始
祖
と
な
り
、
そ
し
て
彼
ら
の
時
代
を
新
た
に
生
れ
そ
の
青
春
を
い
つ
ま
で
も
保
つ
自
然
の
母
た
ら
し
め

(
1
7
)
 

た
の
で
あ
る
」
。
ベ
ル
ン
後
期
続
稿
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
自
然
へ
の
不
信
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
自
然
へ
の
信
頼
と
い
う
対
立
的
図
式
を
、

ニ
ム
ロ
デ
に
つ
づ
く
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
精
神
も
ま
た
こ
の
自
然
、
人
間
的
な
自
然
感
情
へ
の
不
信
が
出
発
点
と
な
る
。

「
ア
ブ
ラ

ハ
ム
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
国
民
の
始
祖
と
な
っ
た
最
初
の
行
為
は
、
共
同
生
活
と
愛
の
絆
、
即
ち
彼
が
こ
れ
ま
で
人
間
及
び
自
然
と
結
ん

(18) 

で
き
た
諸
関
係
の
全
体
を
引
き
裂
く
分
離
断
絶
で
あ
る
」
。
ギ
リ
シ
ア
人
カ
ド
モ
ス
と
ダ
ナ
オ
ス
も
祖
国
を
捨
て
た
が
「
彼
ら
は
愛
し
え

(19) 

ん
が
た
め
に
、
自
由
に
な
り
う
る
土
地
を
探
し
求
め
た
」
の
に
対
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
愛
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
し
、
従
っ
て
自
由

(
2
0
)
 

で
も
あ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
」
。

異
国
民
の
中
を
通
っ
て
彼
を
嘩

い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
異
国
民
と
彼
は
生
涯
に
一
旦
っ
て
衝
突
を
重
ね
、
彼
の
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
す
る
厳
し
い
対
立
の

(21) 

中
で
毅
然
と
し
て
自
己
を
保
ち
、
思
想
を
限
り
な
く
敵
対
的
な
自
然
を
支
配
す
る
統
一
へ
と
口
叩
め
た
」
。
か
く
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
ブ

(22)

（

23) 

ラ
ハ
ム
を
「
地
上
の
異
邦
人
」
と
規
定
し
、
そ
の
精
神
を
「
孤
立
隔
絶
に
固
執
す
る
」
精
神
と
把
え
る
。
ア
プ
ラ
ハ
ム
に
は
愛
の
精
神
が

(24) 

欠
除
し
て
い
る
。
彼
が
愛
し
た
「
唯
一
の
種
類
の
不
死
な
る
も
の
」
、

ル
は
こ
こ
で
も
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ

ま
た
別
の
姿
勢
を
と
っ
た
。

い
ず
れ
も
仇
敵
と
和
ら
ぎ
を
え
た
の
で
は

な
ら
ぬ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
征
服
に
は
二
通
り
あ
る
。

一
ム
ロ
デ
の
現
実
的
征
服
と
ノ
ア
の
思
想
的
征
服
で
あ
る
。
形
は
異
る

(
1
4
)
 

6

と
し
て
対
置
す
る
」
。
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や
危
険
に
遭
う
た
び
に
エ
ジ
プ
ト
出
国
を
後
悔
し
、

モ
ー
セ
の
試
み
た
解
放
に
関
し
て
は
、

Il 

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
み
が

の
愛
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は
、

(26) 

み
を
「
神
の
寵
児
」
と
す
る
「
恐
る
べ
き
」
選
民
思
想
が
宿
っ
て
い
た
と
批
判
す
る
。
家
神
や
国
民
神
を
尊
崇
す
る
国
民
は
自
己
占
有
の

恩
寵
を
確
信
し
て
い
る
に
せ
よ
、
同
時
に
他
者
に
対
し
て
も
「
自
己
と
同
じ
権
利
を
承
認
し
、
他
者
の
家
神
や
神
々
を
そ
れ
と
し
て
承
認

(27) 

す
る
」
寛
容
さ
が
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
子
孫
の
嫉
妬
深
い
神
に
は
自
己
の
み
が
唯
一
神
で
あ
り
、

な
る
。

そ
の
選
民
で
あ
る
と
す
る
狭
量
な
精
神
が
宿
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
孤
立
と
傲
慢
な
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
精
神
は
、
彼
の
子
孫
の
運
命
と

(28) 

ヤ
コ
ブ
も
ョ
セ
フ
も
「
遂
に
こ
の
運
命
に
屈
服
す
る
」
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

モ
ー
セ
の
精
神

者
で
も
立
法
者
で
も
あ
っ
た
モ
ー
セ
に
対
し
、

(30) 

族
と
は
異
な
っ
た
主
体
的
「
能
動
的
」
な
る
も
の
を
見
出
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
モ
ー
セ
の
運
命
も
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
精
神
の
前
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
描
く
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
恐
ら
く
唯
一
の
好
感
を
も
っ
て
書
い
た
の
は
モ
ー
セ
で
あ
る
。
こ
の
民
族
の
解
放

(29) 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
無
限
な
る
客
体
的
」
な
神
に
単
に
受
動
的
に
奴
隷
的
に
仕
え
る
ユ
ダ
ヤ
民

挫
折
し
、
結
果
と
し
て
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
精
神
の
圏
内
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

飛
ぽ
う
と
し
た
に
す
ぎ
ず
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
モ
ー
セ
を
雛
を
飛
翔
に
慣
ら

(31) 

そ
う
と
す
る
鷲
に
喩
え
る
。
「
鷲
は
絶
え
ず
巣
の
上
で
羽
ば
た
き
し
、
ま
た
雛
を
炭
に
戴
せ
、
遠
く
に
運
ぶ
」
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
は
「
こ

の
美
し
い
姿
を
完
成
し
な
か
っ
幻
」
。
こ
の
若
者
た
ち
は
鷲
に
な
ら
な
か
っ
た
。
モ
ー
セ
は
欺
か
れ
て
石
を
暖
た
め
、
石
を
腐
に
戴
せ
て

(33) 

石
の
重
み
で
飛
翔
で
き
ず
、
決
し
て
「
生
命
の
炎
」
は
燃
え
上
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(34) 

ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
「
解
放
の
途
上
」
で
卑
劣
な
振
舞
い
を
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
起
っ
た
困
難

「
こ
の
民
族
の
解
放
に
は
自
由
の
魂
も
な
け
れ
ば
、
自
由
の
本
来
的
欲
求
も
な
か
っ

(25) 

「
全
世
界
に
対
す
る
軽
蔑
」
か
ら
自
ら
の
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ヤ
人
た
ち
が
乎
等
た
る
べ
し
と
さ
れ
た
の
は
、

「
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が
平
等
た
る
べ
し
と
さ
れ
た
の
は
、

(35) 

た
」
こ
と
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

モ
ー
セ
の
試
み
た
立
法
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
モ
ー
セ
の
立
法
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

(36) 

族
を
ひ
と
つ
の
栢
桔
か
ら
解
放
し
た
者
が
ま
た
別
の
栓
桔
を
背
負
わ
せ
た
」
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
「
受
動
的
な
民
族
に
し
て
し
か
も
自
己

(
3
7
)
 

自
ら
に
掟
を
課
す
と
い
う
こ
と
は
―
つ
の
矛
盾
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

(38)

（

39) 

モ
ー
セ
立
法
の
全
体
の
精
神
は
「
先
祖
か
ら
継
承
さ
れ
た
精
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
無
限
な
る
客
体
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
一
切

(
4
0
)
 

が
無
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
唯
一
無
限
な
る
主
体
」
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
以
外
の
い
か
な
る
も
の
を
も
無

(
4
1
)
 

決
し
て
死
ん
で
さ
え
も
い
な
い
―
つ
の
無
で
あ
る
」
。

意
味
を
理
解
せ
ず
、

視
し
前
提
し
な
い
限
り
は
「
内
容
も
な
く
、
空
虚
で
あ
り
、
生
命
も
な
け
れ
ば
、

(

4

2

)

 

か
く
し
て
モ
ー
セ
の
立
法
は
「
生
命
も
権
利
も
愛
も
も
た
ぬ
」
の
で
あ
る
。
モ
ー
セ
立
法
の
精
神
は
「
無
限
な
る
主
体
」
で
あ
る
が
、
か

(43) 

か
る
も
の
は
「
不
可
視
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
ー
セ
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
火
と
雲
と
だ
け
を
示
し
た
。
か
く
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
像
の

「
愛
の
直
観
と
美
の
享
受
の
中
で
そ
れ
を
神
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
予
感
さ
え
も
た
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

モ
ー
セ
の
立
法
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
著
名
な
立
法
家
ソ
ロ
ン
と
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
が
彼
ら
の
共
和
国
の
た
め
に
創
設
し
た
法
制
と
「
顕
著

(45) 

な
類
似
性
」
を
も
つ
立
法
が
含
ま
れ
て
い
る
。
財
産
権
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
制
限
し
、
富
の
不
平
等
を
招
く
恣
意
を
排
除
す
る
立
法
で

(
4
6
)
 

「
起
源
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
」
。

由
ほ
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
発
生
す
る
不
平
等
の
た
め
に
貧
民
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
、
政
治
上
撥
棄
さ
れ
て
し
古
う
怖
れ
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
場
合
に
は
、
彼
ら
は
す
べ
て
の
も
の
を
所
有
物
と
し
て
で
は
な
く
単
に
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
し
て
占
有
し
て

い
る
に
す
ぎ
ず
、

(47) 

あ
る
」
。

な
ん
ら
自
由
や
権
利
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
国
民
と
し
て
は
す
べ
て
無
に
等
し
か
っ
た
か
ら
で

す
べ
て
の
者
が
自
由
で
あ
り
自
立
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
4
8
)
 

す
べ
て
の
者
が
自
立
の
能
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。

あ
ろ
。
し
か
し
両
者
の
立
法
の

か
く
し
て
モ
ー
セ

ユ
ダ

「
ギ
リ
シ
ア
の
共
和
国
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
法
令
が
生
じ
た
理 「民



，
 

(
5
1
)
 

「
モ
ー
七
の
死
に
続
い
た
の
は
国
家
の
独
立
と
他
民
族
へ
の
屈
服
と
の
長
期
に
亘
る
交
替
で
あ
っ
た
」
。
そ
の
問
、

活
は
遊
牧
民
で
あ
っ
た
父
祖
伝
来
の
生
活
か
ら
定
住
農
民
の
生
活
に
変
化
し
た
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歴
史
を
通
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
精
神
が
支
配
し
、
そ
の
歴
史
は
「
元
来
の
運
命
の
帰
結
と
発
展
以
外
の

何
も
の
で
も
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

宥
和
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
和
解

(
d
i
e
V
e
r
s
o
h
n
u
n
g
)

に
よ
っ
て
止
揚
す
る
に
至
る
ま
で
、

る
で
あ
ろ
氾
」
と
。

っ
た
―
つ
の
無
限
の
カ
ー
ー
ー
に
彼
ら
は
虐
待
さ
れ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。

皿

あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
立
法
は
、

な
い
し
、

ア
プ
ラ
ハ
ム
的
精
神
の
前
に
無
に
帰
す
の
で
あ
る
。

「
真
理
と
は
あ
る
自
由
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
も

(49) 

そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
」
。

く
命
令
と
し
て
現
れ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
徹
底
的
に
神
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
人
が
依
存
す
る
当
の
も
の
は
真
理
と
い
う
形
を
も
ち
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
真
理
は
美
で
あ
り
、
知
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
真
理
の
消
極
的
性
格
が
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
凡
ゆ
る
も
の
の
中
に

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
精
神
に
抗
し
て
い
う
。

彼
ら
は
こ
の
運
命
に
よ
っ
て
虐
待
さ
れ

に
よ
っ
て

素
材
し
か
見
な
か
っ
た
者
が
ど
う
し
て
美
を
予
惑
し
え
よ
う
か
、

自
由
を
行
使
し
え
よ
う
か
」
と
。

『
体
系
計
画
』
で
主
張
し
た
自
由
、
美
と
い
っ
た
真
理
の
担
手
は
ユ
ダ
ヤ
人
で

た
だ
支
配
さ
れ
た
り
、
支
配
し
か
し
な
か
っ
た
者
が
ど
う
し
て
理
性
と

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
中
に
あ
っ
て
唯
一
の
主
体
的
能
動
者
モ
ー
セ
も
ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
生

ま
た
王
制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し

「
こ
の
運
命
l
_！
彼
ら
が
自
己
に
対
立
さ
せ
、
打
ち
勝
つ
こ
と
の
で
き
な
か

し
か
も
彼
ら
が
そ
れ
を
美
の
精
神

(
d
e
r
G
e
i
s
t
 
d
e
r
 
S
c
h
o
n
h
e
i
t
)
 

し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、

「
神
の
存
在
は
真
理
と
し
て
で
は
な
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二、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
精
神
と
運
命
に
対
し
イ
ニ
ス
を
登
場
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
の
精
神
と
そ
の
運
命

イ
ニ
ス
の
道
徳

鮮
明
に
な
っ
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

解
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
、

『
体
系
計
画
』
で
確
立
さ
れ
た
「
美
の
理
念
』
の
立
場
が
加
味
さ
れ
て
、

一
層
よ
り

そ
れ
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
性
の
す
べ
て
の
神
聖
な
る
も
の
を
蹂
躙
し
殺
数
し
、
自
分
の
神
々
（
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
客
体
で

あ
り
、
彼
は
奴
隷
で
あ
っ
た
か
ら
）
に
よ
っ
て
遂
に
は
見
捨
て
ら
れ
、
自
己
の
信
仰
に
蹟
づ
い
て
、
打
ち
砕
か
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

(56) 

で
あ
る
」
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
に
関
す
る
見
解
は
誠
に
厳
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ベ
ル
ン
期
以
来
の
見

る。

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
は
マ
ク
ベ
ス
の
運
命
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
悲
劇
は
た
だ
嫌
悪
を
催
さ
せ
る
の
み
で
あ

「
ユ
ダ
ヤ
民
族
性
の
魂
」
と
は
「
自
然
へ
の
敵
意
」
と
愛
の
絆
を
断
つ
「
分
離
断
絶
」
で
あ
り
、
孤
立
隔
絶
に

固
執
す
る
「
地
上
の
異
邦
人
」
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
自
己
の
み
が
恩
寵
に
あ
づ
か
る
と
い
う
選
民
思
想
で
あ
り
、

「
全
世
界
に
対
す
る
軽

(54) 

一
般
の
ユ
ダ
ヤ
民
衆
は
「
無
限
な
ろ
客
体
」
と
し
て
の
神
に
す
べ
て
を
依
存
し
、
「
自
己
意
識
」
、

(55) 

美
意
識
な
し
に
課
せ
ら
れ
た
掟
を
奉
ず
る
と
い
う
徹
底
的
な
受
動
性
に
終
始
し
た
。
そ
こ
に
「
メ
シ
ア
ヘ
の
希
望
」
が
生
ず
る
。
メ
シ
ア

期
待
は
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
精
神
に
由
来
す
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
な
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。

「
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
こ
の

大
い
な
る
悲
劇
は
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
恐
怖
も
同
情
も
喚
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
恐
怖
と
同
情
と
は

美
し
い
存
在
者
に
必
然
的
な
嵯
鉄
の
運
命
か
ら
の
み
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、

蔑
」
と
「
人
類
へ
の
憎
悪
」
で
あ
っ
た
。

ア
プ
ラ
ハ
ム
の
精
神
、

マ
ク
ベ
ス
は
自
然
そ
の
も
の
か
ら
逸
脱
し
て
フ
レ
ム
ト
な
存
在
者
に
身
を
委
ね
、



11

ば
、
弟
子
た
ち
が
安
息
日
に
麦
を
摘
む
こ
と
を
認
め
、

た
と
え

れ
の
他
の
一
部
分
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
ー
~
戦
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
イ
ニ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
の

運
命
の
全
体
と
対
決
し
、
従
っ
て
彼
自
身
は
こ
の
運
命
を
越
え
て
お
り
、
自
分
の
民
族
に
も
そ
れ
を
越
え
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し

(
L
i
e
b
e
)

に
よ
っ
て
和
解
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
運
命
の
全
体
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
彼
の
崇
高
な
試
み
も
そ
の
民
族

の
中
で
挫
折
し
、
彼
自
ら
こ
の
運
命
の
犠
牲
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
イ
ニ
ス
は
こ
の
運
命
の
い
か
な
る
部
分
に
も
加
担
し
な
か
っ

た
か
ら
、
彼
の
宗
教
は
な
お
あ
ま
り
に
も
多
く
の
も
の
を
も
っ
て
い
た
彼
の
民
族
の
中
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
残
り
の
世
界
の
中
で
、

こ
の
運
命
に
も
は
や
関
与
せ
ず
、
守
る
べ
き
あ
る
い
は
主
張
す
べ
き
何
物
を
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
人
々
の
も
と
で
大
い
に
普
及
す
る
こ

(
2
)
 

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。
イ
エ
ス
の
精
神
は
ユ
ダ
ヤ
の
運
命
と
対
決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
イ
ニ
ス
の
運
命
は
そ
の
戦
い
に
お
い
て
挫

折
し
、

キ
リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
以
外
の
世
界
に
流
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

3

)

 

ユ
ダ
ヤ
律
法
の
「
主
に
対
す
る
単
な
る
奉
仕
、
ひ
た
す
ら
な
隷
従
、
喜
び
も
楽
し
み
も
愛
も
な
い
服
従
を
要
求
す
る
命
令
」
に
対
し
て
、

(
4
)

（

5
)

（

6
)

（

7
)
 

イ
エ
ス
は
「
そ
れ
と
正
反
対
な
も
の
」
、
即
ち
「
人
間
の
衝
動
」
、
「
人
間
の
欲
求
」
、
さ
ら
に
は
、
「
美
の
精
神
」

イ
ニ
ス
が
止
揚
し
よ
う
と
試
み
た
こ
う
い
う
敵
意
は
、

を
提
示
し
た
。

「
自
発
性
が
最
高
の
権
威
か
ら
出
た
命
令
よ
り
も
優
れ
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
、

た
だ
勇
敢

(
T
a
p
f
e
r
k
e
i
t
)

に
よ
っ
て
の
み
征
服
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
愛

る。

「
イ
ニ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
の
運
命
の
一
部
分
と
ー
~
彼
は
そ

(

1

)

 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
イ
ェ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
の
運
命
の
多
様
な
諸
要
素
の
発
酵
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
最
後
の
危
機
の
直
前
に
登
場
し
た
」
と
語

(i) 

ーヽ

イ
ニ
ス
の
道
徳

イ
ニ
ス
の
登
場

つ
い
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ニ
ス
の
精
神
と
そ
の
運
命
の
梗
概
を
一
気
に
語
る
。
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(ii) 

「
命
法
」
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
部
分
的
に
客
体
的
、

(

9

)

 

食
前
に
手
を
洗
う
習
慣
に
は
「
人
間
の
全
主
体
性
」
を
対
立
さ
せ
て
「
あ
る
客
体
が
純
粋
で
あ
る
か
不
純
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
上
に

(
1
1
)
 

心
の
純
粋
か
不
純
か
と
い
う
こ
と
を
置
き
」
、
即
ち
「
主
体
性
一
般
」
を
置
い
た
。
そ
の
よ
う
な
行
為
で
イ
ニ
ス
は
「
自
分
の
民
族
と
の

(
1
2
)
 

断
絶
、
客
観
的
命
令
へ
の
隷
従
に
対
す
る
彼
の
完
全
な
侮
蔑
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ニ
ス
の
教
え
は
「
純
粋
に
客
体
的
な
命
令
に
対

(

1

3

)

(

1

4

)

 

し
て
全
く
異
質
な
も
の
、
主
体
性
」
で
あ
り
、
「
人
間
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
再
建
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ニ
ス
は
従
来
の
十
戒

(
1
5
)

（

16) 

に
対
し
「
山
上
の
垂
訓
」
を
行
う
が
、
そ
れ
は
「
一
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
始
ま
り
」
、

(
1
7
)

（

18) 

別
の
守
護
霊
、
別
の
世
界
を
期
待
せ
し
め
」
そ
こ
に
は
「
別
の
法
と
光
」

「
多
数
の
聴
衆
に
全
く
異
質
な
も
の
、

(19) 

「
別
の
生
命
の
宗
教
を
告
知
す
る
叫
び
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
主
体
性
、
全
体
性
、
別
の
法
と
光
と
は
具
体
的
に
は
何
か
。
そ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

法
と
全
く
異
な
り
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ト
の
道
徳
律
と
は
異
な
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

イ
ニ
ス
の
適
徳
と
カ
ン
ト
の
道
徳
律

道
徳
的
命
令
、

(20) 

ま
た
は
市
民
的
命
令
と
い
っ
た
「
命
令
の
形
式
」
で
表
現
さ
れ
る
も
の
が
掟
で
あ
る
。
そ
し
て
「
掟
と
い
う
も
の
は
対

(
2
1
)
 

立
者
を
概
念
の
中
に
統
一
し
た
も
の
で
あ
り
」
、
即
ち
「
概
念
そ
の
も
の
は
現
実
的
な
も
の
と
の
対
立
に
お
い
て
成
立
す
る
か
ら
、
概
念

(
2
3
)
 

(
2
2
)
 

は
当
為
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
そ
の
当
為
性
に
お
い
て
、
掟
は
「
全
部
も
し
く
は
部
分
的
に
客
体
的
と
な
る
」
。
掟
は
概
念
と
し
て

普
遍
的
で
あ
る
が
、
現
実
的
な
道
徳
的
心
術
は
常
に
特
殊
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
必
ず
普
逼
と
特
殊
の
対
立
が
残
り
、
当
為
と
は
特
殊
を

否
定
し
て
普
遍
に
隷
従
せ
し
め
る
命
令
と
な
る
。

否
定
し
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
道
徳
律
は
「
定
言
的
命
法
」
と
し
て
個
々
の
傾
向
性
を

そ
こ
に
道
徳
性
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
人
問
の
全
体
性
を
否
定
し
、
衝
動
や
傾
向
性
と
い
う
特
殊
的
な
主
体
性
に
と
っ
て
は
客

体
的
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
個
人
の
「
自
律
的
」
道
徳
の
確
立
で
は
あ
っ
て
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ニ
ス
の
教
え
が
律
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皿

愛

の

道

徳

ゲ
ル
も
、

既
定
的
な
も
の
を
残
す
。

ユ
ダ
ヤ
律
法
は
他
律
的
命
法
で
あ
り
、
受
動
的
に
そ
れ
に
隷
従
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
全
面
的
に
客
体
的
で
あ

り
、
既
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
律
法
と
カ
ン
ト
道
徳
律
は
客
体
的
既
定
的
な
も
の
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
は
相
通
ず
る
の
で
あ
る
。

前
者
は
「
自
分
の
外
側
に
主
人
を
持
つ
が
、

別
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
衝
動
、
傾
向
、
情
動
的
な
愛
、
感
性
、
も
し
く
は
他
に
何
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
要
す
る
に
特
殊
者
に
と
っ

(
2
5
)

（

26) 

て
普
遍
者
は
必
然
的
に
か
つ
永
遠
に
異
質
な
も
の
、
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
」
。
「
従
っ
て
ど
う
し
て
も
既
定
性
が
残
る
」
。

ユ
ダ
ヤ
民
の
掟
と
カ
ン
ト
道
徳
を
い
ま
や
同
列
に
お
い
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ン
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
道
徳
論
の
中
、

(27) 

性
」
の
理
念
に
関
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。

は
カ
ン
ト
が
『
第
二
批
判
』
で
示
し
た
純
粋
道
徳
律
の
「
自
律
性
」
の
み
は
継
承
し
て
い
た
。
道
徳
律
の
自
律
的
定
立
に
お
い
て
人
間
は

神
に
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ニ
ス
は
カ
ン
ト
道
徳
律
の
具
体
的
体
現
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

を
要
求
し
、

確
立
し
、

「
要
請
」
す
る
と
は
神
を
彼
岸
化
す
る
こ
と
に
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル

「
絶
対
的
自
由
」
の
理
念
の
一
元
論
的
展
開
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
な
お
そ
の
絶
対
的
自
由
が
「
自
己
意
識
的
」
な
る
こ
と

そ
の
か
ぎ
り
で
は
カ
ン
ト
の
自
律
的
道
徳
律
の
圏
内
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ま
や
明
白
に

カ
ン
ト
道
徳
律
の
客
体
性
を
指
摘
し
、

カ
ン
ト
を
越
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ン
ト
批
判
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
が
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
律
法
を
満
た
し
な
が
ら
律
法
を

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
新
し
い
立
場
と
は
何
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
真
に
新
し
い
立
場
を

神
の
要
請
に
か
か
わ
る
「
最
高
善
」

の
理
念
と
『
宗
教
論
』

(28) 

「
律
法
か
ら
律
法
的
な
も
の
、
即
ち
律
法
の
形
式
を
除
去
す
る
試
み
」
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

に
お
け
る
「
神
聖

『
体
系
計
画
』
に
お
け
る
ヘ
ー

ヘ
ー
ゲ
ル
は

後
者
は
自
分
の
中
に
主
人
を
持
ち
、

し
か
も
同
時
に
自
分
自
身
の
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
区
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る。 な
か
れ
」
と
い
う
掟
に
対
し
て
は
、

朋
白
に
し
え
た
の
で
あ
る
。

「
義
務
と
傾
向
性
と
の
対
立
は
愛
の
様
態
の
中
に
、

「
和
解
性
」
と
は
「
単
に
律
法
に
対
立
し
な
い

(42)

（

43) 

だ
け
で
な
く
、
律
法
を
全
く
無
用
に
し
て
了
い
、
非
常
に
豊
か
な
生
の
充
実
を
自
ら
に
包
む
」
、
「
人
間
愛
の
心
情
」
で
あ
り
、
「
こ
の

精
神
に
と
っ
て
は
律
法
ほ
ど
欠
陥
の
あ
る
も
の
は
存
在
し
え
な
い
程
」
で
あ
る
。
同
様
に
「
姦
淫
す
る
な
か
れ
」
と
い
う
律
法
に
対
し
て

(45)

（

46) 

も
、
「
愛
の
神
聖
性
」
が
「
律
法
の

r
ぷ
pe苓
a」
と
な
る
。
「
汝
誓
う
な
か
れ
」
の
掟
に
対
し
て
も
、
イ
エ
ス
は
「
愛
に
よ
る
権
利
の
止

(47) 

揚
、
即
ち
愛
に
よ
っ
て
義
ま
た
は
不
義
の
全
領
域
を
越
え
る
こ
と
を
要
請
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
愛
は
具
体
的
に
は
、

(48)

（

49) 

「
婚
姻
の
誠
実
」
、
「
実
直
」
と
い
う
「
徳
」
で
あ
る
。

(50) 

い
徳
で
あ
り
、
愛
の
様
態
で
あ
る
」
。

「
徳
」
と
は

「
カ
ン
ト
的
な
徳
の
自
己
強
制
で
は
な
く
て
、

支
配
も
屈
服
も
な

(51) 

即
ち
徳
の
中
に
合
一
を
見
出
し
た
」

の
で
あ

止
揚
す
る
」
も
の
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
汝
隣
人
を
愛
せ
よ
と
は
律
法
で
も
命
法
で
も
な
く
て
「
喜
ん
で
果
さ
れ
」
る
の
で
あ
る
。

(
3
2
)
 

こ

の

喜

ん

で

果

す

と

い

う

心

の

「

愛

着

」

「

律

法

の

欠

陥

の

充

足

」

で

あ

る

。

(
3
3
)

（

34) 

「
対
立
」
、
「
断
絶
」
を
越
え
た
「
愛
」

（
補
完
充
実
）
、
存
在
」
で
あ
る
。

に
愛
着
も
ひ
と
つ
の
徳
で
あ
り
、
総
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
は
掟
は
そ
の
普
遍
性
を
、
同
時
に
主
体
は
そ
の
特
殊
性
を
1

両
者
は
そ

(37)

（

38) 

の
対
立
を
失
う
」
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
い
う
。
「
こ
の
一
致
は
生
で
あ
り
、
異
な
っ
た
も
の
の
関
係
と
し
て
愛
で
あ
り
、
存
在
で
あ
る
」

(39) 

と
。
こ
の
「
愛
着
」
と
い
う
「
闘
争
な
き
道
徳
的
心
情
」
の
提
出
に
お
い
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
立
場
に
立
っ
て
イ
ニ
ス
の
山
上
の
垂
訓
の
二
、
三
を
解
釈
し
て
い
る
。

(40)

（

41) 

「
愛
の
―
つ
の
様
相
」
た
る
「
和
解
性
」
を
示
す
。

「
和
解
性
」

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

イ
ニ
ス
は
「
汝
殺
す

ヘ
ー
ゲ
ル
は
愛
と
生
と
い
う
自
己
固
有
の
立
場
を
始
め
て

「
存
在
は
主
体
と
客
体
と
の
総
合
で
あ
り
、

そ
の
中
で
は
主
体
と
客
体
と
が
対
立
を
失
う
が
、
同
様

(
L
i
e
b
e
)

の
一
様
相
で
あ
り
、

「
愛
着
」

(35) 

「
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
と
掟
と
の
一
致
」

「
律
法
の

Tぷ
Po
涅

(
G
e
n
e
i
g
t
h
e
i
 t)

こ
そ

と
は
義
務
の
斉
ら
す
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既
述
の
ご
と
く
、

ら
れ
て
い
る
経
験
的
性
格
に
は
道
徳
的
感
情
も
ま
た
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
道
徳
的
感
情
が
思
い
や
り
の
糸
を
織
物
全
体
の
中
へ
織
り
こ

(i) 

愛 2
、
愛

チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
学
生
時
代
ヘ
ー
ゲ
ル
は
愛
に
つ
い
て
既
に
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
た
。

と

生

ー
ゲ
ル
の
新
し
い
立
場
「
愛
と
生
」
の
立
場
で
あ
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
概
念
の
統
一
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
い
。

(
5
2
)
 

徳
は
元
来
「
個
別
的
」
で
あ
り
、

(54) 

「
複
数
の
絶
対
的
な
徳
に
よ
る
解
き
難
い
衝
突
」
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
か
か
る
衝
突
を
避
け
る
た
め
に
は
、
諸
徳
は
「
唯

(55)

（

56) 

一
の
生
き
た
精
神
の
様
態
」
と
し
て
有
機
的
に
連
関
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
諸
徳
の
生
き
た
紐
帯
、
生
き
た
統
一
」
が

(
5
7
)
 

「
特
殊
者
に
対
す
る
普
遍
者
の
形
を
決
し
て
持
ち
」
え
な
い
。

か
か
る
統
一
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
。

(
5
8
)
 

あ
る
」
。

い
か
な
る
徳
も
同
時
に
不
徳
で

(59) 

「
徳
が
律
法
に
対
す
る
服
従
の
補
完

(
<
l
a
s

K
o
m
p
l
e
m
e
n
t
)

で
あ
る
よ
う
に
、
愛
は
徳
の
補
完
で
あ
る
」
。

(60) 

一
面
性
、
あ
ら
ゆ
る
排
除
、
あ
ら
ゆ
る
枠
が
愛
に
よ
っ
て
療
棄
せ
ら
れ
て
い
る
」
。

「
な
ぜ
な
ら
愛
は
存
在
者
そ
の
も
の
の
生
け
る
関
係

(61) 

だ
か
ら
で
あ
る
。
愛
の
中
で
は
す
べ
て
の
分
離
、
す
べ
て
の
限
ら
れ
た
関
係
は
消
失
し
、
従
っ
て
徳
の
制
限
も
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ス
の
道
徳
を
愛
の
道
徳
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。
律
法
主
義
、

揚
さ
れ
、

カ
ン
ト
が
否
定
し
た
傾
向
性

(
N
e
i
g
u
n
g
)

が
愛
に
支
え
ら
れ
た

「
徳
の
あ
ら
ゆ
る

カ
ン
ト
主
義
、
既
定
的
客
体
主
義
は
止

ら
れ
る
。
徳
の
概
念
も
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
「
愛
の
様
態
」
と
し
て
新
し
い
意
味
を
帯
び
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、

し
か
し
な
が
ら
、

「
愛
着
」

(
G
e
n
e
i
g
t
h
e
i
t
)
 

「
傾
向
性
の
圏
内
に
封
じ ヘ

と
し
て
新
し
い
生
命
を
与
え

「
愛
が
徳
の
唯
一
の
原
理
で
な
け
れ
ば

(53) 

「
制
限
」
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
が
絶
対
化
さ
れ
る
な
ら
ば
‘
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ん
で
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
的
性
格
の
根
本
原
理
は
愛
で
あ
る
。
普
遍
妥
当
的
法
則
の
原
理
と
し
て
の
理
性
が
叡
智
的

世
界
の
同
じ
市
民
と
し
て
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
中
に
自
分
自
身
を
再
認
す
る
の
と
同
様
に
、
愛
は
他
の
人
々
の
中
に
自
分
自
身

を
見
出
す
。

い
や
む
し
ろ
、
愛
（
の
主
体
）
が
自
分
自
身
を
忘
れ
、
自
分
と
い
う
存
在
を
抜
け
出
し
て
他
の
人
々
の
中
に
生
き
、
感
じ
、

(
1
)
 

働
く
か
ぎ
り
、
愛
は
理
性
と
何
か
類
似
的
な
も
の
を
も
つ
」
と
。
こ
の
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
学
生
時
代
の
道
徳
の
根
本
原
則
と
し
て
の
愛
が
、

ベ
ル
ン
時
代
の
カ
ン
ト
道
徳
律
の
影
響
と
い
う
曲
折
を
経
て
い
ま
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
蘇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
着
い
た
年
、
こ
こ
で
は
直
接
考
察
し
え
な
い
が
、
愛
に
言
及
し
た
三
つ
の
重
大
な
断
片
（
八
番
、
九
番
、
十
番
）

(

2

)

 

を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
、
特
に
断
片
十
番
は
史
家
に
よ
っ
て
「
愛
の
讃
歌
」
と
名
づ
け
ら
れ
重
大
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
い
ま
や

本
稿
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
お
い
て
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

断
片
八
番
（
「
道
徳
性
、
愛
、
宗
教
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
）
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
理
論
的
綜
合
は
全
面
的
に
客

体
的
に
な
り
、
主
体
に
全
く
対
立
さ
せ
ら
れ
る
。
ー
~
実
践
的
活
動
は
客
体
を
無
化
し
て
全
面
的
に
主
体
的
に
な
っ
て
い
る
。
1

た
だ

愛
に
お
い
て
の
み
、

ひ
と
は
客
体
と
合
一
し
て
い
る
。
客
体
は
支
配
せ
ず
、
支
配
さ
れ
な
い
。
ー
~
こ
の
愛
が
、
構
想
力
に
よ
っ
て
存
在

(
3
)

（

4
)
 

と
さ
れ
る
と
そ
れ
が
神
性
で
あ
る
」
と
。
神
が
道
徳
的
心
情
の
構
想
力
に
よ
る
外
化
で
あ
る
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
的
思
想
が
入
っ
て
は
い
る

が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
愛
に
お
い
て
の
み
主
客
の
合
一
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
断
片
十
番
（
「
愛
」
）

「
真
の
合
一
、
本
来
の
愛
と
い
う
も
の
は
力
に
お
い
て
等
し
く
、
そ
れ
故
互
い
に
ど
こ
ま
で

も
生
け
る
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
側
か
ら
も
死
せ
る
者
で
は
な
い
よ
う
な
、
生
け
る
者
た
ち
の
問
で
の
み
起
こ
る
。
愛
は
す
べ
て
の
対

立
関
係
を
排
除
す
る
。
ー
~
愛
は
悟
性
で
は
な
い
。
悟
性
の
諸
関
係
は
多
様
な
る
も
の
を
多
様
な
ま
ま
で
残
す
し
、
悟
性
の
統
一
そ
の
も

の
も
対
立
関
係
で
あ
る
。
愛
は
理
性
で
は
な
い
。
理
性
は
自
己
の
規
定
作
用
を
規
定
さ
れ
る
も
の
に
無
条
件
に
対
立
さ
せ
る
。
愛
は
限
定

に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
ご
と
く
語
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
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省
は
こ
れ
ら
に
人
問
自
身
の
全
体
を
対
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
や
、
愛
が
全
き
無
客
体
性
に
お
い
て
反
省
を
止
揚
し
、
対
立

で
反
省

(
d
i
e

R
e
f
l
e
x
i
o
n
)
 
は
次
第
に
多
く
の
対
立
せ
る
も
の
を
生
み
出
し
、
こ
れ
ら
は
衝
動
の
満
足
に
お
い
て
合
一
さ
れ
、

遂
に
反

い
て
生

(
d
a
s
L
e
b
e
n
)

が
自
己
自
身
を
見
出
す
。

生
は
自
己
自
身
の
二
重
化

(
V
e
r
d
o
p
p
e
l
u
n
g
)

と
し
て
、

と
規
定
し
た
断
片
十
番
に
お
い
て
、

愛
が
悟
性
で
も
理
性
で
も
な
く
、
感
情
で
あ
る
、

「
全
体
的
生
」
の
感
情
で
あ
る

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
規
定
に
引
き
続
き
、
愛
と
生
の
関
連
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
全
体
は
多
く
の
特
殊
な
る
も
の
、
分
た
れ
た
る
も
の
の
集
合
に
お
け
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
愛
に
お

そ
し
て
そ
の
自
己
の
合

(
E
i
n
i
g
l
 

^
 

eit)

と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
生
は
未
発
展
な
合
一
か
ら
出
発
し
て
形
成

(
d
i
e
B
i
l
d
u
n
g
)

を
通
じ
て
完
成
し
た
合
一

へ
の
円
環

(
d
e
r
K
r
e
i
s
)

を
経
歴
し
た
の
で
あ
る
。
未
発
展
な
合
一
に
は
分
離
の
可
能
性
と
世
界
と
が
対
立
し
て
い
た
。

発
展
の
過
程

「
愛
に
お
い
て
は

曲

生

さ
ま
ざ
ま
に
愛
は
定
義
さ
れ
る
が
、

そ
れ
が
全
的
生

す
る
も
の
で
も
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
有
限
な
も
の
で
は
な
い
。
愛
は
感
情
で
あ
る
。
し
か
し
個
別
な
感
情
で
は
な
い
。
個
別
的

(

5

)

 

な
感
情
は
部
分
的
な
生
に
す
ぎ
ず
、
全
的
生
で
は
な
い
故
に
」
と
。
こ
の
愛
が
悟
性
で
も
理
性
で
も
な
く
全
的
生
の
感
情
で
あ
る
と
す
る

規
定
は
そ
の
ま
ま
本
稿
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
 

本
稿
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
「
愛
は
感
情
的

(
p
a
t
h
o
l
o
g
i
s
c
h
)

で
あ
り
、

(
7
)
 

で
あ
る
」
。

傾
向
性
で
あ
る
」
。
「
愛
は
生
命
体
で
あ
り
、
精
神

(

8

)

 

「
愛
は
特
殊
性
に
対
立
し
た
普
遍
者
で
は
な
い
。
概
念
の
統
一
で
は
な
く
し
て
精
神
の
合
一
性
で
あ
り
、
神
性
で
あ
る
」
。
そ

(
9
)

（

10) 

れ
は
「
調
和
の
感
情
」
で
あ
り
、
「
愛
に
よ
っ
て
初
め
て
客
体
の
力
は
壊
れ
る
」
。

の
調
和
的
感
情
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
従
っ
て
愛
は
生
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
そ
の
感
情
と
は
個
別
的
な
感
情
で
は
な
く
、
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GiD 
と
い
う
「
運
命
」
に
関
し
て
で
あ
る
。

に
お
い
て
、

せ
る
も
の
か
ら
疎
遠
な
る
も
の
と
し
て
の
す
べ
て
の
性
格
を
奪
い
と
り
、
生
は
も
は
や
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
自
己
自
身
を
見
出
す
こ
と
に

い
ま
や
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ー
ー
—
合
一
せ
る
も
の
と
し
て

(11) 

存
し
て
い
る
。
そ
し
て
生
け
る
者
は
生
け
る
者
を
感
ず
る
の
で
あ
る
」
。

生
が
未
発
展
な
合
一
か
ら
形
成
、
反
省
を
通
じ
て
完
成
せ
る
合
一
に
至
る
円
環
を
な
す
と
い
う
三
肢
的
構
造
は
い
う
ま
で
も
な
く
ヘ
ー

ゲ
ル
弁
証
法
の
骨
格
を
な
す
。
こ
こ
で
そ
れ
が
明
白
な
自
覚
を
も
っ
て
語
ら
れ
、
生
の
弁
証
法
が
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
愛
は
生
の

全
過
程
に
現
わ
れ
、
特
に
生
が
自
己
自
身
を
真
な
る
合
一
と
し
て
見
出
す
場
が
真
な
る
愛
と
さ
れ
て
い
る
。
生
は
愛
に
お
い
て
育
ち
、
愛

に
お
い
て
自
己
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
弁
証
法
は
ま
だ
主
観
的
に
す
ぎ
ぬ
と
の
批
判
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
生
の
三
肢
的
弁
証
法
構
造
に
、

れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
記
念
す
べ
き
最
初
の
形
を
見
出
し
え
た
の
で
あ
る
。

未
発
展
な
合
一
、
分
離
、
反
省
を
通
し
た
形
成
、
完
成
せ
る
合
一
へ
の
自
己
逮
帰
と
い
う
論
理
構
造
は
、

神
と
そ
の
運
命
』
の
本
稿
そ
の
も
の
で
充
分
展
開
さ
れ
た
と
は
い
い
え
な
い
。
本
稿
で
生
の
自
己
展
開
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
、

愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解

い
わ
ば
愛
は
生
の
自
己
展
開
の
媒
介
で
あ
る
。
愛
と
い
う
感
情
に
生
が
自
己
展
開
を
果
す
こ
と

生
に
は
自
己
の
二
重
化
と
し
て
の
分
裂
、
対
立
の
契
機
が
あ
る
。
全
き
合
一
は
分
裂
、
対
立
を
予
想
し
、
逆
に
「
対
立
は
再
合
一
の
可

能
性
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
対
立
の
―
つ
に
概
念
と
し
て
の
普
遍
性
と
行
為
と
し
て
の
特
殊
性
の
対
立
が
あ
る
。
こ
の
対
立
を
普
遍

の
一
方
的
支
配
に
お
い
て
統
一
せ
ん
と
す
る
も
の
が
カ
ン
ト
的
道
徳
律
、

な
る
。
愛
の
中
に
は
ま
だ
分
離
さ
れ
た
も
の
が
存
し
た
が
、

し
か
し
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精

(12) 

「
犯
罪
」

ま
た
は
ユ
ダ
ヤ
的
律
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

わる

ヽ
↓
ヽ
↓

カ
カ
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な
い
。 し

か
し
な
が
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

律
法
と
し
て
の
罰
で
は
な
く

特
殊
の
対
立
は
あ
く
ま
で
も
残
る
の
で
あ
る
。

に
支
配
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

と
い
っ
た
概
念
で
は
な
く
生
け
る
者
、
即
ち
裁
判
官
や
復
仇
者
が
必
要
と
な
り
、

あ
り
、

「
マ
ク
ベ
ス
は
自
分
自
身
の

一
な
る
生

生
命
は

(15) 

「
運
命
と
考
え
ら
れ
た
罰
は
全
く
別
種
で
あ
る
」
。

「
運
命
に

律
法
は
、
極
端
な
対
立
に
お
け
る
特
殊
の
反
逆
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
特
殊
な
犯
罪
で
あ
り
、
普
遍
は
刑
罰
法
と

な
っ
て
特
殊
を
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
に
お
い
て
破
ら
れ
る
の
は
、
普
遍
性
の
内
容
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
式
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
普
遍
は
新
し
い
形
、
刑
罰
法
の
形
を
と
っ
て
残
る
こ
と
と
な
る
。
逆
に
犯
罪
も
普
遍
を
犯
し
た
つ
も
り
で
い
て
も
依
然
と
し
て
普
遍

(14) 

「
律
法
と
罰
に
は
和
解
は
あ
り
え
な
い
」
。
し
か
し
な
が
ら
、

か
か
る
生
け
る
者
の
自
由
意
志
が
働
い
て
、
罰
せ
ら
れ

な
い
こ
と
も
起
り
、
普
遍
性
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
考
え
う
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
犯
さ
れ
た
罪
は
依
然
と
し
て
犯
さ
れ
た
も
の
で

そ
れ
を
消
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
普
遍
性
は
依
然
と
し
て
残
る
こ
と
と
な
る
。
結
局
、
律
法
の
形
を
と
る
か
ぎ
り
、
普
遍
と

お
い
て
罰
は
敵
対
す
る
力
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
個
体
で
あ
っ
て
、
律
法
の
場
合
の
よ
う
に
普
遍
者
と
特
殊
者
と
が
分
か
た
れ
て
お
ら
ず
、

合
一
さ
れ
て
い
る
」
。
「
運
命
は
敵
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
人
間
は
運
命
に
対
し
て
、

る
」
。
た
と
え
ば
、
生
け
る
者
の
対
立
が
殺
人
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
う
る
。

(18) 

「
一
な
る
生
」
で
あ
り
、
「
不
死
で
あ
る
か
ら
、

敵
に
対
す
る
の
と
同
様
に
闘
う
力
と
し
て
対
立
す

殺
す
者
は
他
者
の
生
命
を
犯
し
た
と
思
う
に
せ
よ
‘

＝
一
ウ
メ
1

ー
デ
ス

(19)

殺
さ
れ
る
と
怖
る
べ
き
幽
霊
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
復
讐
の
女
神
を
放
つ
」
。

に
お
い
て
は
、
他
の
生
を
傷
つ
け
る
と
は
自
己
の
生
を
傷
つ
け
た
の
で
あ
る
。
罪
人
は
こ
の
自
己
破
壊
の
感
情
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

マ
ク
ベ
ス
は
自
己
が
殺
し
た
バ
ン
ク
ォ
ー
が
悪
霊
と
し
て
饗
宴
に
列
席
す
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

生
命
を
破
壊
し
た
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生
は
一
な
る
神
性
の
中
に
あ
る
故
‘
生
命
が
生
命
か
ら
分
か
れ
て
別
の
も
の
と
な
る
こ
と
は

(
2
0
)
 

な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
運
命
は
敵
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
こ
の
敵
は
自
己
で
あ
り
、
運
命
と
の
和
解
が
可
能
と
な
る
。

刑
罰
の
執
行
に
お
い
て
は

も
は
や
普
遍
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お
い
て
現
わ
れ
る
。

「
運
命
と
は
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
、

し
か
し
敵

以
上
の
経
緯
が
有
名
な

(
d
i
e
 
V
e
r
 ,
 

こ
の
撞
憬
は
…
•
•
•
そ
れ
だ
け
で
既
に
回
復
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
憧
憬
は
生
命
喪
失
の
感
情
で
あ
っ
て
、
失

「
運
命
の
中
で
人
間
は
自
己
自
身
の
生
を
認
識
し
、

人
間
が
運
命
に
懇
願
す
る
の
は
主
人
に
対
す
る
そ
れ
で

立
の
総
称
で
あ
る
。
対
立
す
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
敵
で
あ
り
、
力
で
あ
っ
て
も
合
一
に
至
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
律
法

(22) 

に
お
け
る
普
遍
と
特
殊
の
対
立
は
「
絶
対
的
現
実
の
領
域
」
に
お
け
る
対
立
と
し
て
和
解
さ
れ
え
な
い
。
律
法
の
立
場
は
生
と
運
命
の
立

場
へ
と
口
叩
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
罰
は
律
法
に
お
け
る
罰
と
し
て
で
は
な
く
、
生
に
内
在
的
な
罰
、
運
命
と
し
て
の
罰
に
昂
め
ら
れ
ね

(23) 

「
運
命
と
し
て
の
罰
に
お
い
て
は
、
律
法
は
生
よ
り
後
な
る
も
の
で
あ
り
、
生
よ
り
低
き
も
の
」
な
の

律
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
特
殊
性
の
対
立
は
生
の
契
機
と
し
て
の
対
立
の
客
体
化
、
悟
性
化
で
あ
り
、

「
運
命
に
お
い
て
は
、
敵
対
す
る
威
力
は
敵
に
廻
っ
た
生
の
威
力
で
あ
る
か
ら
、
運
命
へ
の
怖
れ
は
フ
レ
ム
ト
な
も

(24) 

の
へ
の
怖
れ
で
は
な
い
」
。

ほ
な
く
、
自
己
自
身
へ
の
復
掃
と
接
近
で
あ
る
。
人
間
が
そ
こ
で
失
わ
れ
た
も
の
を
感
ず
る
運
命
は
、

s
u
c
h
t
)

を
喚
起
す
る
。

わ
れ
た
も
の
を
生
と
し
て
自
己
に
か
つ
て
は
親
し
か
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
認
識
そ
の
も
の
が
既
に
生

(25) 

の
享
受
な
の
で
あ
る
」
。
俯
憬
は
生
を
再
び
吸
収
し
合
一
せ
し
め
る
可
能
性
で
あ
る
。

(26) 

生
と
感
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
「
運
命
と
の
和
解
」
が
可
能
と
な
る
。

(28) 

す
生
の
感
情
が
愛
で
あ
り
、
愛
に
お
い
て
運
命
は
和
解
さ
れ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
運
命
と
し
て
対
立
し
て
い
た
も
の
も

(27) 

「
対
立
と
は
再
合
一
の
可
能
性
で
あ
り
」
、

s
o
h
n
u
n
g
 d
e
s
 S
c
h
i
c
k
s
a
l
s
 d
u
r
c
h
 d
i
e
 
L
i
e
b
e
)

で
ネ
}
る
°
廷
g

論
と
し
て
い
え
ば
、

失
わ
れ
た
生
へ
の
憧
憬

(
S
e
h
n
,
 

「
自
己
自
身
を
再
び
見
出

「
愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解
」

対
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
全
体
者
は
自
己
の
中
で
友
好
性
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
愛

で
あ
る
。

ば
な
ら
ぬ
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
語
る
「
運
命
」
と
は
、

(21) 

「
生
の
領
域
の
内
部
に
あ
る
」
運
命
で
あ
る
。
従
っ
て
運
命
は
生
の
契
機
た
る
分
裂
、
対

よ
り
本
来
的
な
対
立
は
運
命
に
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生
は
我
々
の
個
別
的
生
と
一
如
な
の
で
あ
る
。 (29) 

に
よ
っ
て
自
己
の
純
粋
な
生
へ
と
復
帰
で
き
る
」
と
い
え
ょ
う
。
全
体
者
、
純
粋
な
生
が
愛
に
よ
っ
て
分
裂
か
ら
再
合
一
へ
還
帰
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
生
の
三
肢
的
楠
造
と
共
に
、
生
と
愛
の
形
而
上
学
が
あ
る
。

形
而
上
学
を
提
出
し
え
た
の
で
あ
る
。

(
3
0
)
 

「
純
粋
な
生
は
存
在
で
あ
る
」
。

愛
に
よ
る
復
帰
し
た
「
再
合
一
」
の
三
肢
的
構
造
は
存
在
の
構
造
で
も
あ
る
。

る
」
と
定
義
す
る
と
き
、

従
っ
て
生
の
直
接
態
と
し
て
の
「
未
発
展
な
合
一
」
、

「
反
省
」
に
お
け
る
「
対
立
」
と

の
理
念
へ
と
前
進
し
た
の
で
あ
る
。

(31) 

ま
ず
「
生
」
の
代
り
に
「
自
己
意
識
」
と
い
う
概
念
を
当
て
、
そ
れ
を
「
生
」
と
書
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
生
」
は
自
己
自
身
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
全
体
的
生
」
と
い
う
形
而
上
学
的

理
念
へ
と
一
歩
前
進
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
こ
の
当
時
の
シ
ェ
リ
ン
グ
が
提
出
し
て
い
た
人
格
性
や
自
己
意
識
性
を
超
出

(32) 

し
、
そ
れ
故
に
直
ち
に
「
絶
対
的
客
体
」
と
相
通
ず
る
よ
う
な
「
絶
対
我
」
で
は
な
い
。

由
」
の
理
念
が
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
遠
か
っ
た
と
同
様
に
、
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
の
理
念
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
実
体
的
な
「
絶
対
我
」
の

理
念
と
は
遠
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
形
而
上
学
の
誕
生
が
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
断
片
九
番
（
「
愛
と
宗
教
」
）
に
お
い
て
「
理
想
」
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
述
べ
る
。

な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
は
客
体
で
あ
ろ
う
°
|
ー
我
々
の
中
に
の
み
も
置
け
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
理
想
で
も
な

(33) 

く
な
る
だ
ろ
う
」
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
出
す
る
生
の
理
念
は
ま
さ
し
く
我
々
の
外
で
も
な
く
単
に
我
々
の
中
で
も
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の

個
別
的
生
と
一
如
で
あ
っ
て
、

し
か
も
同
時
に
全
体
的
生
で
あ
る
。
単
に
全
体
的
生
と
し
て
我
々
を
超
え
て
い
る
の
で
も
な
い
。
全
体
的

な
「
絶
対
的
自
由
」
の
理
念
は
い
ま
や
「
生
」

ヘ
ー
ゲ
ル
が
犯
罪
に
関
す
る
傷
つ
い
た
生
に
つ
い
て
多
く
を
物
語
っ
た
の
も
こ
の
事
情
を

「
理
想
を
我
々
は
我
々
の
外
に
置
け

『
体
系
計
画
』
の
「
自
己
意
識
的
な
絶
対
的
自

自
己
意
識
が
自
己
に
親
し
い
と
同
じ
く
、

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
さ
き
の

「
純
粋
な
生
は
存
在
で
あ

『
体
系
計
画
』
に
お
け
る
最
高
の
理
念
「
自
己
意
識
的
」

「
形
成
」
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
形
而
上
学
に
お
い
て
、
自
己
独
自
の
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展
開
が
始
ま
る
。

明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
傷
つ
い
た
生
は
全
体
的
生
と
一
如
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
傷
つ
い
た
生
の
全
体
的
生
へ
の
自
己
回
復
が
可
能

で
あ
っ
た
。
失
な
わ
れ
た
生
へ
の
憧
憬
す
ら
生
の
享
楽
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
我
々
の
個
的
生
と
全
的
生
に
つ
い
て
も
い
い

う
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
は
無
限
な
る
生
と
有
限
な
る
生
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
や
が

て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
最
後
の
草
稿
『
一
八

0
0年
の
体
系
断
片
』
に
お
い
て
明
白
と
な
る
。

最
高
の
理
念
た
る
生
が
、
自
己
を
展
開
し
完
結
し
た
円
環
を
な
す
媒
介
者
が
愛
で
あ
っ
た
。
生
は
愛
に
お
い
て
、
愛
に
よ
っ
て
自
己
を

具
体
化
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
愛
は
生
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
絶
対
我
に
至
る
べ
ぎ
哲
学
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と

(34) 

し
て
「
知
的
直
観
」
を
提
出
し
て
い
た
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
示
す
る
愛
は
、
た
と
え
そ
れ
が
「
感
情
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
シ
ェ
リ
ン

(
3
5
)
 

グ
の
い
う
「
知
的
直
観
」
で
は
な
い
。
愛
は
感
情
と
し
て
自
己
意
識
で
あ
り
、
現
実
感
で
あ
っ
て
、
無
限
者
に
「
自
己
を
没
す
る
」
知
的

直
観
で
は
な
い
。
自
己
意
識
を
超
え
た
無
限
者
が
語
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
そ
こ
へ
の
超
出
的
飛
躍
と
し
て
の
知
的
直
観
が
必
要
と
な
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
生
は
か
か
る
超
越
者
で
は
な
い
。
愛
は
、

こ
こ
で
も
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
対
す
る
独
自
性
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

な
煎
接
性
で
は
な
く
、

ー
ゲ
ル
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
に
初
め
て
自
己
の
特
色
を
刻
し
え
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

た
と
え
ば
「
愛
着
」
と
し
て
、
経
験
的
性
格
を
失
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

む
し
ろ
生
の
自
己
展
開
に
愛
が
媒
介
を
な
す
と
い
う
媒
介
の
思
想
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
ヘ

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
運
命
は
「
生
の
領
域
の
内
部
」
に
あ
る
運
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
運
命
と
は
果
し
て

か
か
る
運
命
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
愛
に
よ
る
和
解
が
成
立
す
る
運
命
の
み
が
運
命
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
と
共
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
次
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
性
と
は
知
的
直
観
の
よ
う
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

(

1

)

 

ら
、
罰
よ
り
も
無
限
に
厳
し
い
」
と
。
罰
と
は
生
命
の
内
部
に
お
い
て
、
生
に
敵
対
す
る
と
き
喚
起
さ
れ
る
生
の
反
撃
で
あ
る
。
運
命
が

「
し
か
し
運
命
は
罰
よ
り
も
広
い
領
域
を
も
つ
。
運
命
は
犯
罪
な
き
罪
に
関
し
て
も
喚
起
さ
れ
る
か

そ
れ
よ
り
も
広
く
、
無
限
に
厳
し
い
と
は
、
即
ち
「
運
命
が
最
も
崇
高
な
罪
、
罪
な
き
罪
に
対
し
て
す
ら
そ
れ
だ
け
一
層
恐
る
べ
き
姿
で

(

2

)

 

立
ち
現
れ
る
」
と
は
、
運
命
が
生
の
領
域
を
越
え
て
も
存
し
う
る
こ
と
を
示
す
。
具
体
的
に
は
全
く
罪
な
き
イ
ニ
ス
を
襲
っ
た
運
命
で
あ

る
。
か
か
る
運
命
に
対
し
て
と
り
う
る
魂
の
立
場
が
「
美
し
き
魂
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
美
し
き
魂
の
三
つ
の
類
型
を
挙
げ
て
い
る
。
最
初
の
二
つ
は
斗
う
魂
と
忍
従
す
る
魂
で
あ
る
。

勇
敢
か
ら
は
生
命

「
不
当
な
攻
撃
を
蒙
る
者

は
身
を
守
っ
て
自
己
自
身
と
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
身
を
守
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
忍
従
す
る
苦
痛
で
あ
る
に

(

3

)

 

せ
よ
、
闘
争
で
あ
る
に
せ
よ
、
彼
の
反
応
と
共
に
彼
の
罪
、
彼
の
運
命
が
始
ま
る
」
。
権
利
を
主
張
す
る
者
は
、
攻
撃
す
る
側
の
権
利
を

(

4

)

 

も
自
己
の
権
利
と
同
時
に
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
存
続
す
る
二
つ
の
普
遍
者
」
が
あ
る
こ
と
と
な
り
、
あ
る
い
は
二
つ
の
生
け
る

(
5
)
 

も
の
が
生
命
と
生
命
と
を
相
闘
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
て
「
自
己
矛
盾
」
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
忍
従
す
る
者
に
も
、
忍
従
し
て
も
自
己

(

6

)

 

「
現
実
に
お
い
て
そ
れ
を
固
持
す
る
力
を
も
た
ぬ
」
と
い
う
自
己
矛
盾
が
あ
る
。

の
権
利
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
く
、

(

7

)

 

る
忍
従
よ
り
も
偉
大
で
あ
る
」
に
せ
よ
、

(

8

)

 

同
じ
く
不
自
然
な
状
態
で
あ
る
」
。
第
三
の
真
な
る
美
し
き
魂
は
か
の
両
者
を
越
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
残
し
、
対
立
を
欠
落
せ
し
め
、

①

美

し

き

魂

3
、

美

し

き

魂

「
権
利
の
た
め
の
斗
い
も
、
権
利
の
概
念
と
そ
の
現
実
と
の
矛
盾
を
含
む
受
動
的
な
苦
し
み
と

忍
従
か
ら
は
権
利
の
喪
失
は
残
す
が
苦
痛
は
消
減
せ
し
め
る
と
い
う
具
合
に
勇
敢
と
忍
従
と
を
「
合

「
勇
敢
は
苦
痛
あ
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き
、
運
命
と
の
和
解
は
愛
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
十
字
架
に
お
け
る
死
な
の
で
あ
る
。

罪
と
は
、

ま
さ
し
く
「
自
己
滅
却
」
、
端
的
に
い
え
ば
、

美
し
き
魂
の
担
手
が
イ
ニ
ス
で
あ
る
と

(
1
9
)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
美
し
き
魂
に
関
し
て
、
か
つ
て
ベ
ル
ン
時
代
の
『
イ
エ
ス
伝
』
で
も
言
及
し
て
い
た
「
美
し
い
罪
の
女
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ

(
2
0
)

（

21) 

ア
」
を
再
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
イ
ニ
ス
の
物
語
の
中
で
美
し
い
も
の
の
名
に
値
す
る
唯
一
」
の
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
と

(22) 

し
て
「
彼
女
の
民
族
の
時
代
は
美
し
い
心
が
罪
な
し
に
生
き
る
こ
と
の
出
来
な
い
時
代
」
で
あ
り
、
「
こ
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
他
の
ど
の

(
2
3
)
 

時
代
で
あ
ろ
う
と
美
し
い
心
は
愛
に
よ
っ
て
最
も
美
し
い
意
識
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

貫
か
れ
て
い
る
。
イ
ニ
ス
も
ま
た
マ
リ
ア
の
時
代
に
生
き
た
。
そ
れ
故
に
美
魂
イ
ニ
ス
は
罪
な
し
に
終
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
イ
エ
ス
の

そ
の
十
字
架
に
お
け
る
死
で
あ
ろ
う
。

「
運
命
と
の
和
解
」
を
可
能
な
ら
し
め
た
愛
も
、

は
か
か
る
「
自
己
減
却
」
の
魂
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
最
高
の
の
無
罪
に
最
高
の
罪
が
、

しヽ

「
最
高
の
自
由
は
魂
の
美
し
さ
の
消
極
的
な
属
性
で
あ
る
。
即
ち
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
一
切
を
放
棄
す
る
可
能
性
で
あ
る
。

(
1
8
)
 

一
切
の
運
命
を
越
え
た
崇
高
さ
に
最
高
の
不
幸
な
る
運
命
が
合
一
し
う
る
」
と
。
美
し
き
魂

生
か
ら
逃
げ
る
さ
る
こ
と
、

「
生
は
彼
に
対
し
て
不
誠
実
に
な
っ
た
が
、
彼
が
生
に
不
誠
実
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は

(
1
4
)
 

生
か
ら
逃
れ
て
も
生
を
傷
つ
け
た
わ
け
で
は
な
い
」
。

引
き
こ
も
り
、
生
を
敵
に
廻
す
前
に
、
運
命
を
自
分
に
向
か
っ
て
怒
り
立
た
せ
る
前
に
、

(16) 

ス
は
「
最
も
完
全
な
運
命
」
か
ら
も
逃
げ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
自
己
減
却
」
と
は
そ
れ
自
身
最
高
の
罪
で
あ
り
、
最
高
に
不
幸
な
運
命
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
あ
た
か
も
は
に
か
み
草
の
よ
う
に
、

「
真
の
美
し
き
魂
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
苦
悩
な
き
権
利
の
止
揚
、
即
ち
権
利
の
喪
失
と
闘
争
と
を
生
き
生
き
と
し
て

(13) 

(

1

1

)

 

自
由
に
越
え
る
と
い
う
態
度
が
出
現
す
る
」
。
端
的
に
い
え
ば
、
美
し
き
魂
と
は
「
自
ら
を
救
う
た
め
に
自
己
を
殺
す
」
、
「
自
己
滅
却
」

彼
は
触
れ
ら
れ
れ
ば
い
つ
も
自
分
の
中
に

(15) 

彼
は
生
か
ら
逃
げ
て
了
ぅ
」
。
こ
う
し
て
イ
エ

(
1
7
)
 

「
彼
は
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
運
命
を
越
え
た
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

(
d
i
e
 
S
e
l
b
s
t
t
i
.
i
t
u
n
g
)

の
精
神
で
あ
る
。

(

9

)

 

-
」
し
た
の
が
、

マ
リ
ア
の
美
し
き
魂
は
愛
に
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も
の
は
愛
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
よ
う
に
従
属
へ
の
復
帰
で
は
な
く
て
解
放
で
あ
り
、
支
配
の
再
認
で
は
な
く

て
生
命
あ
る
紐
帯
、
愛
の
精
神
、
相
互
信
頼
の
再
生
に
お
け
る
支
配
の
止
揚
で
あ
り
、
支
配
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
最
高
の
自
由
で
あ

（
町
）

る
」
。
し
か
し
こ
の
崇
高
な
愛
に
も
制
限
が
あ
る
。

全
な
本
性
で
あ
る
。
幸
福
な
愛
の
瞬
間
に
は
客
体
性
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
各
々
の
反
省
は
愛
を
止
揚
し
、
客
体
性
を
回
復
し
、
そ
れ

と
共
に
再
び
制
限
の
領
域
が
始
ま
る
。
か
く
し
て
宗
教
的
な
も
の
は
愛
の

T
i
i
p
eミ

a
（
反
省
と
愛
が
合
一
さ
れ
、
両
者
が
結
び
つ
け
て
考

え
ら
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。
愛
の
直
観
は
完
全
性
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
見
え
る
が
そ
れ
は
―
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
直
観
し
表
象
す
る

も
の
は
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
制
限
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
受
容
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
客
体
は
し
か
し
無
限
者
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

(28) 

無
限
者
を
こ
う
い
う
器
に
入
れ
て
運
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
宗
教
は
愛
の
補
完
で
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、

(
2
9
)
 

ま
だ
宗
教
で
は
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
愛
を
制
限
づ
け
る
も
の
は
、

「
愛
に
お
け
る
和
解
は
、

(25) 

「
愛
に
お
い
て
生
は
自
己
自
身
を
再
び
見
出
す
」
。

佃

愛

の

制

限

な
ら
な
い
。

こ
こ
で
み
る
か
ぎ
り
、
再
び
無
限
な
る
客
体
、

即
ち
死
せ
る
も
の
で

「
愛
は

「
愛
は
道
徳
性
の
圏
内
の
諸
制
限
を
止
揚
す
る
。

し
か
し
愛
そ
の
も
の
は
ま
だ
不
完

そ
の
運
命
が
生
に
内
在
す
る
運
命
を
越
え
た
「
完
全
な
運
命
」
で
あ
る
と
き
、
愛
は
も
は
や
不
充
分
で
あ
り
、
生
を
越
え
た
死
が
、

己
滅
却
」
が
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
引
用
し
た
ご
と
く
、

(24) 

を
宗
教
が
止
揚
す
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
イ
ェ
ス
の
道
徳
は
イ
ニ
ス
の
宗
教
へ
と
、

「
生
は
自
己
自
身
と
分
裂
し
、

イ
ニ
ス
の
愛
は
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
お
け
る
死
へ
と

進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
考
察
す
る
前
に
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
愛
の
制
限
」
と
は
何
か
を
考
察
し
て
お
か
ね
ば

(26) 

そ
し
て
再
び
合
一
す
る
」
。
生
の
弁
証
法
を
支
え
る

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
「
心
術
の
制
限
を
愛
が
止
揚
し
、
愛
の
制
限

「自
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う
し
て
、

愛
が
自
己
自
身
に
閉
じ
籠
る
と
は
、

れ
な
い
し
、

(
3
2
)
 

命
」
で
あ
る
。

愛
が
自
己
の
有
効
範
囲
を
自
ら
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
各
人
が
多
く
の
財
産
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
、

う
に
述
べ
て
い
た
。

し
て
ど
ち
ら
の
分
離
さ
れ
た
者
も
―
つ
の
生
け
る
も
の
の
一
器
官
で
あ
る
」
と
い
う
状
態
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
述
べ
た
後
、
次
の
よ

「
と
こ
ろ
が
そ
の
他
、
愛
す
る
者
た
ち
も
多
く
の
死
せ
る
も
の
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
各
々
の
愛
す
る
者
に
は
多
く
の
事
物

が
所
属
し
て
い
る
。
即
ち
彼
は
関
係
者
自
身
に
と
っ
て
さ
え
も
、
対
立
せ
る
も
の
、
諸
客
体
で
あ
る
よ
う
な
対
立
せ
る
も
の
ご
と
と
関
係

を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
は
財
産
と
権
利
の
多
様
な
取
得
と
占
有
に
お
い
て
な
お
多
様
な
対
立
関
係
に
入
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
。
客
体
的
な
る
も
の
、
死
せ
る
も
の
と
は
具
体
的
に
は
各
人
の
財
産
と
所
有
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
関
心
と
思
考
の
か
く
も
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
愛
し
合
う
者
た
ち
も
彼
ら
の
関
係
の
こ
の
側
面
を
反
省
す
る
こ

と
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
す
で
に
使
用
が
共
同
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
所
有
の
権
利
は
こ
れ
に
よ
っ
て
な
ん
ら
決
定
さ
れ

(
3
0
)
 

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
利
の
思
想
は
実
際
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
。

を
見
出
す
の
で
あ
る
。
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
山
上
の
垂
訓
に
お
い
て
イ
ェ
ス
が
財
産
を
軽
視
し
た
こ
と
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
、
次
の
よ

「
財
産
と
い
う
運
命
は
私
た
ち
に
と
っ
て
余
り
に
も
強
力
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
ほ
耐
え
ら

(31) 

そ
れ
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
私
た
ち
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
。

有
に
関
し
て
は
、
美
し
き
魂
と
し
て
自
分
の
中
に
引
き
籠
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(34) 

「
愛
は
少
数
の
者
に
限
ら
れ
る
」
。
こ

(
3
5
)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
や
が
て
愛
は
「
家
族
」
の
間
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
財
産
と
所
有
は
ヘ
ー

゜
う
、ヽ>

こ、"’.

う

「
愛
」
と
題
さ
れ
た
断
片
十
番
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ほ
具
体
的
に
は
一
体
何
か
。

財
産
は
愛
を
襲
う
、

(33) 

愛
は
ま
す
ま
す
自
分
自
身
へ
と
制
限
さ
れ
る
」
。

死
せ
る
も
の
、

即
ち
、
愛
は
財
産
と
所

「
最
大
の
運

愛
は
所
有
と
財
産
に
越
え
難
い
客
体

「
所
有
と
財
産
が
人
間
の
、

「
愛
し
合
う
者
た
ち
の
合
一
は
一
方
は
愛
す
る
者
、
他
方
は
愛
さ
れ
る
者
と
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ゲ
ル
の
考
え
て
い
た
生
と
愛
の
弁
証
法
を
破
る
死
せ
る
客
体
で
あ
る
。
こ
の
客
体
に
対
し
て
は
、

イ
エ
ス
の
道
徳
は
止
揚
さ
れ
る
で
あ
ろ

「
イ
ニ
ス
が
友
人
た
ち
か
ら
別
れ
る
に
当
っ
て
、
愛
の
狸
宴
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
。
愛
は
ま
だ
宗
教
で
は
な

い
。
だ
か
ら
こ
の
萎
宴
も
本
格
的
な
宗
教
的
行
事
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
構
想
力
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
た
愛
に
お
け
る
合
一
の
み
が

(
3
6
)
 

宗
教
的
崇
敬
の
対
象
た
り
う
る
か
ら
で
あ
る
」
。

葡
萄
酒
と
い
う
「
客
体
的
な
も
の
も
現
れ
、
こ
れ
と
感
覚
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
が
、

愛
の
興
宴
に
お
い
て
、
パ
ン
と

(
3
7
)
 

―
つ
の
像
へ
と
合
一
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
。

の
で
あ
る
。

パ
ン
と
葡
萄
酒
は
食
さ
れ
飲
ま
れ
て
消
失
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
愛
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
は
充
分
客
体
的
と

(38) 

な
ら
な
い
」
。
「
神
的
な
も
の
は
そ
れ
が
神
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
わ
れ
た
り
飲
ま
れ
た
り
す
る
も
の
の
形
態
で
は
存
在
し
え
な

(

3

9

)

(

4

0

)
 

い
」
。
そ
こ
で
は
「
信
心
は
不
完
全
で
あ
り
、
あ
る
神
的
な
も
の
が
約
束
さ
れ
は
し
た
が
、
口
の
中
で
融
け
て
了
っ
た
」

愛
の
道
徳
に
立
つ
か
ぎ
り
、
最
高
の
立
場
は
美
し
き
魂
の
立
場
で
あ
る
。
美
魂
の
主
た
ち
は
一
座
を
設
け
、
そ
の
中
で
は
互
い
に
魂
を

承
認
し
合
っ
て
、
あ
る
い
は
「
精
神
に
よ
る
精
神
の
認
識
」
が
成
立
し
て
、
友
愛
の
強
い
絆
が
生
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、

美
し
き
魂
は
そ
れ
を
襲
う
怖
る
べ
き
客
体
的
な
も
の
を
前
に
し
て
は
、
逃
げ
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
自
己
に
閉
じ
籠
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。
美
し
き
魂
の
女
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
る
。

マ
リ
ア
の
塗
る
香
油
に
、

体
的
な
も
の
に
破
れ
る
が
、

い
ま
だ
美
し
き
魂
に
逹
し
え
な
い
イ
エ
ス
の
弟
子
は
そ
の
値
の
高
酒
を
惜
し
み
、
客

イ
ェ
ス
自
身
と
マ
リ
ア
と
は
客
体
的
な
も
の
か
ら
は
逃
れ
、
魂
と
魂
の
相
互
承
認
に
至
り
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
美
し
き
魂
は
客
体
的
な
も
の
か
ら
は
逃
れ
去
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
客
体
的
な
も
の
は
そ
の
ま
ま
生
と
愛
の
外
側
に
無
傷
で

皿
道
徳
か
ら
宗
教
へ
（
最
後
の
晩
餐
）

愛
ほ
構
想
力
に
よ
っ
て
客
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

う
。
イ
ニ
ス
は
道
徳
か
ら
宗
教
へ
進
む
の
で
あ
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

つ
あ
り
、
晩
餐
は
閉
会
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
自
己
滅
却
」
、
十
字
架
に
お
け
る
死
が
、
愛
を
破
っ

残
る
で
あ
ろ
う
。
逃
げ
去
る
こ
と
も
、
客
体
的
な
も
の
に
破
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
愛
の
道
徳
は
挫
折
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
愛
の
逍
徳
は
客
体
的
な
も
の
を
再
び
内
在
化
す
る
立
場
に
昂
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
愛
は
単
に
主
体
的
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
客
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
客
体
化
さ
れ
た
愛
の
立
場
が
、
そ
の
立
場
が
客
体
的
な
る
も
の
を
克
服
で
き
る
か

否
か
は
別
と
し
て
、
あ
る
い
は
イ
エ
ス
の
宗
教
も
客
体
的
な
も
の
に
挫
折
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
進
徳
よ
り
一
段
と
高
い
宗
教
の
立

場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
客
体
的
な
る
も
の
と
は
、
美
し
き
魂
の
美
し
さ
を
破
る
よ
う
な
客
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ア
の
香
油
で
は
な
く
、

お
そ
ら
く
ユ
ダ
の
金
銭
欲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
前
に
し
て
は
、
美
し
き
魂
の
と
り
う
る
途
は
死
に

至
る
途
で
し
か
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
死
は
、
客
体
的
な
も
の
の
力
を
破
る
意
義
を
も
つ
。
死
は
生
の
単
な
る
否
定
で
は

な
く
、
生
が
生
に
至
る
自
己
回
復
の
媒
介
的
否
定
の
意
義
を
担
う
か
ら
で
あ
る
。
美
し
き
魂
の
「
自
己
滅
却
」
と
は
凡
そ
以
上
の
よ
う
な

意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
死
に
至
る
前
に
、

イ
ニ
ス
は
最
後
の
晩
餐
を
催
し
た
。
そ
こ
で
は
媒
介
と
し
て
。
ハ
ン
と
葡
萄
酒
が
供
さ

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
充
分
に
客
体
的
な
意
義
を
も
ち
え
な
い
。
美
し
き
魂
は
ま
だ
宗
教
に
昇
華
し
え
な
い
。
イ
ニ
ス
の
死
は
迫
り
つ

(

4

1

)

 

「
信
仰
と
は
精
神
に
よ
る
精
神
の
認
識

(
e
i
n
e
E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
 d
e
s
 
G
e
i
s
t
e
s
 
<
l
u
r
c
h
 
G
e
i
s
t
)

で
あ
る
」
。
道

徳
的
な
愛
の
立
場
は
、
精
神
（
霊
）
の
立
場
へ
日
咋
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
具
体
的
に
は
、

し
て
十
字
架
に
か
か
る
人
に
、
即
ち
霊
的
存
在
へ
と
姿
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
客
体
的
な
も
の
を
越
え
う
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
。
ハ
ン
と
葡
萄
酒
と
い
う
像
で
は
な
く
、
十
字
架
に
お
け
る
死
と
い

う
像
に
お
い
て
、
楠
想
力
は
宗
教
に
至
り
う
る
「
形
像
化
さ
れ
た
愛
」
を
見
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
生
の
弁
証
法
は
精
神
の
弁
証
法
へ
と

至
り
つ
つ
あ
る
。
次
に
我
々
は
イ
ニ
ス
の
宗
教
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
ニ
ス
は
愛
す
る
人
か
ら
「
自
己
滅
却
」
を
通 マ
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注
本
稿
は
『
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
媒
介
の
思
想
』
日
、
⇔
、
国
、
四
、
⑮
、
（
「
哲
学
論
叢
」
第
一
号
、
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座

発
行
昭
和
五
二
年
、
「
哲
学
論
叢
」
第
一
―
一
号
昭
和
五
三
年
、
「
哲
学
論
叢
」
第
六
号
昭
和
五
五
年
、
「
哲
学
論
叢
」
第
八
号
昭
和
五
六
年
、

「
哲
学
論
叢
」
第
十
号
昭
和
五
七
年
）
に
続
く
第
六
稿
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
前
五
篇
を
引
用
す
る
場
合
、
前
稿
日
、
前
稿
⇔
の
ご
と
く
引
用
す
る
。

猶
、
本
論
文
の
全
体
は
次
の
ご
と
き
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

一
、
カ
ソ
ト
と
の
関
係

A
、
カ
ン
ト
哲
学
の
回
顧
（
前
稿
H
)

B
、
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
傾
倒
と
批
判

一
、
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
資
質
（
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ソ
時
代
）
（
前
稿
⇔
）

二
、
ベ
ル
ソ
期
の
イ
エ
ス
像
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
主
義
）
（
前
稿
国
、
四
）

三
、
『
最
古
の
体
系
計
画
』
に
つ
い
て
（
前
稿
箇
）

四
、
フ
ラ
ソ
ル
フ
ル
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
）

五
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論

ま
た
本
稿
及
び
次
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
）

一
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
精
神
と
そ
の
運
命
（
本
稿
）

1

ア
プ
ラ
ハ
ム
の
精
神

II

モ
ー
セ
の
精
神

III

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命

二
、
イ
ニ
ス
の
精
神
と
そ
の
運
命

イ
エ
ス
の
道
徳
（
本
稿
）

イ
エ
ス
の
宗
教
（
次
稿
）

イ
ニ
ス
の
運
命
（
次
稿
）

III II 

（
本
稿
、
及
び
次
稿
、
続
稿
）
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(

1

)

前
稲
包
一
頁

(
2
)
前
稿
⑮
十
一
頁
、
J
•H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
;
 D
o
k
u
m
e
n
t
e
 z
u
 H
e
g
e
l
s
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 1
9
3
6
,
 S. 2
1
9
.
 

(
3
)
前
稿
⑮
十
二
頁
、
J
•H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
;
 E
b
e
n
d
a
,
 S. 2
2
0
.
 

‘
 

(

4

)

 

D
e
r
 G
e
i
s
t
 d
e
s
 
C
h
r
i
s
t
e
n
t
u
m
s
 u
n
d
 S
e
i
n
 Schicksal, 
hrsg. 
v
o
n
 H• 

N
o
h
l
;
H
e
g
e
l
s
 
t
h
e
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 
J
ぶ
g
e
n
d
s
c
h
r
i
f
t
e
n
,
S. 2
4
3
 |
 

s. 3
4
2
.
 

以
下
こ
の
担
か
ら
の
引
用
は

N
o
h
!
と
略
記
す
る
。

G
.
S
c
h
 tiller; 
N
 ur
 C
h
r
 g
 
ologie 

g
 
n
 H
e
g
e
l
s
 Jugendschriften• 

1
9
6
3
,
 

H
e
g
e
l
 |
 Studien, 
B
d
.
 II, 
S. 1
3
2
.
 

序
論 三

、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
（
次
稿
）

猶
、
本
稿
の
中
、
「
イ
ニ
ス
の
道
徳
」
の
構
成
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

1

イ
ニ
ス
の
逝
徳

m
ィ
エ
ス
の
登
場

価
イ
エ
ス
の
道
徳
と
カ
ソ
ト
の
道
徳
律

伽
愛
の
道
徳

2

愛

と

生

m
愛生

~
~
 

.
l
 

.
I
 

・
~

皿
愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解

3
美
し
き
魂

田
美
し
き
魂

佃
愛
の
制
限

価
道
徳
か
ら
宗
教
へ
（
最
後
の
晩
餐
）



31 

(

5

)

本
論
文
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
重
大
な
諸
断
片
の
考
察
は
省
略
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
断
片
の
研
究
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
細
谷
貞
雄
教
授
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
。
細
谷
貞
雄
『
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
』
一
九
七
一
年
。
論
者
は
細
谷
教
授
の
こ
の
書
か
ら
多
く
の
教
示
と
示
唆
を
受
け
た
。
記

し
て
心
か
ら
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。
猶
、
拙
稿
「
書
評
、
細
谷
貞
雄
著
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
」
(
-
九
七
二
年
「
未
来
六
六
号
」
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

(

6

)

細
谷
、
前
掲
書
一
六
四
頁

(

7

)

こ
の
「
客
体
化
さ
れ
た
愛
」

(
V
g
l
.
,
N
o
h
l
;
S
.
 2
9
7
)

「
形
像
化
さ
れ
た
愛
」

(
N
o
h
l
;
S
.
3
3
4
)

の
概
念
は
金
子
武
蔵
教
授
に
よ
っ
て
重
大
視
さ
れ

る
。
金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
』
一
九
四
四
年
、
一
四
五
頁
、
論
者
は
金
子
教
授
の
こ
の
書
か
ら
も
多
大
の
教
示
を
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意

を
表
し
た
い
。

(

8

)

 

N
o
h
l
;
S
.
3
8
9
.
 

(

9

)

 

V
g
l
.
,
 
T. H
a
e
r
i
n
g
;
H
e
g
e
l
,
 
s
e
i
n
 
W
o
l
l
e
n
 t
t
n
d
 s
e
i
n
 
W
e
r
k
e
,
 
1
9
2
9
,
 
B
d
.
 I. 
S
.
 3
0
3
.
 

(

1

)

、（
2
)、（
3
)
N
o
h
l
;
 S
.
 2
4
3
.
 
ノ
ー
ル
編
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
既
に
数
種
の
翻
訳
が
あ
る
。

そ
の
中
、
論
者
は
中
埜
肇
教
授
の
訳
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
中
埜
肇
訳
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
（
『
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
11
』

所
収
）
、
一
九
七
四
年
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

(

4

)

 

N
o
h
l
;
 S
.
 2
1
9
.
 

(

5

)

、（
6
)
、（
7
)
N
o
h
l
;
S
.
 2
1
4
.
 
前
稿
四
三
四
頁

(

8

)

 

N
o
h
l
;
 S
.
 2
2
4
.
 

(

9

)

 

N
o
h
l
;
 S
.
 2
2
0
.
 
前
稿
四
三
七
頁

(
1
0
)
 

N
o
h
!
;
 S
.
 2
3
7
.
 
前
稿
四
三
九
頁

(
1
1
)
 

N
o
h
l
;
 S
.
 2
2
7
,
 
S
.
 2
5
0
,
 
S
.
 3
7
3
,
 
S
.
 3
7
5
.
 

(
1
2
)
 

N
o
h
l
;
 S
.
1
5
4
.
 
前
稿
四
一
九
頁

第
一
章
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5

0

)

 

N
o
h
!
;
 S
.
 2
9
3
.
 

(
5
1
)
 

N
o
h
!
;
 S
.
 2
7
7
.
 

(

5

2

)

、（
53)
、（
54)

N
o
h
!
;
 S
.
 2
9
4
.
 

(
5
5
)
 

N
o
h
!
;
 S
.
 2
9
3
.
 

(

5

6

)

、（
57)

N
o
h
!
;
 S
.
 2
9
5
.
 

(

5

8

)

 

N
o
h
!
;
 S
.
 2
9
3
.
 

(

5

9

)

、（
60)
、（
61)

N
o
h
!
;
 S
.
 2
9
5
.
 

第
二
章
の

2

(

1

)

 

N
o
h
!
;
 S
.
1
8
.
 

前
稲
白
、

1

一
五
頁

(2)W• 

D
i
l
t
h
e
y
;
 D
i
e
 J
u
g
e
n
d
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 H
e
z
e
l
s
,
 1
9
0
5
,
 
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 IV. S
.
 9
6
.
 

T. H
a
e
r
i
n
g
;
 E
b
e
n
d
a
,
 S
.
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6
6
£
.
 

こ
の
断
片
十
番
は
、

G
・
シ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
最
初
は
一
七
九
七
年
十
一
月
に
書
か
れ
、
一
七
九
八
年
か
ら
九
九
年
の
冬
に
か
け
て
手
を
加
え
ら

れ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
断
片
は
大
変
大
事
な
思
想
を
多
く
含
む
が
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
愛
の
制
限
に
ふ
れ
て
い
る
点
で
特
に
注
目
に
値

す
る
。
従
っ
て
、
単
純
に
「
愛
の
讃
歌
」
と
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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d
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.
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S
.
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4

前
稿
口
十
八
頁
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（
未
完
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一
九
八
三
年
一
月
）
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、
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愛
を
家
族
の
原
理
に
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
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3

6

)
、
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『
法
哲
学
』
で
完
成
す
る
。

（
文
学
部
教
授
）




