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|
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d
e
r
l
i
n
 
:
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p
e
r
i
o
n
 

周
知
の
よ
う
に
、
「
媒
介
」

(
V
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
)

と
い
う
概
念
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
み
ず
か
ら
の
哲
学
の
独
自
性
を
自
覚
す
る
過
程
で
鍛

(

1

)

 

え
あ
げ
て
い
っ
た
概
念
で
あ
る
。
「
存
在
は
絶
対
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
」

(III.3
9
)

と
い
う
命
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
若
き
日
の
思
想

的
紆
余
曲
折
を
経
て
到
達
し
た
根
本
命
題
で
あ
る
。
す
べ
て
の
事
象
は
匝
接
的
に
存
在
し
て
い
る
と
共
に
他
の
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
て
い
る
ー
~
こ
の
こ
と
を
全
存
在
に
わ
た
っ
て
証
示
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
が
成
立
す
る
°

あ
れ
、
自
然
の
中
で
あ
れ
、
精
神
の
中
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ど
こ
で
あ
れ
直
接
性
と
共
に
媒
介
を
含
ま
な
い
よ
う
な
も
の
ほ
何
ひ
と
つ

と
し
て
存
在
し
な
い
」
(
V
.
6
6
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
中
に
、
近
代
に
お
い
て
決
定
的
な
形
で
現
わ
れ
て
き
た

人
問
と
神
と
の
い
わ
ば
縦
の
分
裂
と
、
人
間
と
自
然
、
人
問
と
人
問
と
の
横
の
分
裂
か
か
る
縦
横
の
二
元
的
分
裂
を
「
媒
介
」

論
に
よ
っ
て
止
揚
し
、

る
意
味
で
、
「
媒
介
」
は
「
直
接
性
」
と
共
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
全
体
を
貫
い
て
い
る
赤
い
糸
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

序

一
に
し
て
全
な
る
透
明
な
神
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か

ヘ
ー
ゲ
ル
「
媒
介
」

論
の
成
立
①

大

田

ヘ
ー
ゲ
ル
固

孝

太

郎

「
天
上
で
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有
限
者
と
絶
対
者
の
同
一
性
を
「
学
」
と
し
て
論
理
化
す
る
こ
と
を
哲
学
の
使
命
と
見
定
め
て
い
た
。
「
絶
対
者
は
、
現
象
そ
の
も
の

の
中
に
み
ず
か
ら
を
定
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
現
象
を
無
化

(
v
e
r
n
i
c
h
t
e
n
)
す
る
の
で
は
な
く
、

れ
ば
な
ら
な
い
」
(

I

L

4
8
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
。
有
限
者
（
現
象
）
は
、
み
ず
か
ら
の
自
足
的
で
絶
対
的
や
あ
り
方
を
否
定
し
、

か
か
る
否
定
の
遂
行
の
う
ち
に
、
み
ず
か
ら
が
「
絶
対
者
と
の
関
連
に
お
い
て
存
立
す
る
」

(II.
2
6
)

こ
と
を
、
そ
れ
自
身
に
即
し
て

証
示
し
て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
哲
学
の
課
題
」
は
、
我
々
の
前
に
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
有

限
な
存
在
、
即
ち
「
既
成
存
在
」

(
d
a
s
G
e
w
o
r
d
e
n
s
e
i
n
)
 (II. 2
2
,
 
V
 
g
l
.
 III. 1
8
1
)
を
、
そ
の
「
生
成
」
（
~
e
r
d
e
n
)

及
び
「
産
出
」

(
P
r
o
d
u
z
i
e
r
e
n
)
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
絶
対
者
の
中
へ
定
立
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

(
Vg
l
.
 
II. 2
2
,
 2
5
)
。
か
か
る
形

而
上
学
的
世
界
観
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
媒
介
論
が
成
立
し
て
き
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
「
媒
介
」
と
は
何
よ
り
も
上
記
の
よ

を、 有
の
用
語
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
即
自
」
と
「
対
自
」
、
「
実
体
」
と
「
主
体
」
、
「
確
信
」
と
「
真
理
」
等
々
と
い
っ
た
一
対
の

概
念
も
、
す
べ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
存
在
を
そ
の
直
接
性
と
媒
介
性
の
統
一
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す

る
と
言
え
よ
う
0

あ
ら
ゆ
る
事
象
が
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
面
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
存
在
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
媒
介
さ
れ
た
存
在

(11
有
限
な
存
在
）
は
、
み
ず
か
ら
の
直
接
的
で
自
存
的
な
あ
り
方
を
否
定

し
て
他
者
と
関
係
せ
ざ
る
を
え
ず
、
同
時
に
か
か
る
関
係
に
お
い
て
の
み
、
み
ず
か
ら
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
い
か
な

る
も
の
も
、
も
っ
ば
ら
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
」

(II.
2
3
9
)

と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
周
知
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の

形
而
上
学
的
世
界
観
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
イ
ェ
ー
ナ
期
以
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
有
限
者

(II
被
制
約
者
）

「
絶
対
者
の
現
象
」
(

I

L

1
7
,
 2
0
,
 2
5
,
 u
s
w
.
)
と
し
て
把
握
し
、
有
限
者
の
自
己
否
定
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
一
性
に
ま
で
構
成
し
な
け
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る
°
従
っ
て
こ
こ
で
は
、

で
あ

自
我
が
対
自
的
な
自
我
と

『
精
神
現
象
学
』
の
序
文
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
媒
介
」
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
「
媒
介
と
は
、
自
己
運
動
す
る
自
己
同

等
性

(
d
i
e
s
i
c
h
 b
e
w
e
g
e
n
d
e
 S
i
c
h
s
e
l
b
s
t
g
l
e
i
c
h
h
e
i
t
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
即
ち
媒
介
と
は
、
自
己
自
身
へ
の
反
省

(
d
i
e
R
e
f
l
e
 ,
 

ィ
ッ
ヒ

x
i
o
n
 i
n
 s
i
c
h
 s
e
l
b
s
t
)

で
あ
り
、
対
自
的
に
存
在
す
る
自
我
と
い
う
契
機
で
あ
り
、
純
粋
な
否
定
性

(
d
i
e
r
e
i
n
e
 N
e
g
a
t
i
v
i
t
i
i
t
)

で
あ

り
、
あ
る
い
は
純
粋
な
抽
象
に
ま
で
下
ろ
せ
ば
、
単
純
な
生
成

(
d
a
s
e
i
n
f
a
c
h
e
 
W
 
e
r
d
e
n
)

で
あ
る
」

(III.
2
5
)

。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル

が
「
媒
介
」
を
、
「
（
自
己
自
身
へ
の
）
反
省
」
、
「
（
純
粋
な
）
否
定
性
」
、
「
（
単
純
な
）
生
成
」
と
等
置
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き

（
直
接
的
な
も
の
）
が
み
ず
か
ら
の
自
存
的
で
自
己
同
一
的
な
あ
り
方
を
「
否
定
」
し
、
他
者
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
己
反

省
」
的
に
な
り
、
か
か
る
「
否
定
性
」
を
介
し
て
み
ず
か
ら
が
絶
対
者
へ
と
統
一
づ
け
ら
れ
、
絶
対
者
の
中
へ
と
「
生
成
」
す
る
こ
と

で
あ
る
。
特
に
『
精
神
現
象
学
』
の
課
題
は
、
自
我
と
対
象
の
同
一
性
を
、
両
者
の
相
互
媒
介
の
運
動
を
通
じ
て
論
証
す
る
こ
と
に
あ

「
媒
介
」
と
は
自
我
が
対
象
を
介
し
て
自
己
同
一
性
を
保
持
す
る
運
動
で
あ
り
、

し
て
「
生
成
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
媒
介
」
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
「
反
省
」
（
区
別
）
が
、
そ
の
本
質
的
な
モ
メ
ン
ト
を
な
し
て
い
る
こ

と
に
改
め
て
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
°
媒
介
関
係
が
成
立
す
る
の
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
関
係
す
る
両
項
が
、
「
相
互
に
他
者
」

り
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
統
一
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
「
統
一
」
は
「
直
接
性
の
関
係
」
な
の
で
あ
る

(

2

)

 

(
V
 gl.
 
III. 4
8
2
)
 0

媒
介
は
ま
ず
「
区
別
」
を
意
味
す
る
に
し
て
も
、
勿
論
そ
れ
は
、
「
統
一
」
を
排
除
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
区
別
の
側
面
こ
そ
統
一
を
引
き
起
こ
す
原
動
力
だ
か
ら
で
あ
る

(
Vg
l
.
 
III. 2
9
,
 VI. 2
8
5
£
.
 u
s
w
.
)
。
従
っ
て
媒
介
は
区
別

で
あ
ろ
う
0

上
記
の
引
用
文
と
、

先
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
的
世
界
観
と
を
重
ね
合
せ
て
考
え
れ
ば
、

「
媒
介
」
と
は
、

有
限
者

う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
界
解
釈
の
論
理
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
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う
現
実
認
識
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
反
省
」
概
念
に
注
目
し
、

(

3

)

 

の
面
と
統
一
の
面
を
同
時
に
含
む
も
の
で
あ
る
。
「
媒
介
そ
の
も
の
の
止
揚
で
あ
る
よ
う
な
媒
介
」

(V.
6
8
)

と
い
う
媒
介
の
本
性
は
、

か
か
る
媒
介
の
二
重
性
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

い
る
こ
と
で
あ
り
、
区
別
さ
れ
た
も
の
か
ら
の
出
現
で
あ
る
」

(VIII.
1
8
3
,
 V
 
g
l
.
 
V
.
 75
,
 VIII. 5
6
)

と
表
現
し
て
も
い
る
°
要
す
る

に
、
媒
介
と
は
関
係
す
る
両
項
を
、
「
区
別
さ
れ
た
も
の
の
関
係
」

(V.
7
5
)

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

彼
の
「
媒
介
」
概
念
に
そ
の
独
自
の
意
味
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
か
か
る
「
区
別
」
あ
る
い
は
「
反
省
」
の
概
念
の

積
極
的
な
意
味
に
気
付
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
に
お
い
て
、

そ
れ
と
共
に
彼
の
媒
介
論
を
鍛
え
あ
げ
て
い
っ
た
経
緯
を
彼
の
青
年
時
代
の
思
想
的
苦
闘
の
中
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

思
想
的
出
発
点

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
思
想
的
出
発
点
か
ら
持
ち
続
け
て
い
た
根
本
的
経
験
は
、
彼
も
そ
の
中
で
生
を
受
け
て
い
る
近
代
に
お
い
て
、
人

問
は
抑
圧
さ
れ
た
自
由
の
も
と
に
あ
り
、

み
ず
か
ら
の
主
体
的
な
本
質
を
、
自
己
に
疎
遠
な
彼
岸
の
う
ち
に
喪
失
し
て
、
自
己
と
他
者

と
の
、
あ
る
い
は
此
岸
と
彼
岸
と
の
「
分
裂
」
と
「
対
立
」
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

G
・
ロ
ー
ル
モ
ー
ザ
ー
も

(

4

)

 

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
間
の
生
存
が
、
歴
史
的
、
社
会
的
に
、
ま
た
精
神
的
、
宗
教
的
に
自
分
自
身
の
も
と
に
は
な
い
」
と
い

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
出
発
点
を
な
す
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
求
め
た
も
の
は
、
彼
の
青
年
時
代
の

言
葉
を
援
用
し
て
言
え
ば
、
「
人
間
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
再
建
」

(N.
2
6
6
)

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う

(
Vg
l
.
 
II. 1
2
1
)

。

彼
が
青
年
時
代
の
宗
教
に
関
す
る
諸
論
稿
に
お
い
て
、
「
民
族
宗
教
」
や
「
イ
ニ
ス
の
宗
教
」
に
託
し
て
求
め
た
も
の
は
、
ま
さ
に
か

(

5

)

 

か
る
人
間
の
全
体
性
の
回
復
、
言
い
換
え
れ
ば
人
間
の
自
由
の
実
現
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
所
謂
「
青
年
時
代
の
理

「
媒
介
と
は
、

第
一
の
も
の
か
ら
第
二
の
も
の
へ
超
え
出
て
し
ま
っ
て
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(

6

)

 

想
」
を
、
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
っ
て
「
分
裂
」
と
「
対
立
」
を
刻
印
づ
け
ら
れ
て
い
る
近
代
世
界
の
中
で
実
現
す
る
こ
と
を
、

ゲ
ル
が
哲
学
者
と
し
て
の
お
の
れ
の
使
命
と
み
な
し
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
「
人
間
の
生
か
ら
、

々
の
対
立
が
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
関
係
と
交
互
作
用
を
失
い
自
立
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
き
、
哲
学
の
要
求
が
生
ず
る
」

(

I

L

 2
2
)

。
人
間
の
生
の
「
分
裂
」
と
「
対
立
」
が
近
代
の
運
命
で
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
の
使
命
は
、

こ
の
よ
う
な
自
覚
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
生
じ
て
き
た
の
は
、
言
う
迄
も
な
く
彼
が
イ
ニ
ー
ナ
に
居
を
移
し
て
哲
学
者
と
し
て
第
一

歩
を
踏
み
出
し
始
め
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
か
か
る
問
題
意
識
は
、
そ
れ
以
前
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
、
ベ
ル

ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
連
の
宗
教
研
究
の
根
底
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

(

7

)

 

ぅ
°
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
ベ
ル
ン
期
に
、
「
神
に
近
づ
く
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
(
H
e
g
e
l
s
B
r
i
e
f
 a
n
 S
c
h
e
l
l
i
n
g
,
 1
7
9
5
.
8
.
3
1
.
)
 

と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
神
へ
の
接
近
を
、
「
実
践
理
性
が
現
象
界
に
命
令
を
く
だ
す
と
い
う

要
請
、
そ
の
他
の
要
請
の
満
足
に
あ
る
」
(
i
b
i
d
.
)
と
考
え
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
理
念
の
実
現
を
道
徳
的
な
実
践
の
う
ち
に
成
就
し
よ

不
可
能
性
の
故
に
神
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
カ
ン
ト
の
二
元
論
的
立
場
を
乗
り
超
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
か
か
る
直
接
的
な
立
場
を
止
揚
し
て
「
思
惟
規
定
」
に
よ
る
「
媒
介
」
の
立
場
に
立

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
か
か
る
問
題
が
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
要
な
問
題
関
心
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う

0

お
お
ま
か
に
言
っ
て
、

も
あ
れ
、
神
に
近
づ
き
う
る
た
め
に
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
立
場
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
理
念
の
実
現

一
切
の
媒
介
を
排
し
て
人
間
の
感
性
的
自
然
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
実
践
的
で
直
接
的
な
立
場

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
ま
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
前
者
（
直
接
性
）
の
立
場
に
立
ち
、
イ
エ
ー
ナ
期
以
後
は
、
明
確

う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
が
窺
え
る
。
こ
の
時
期
、

諸
矛
盾
を
全
体
と
し
て
止
揚
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

か
か
る
運
命
に
基
づ
く
諸
対
立

統
一
の
力
が
消
え
失
せ
、
諸

ヘ
ー
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ゲ
ル
の
宗
教
観
で
あ
っ
た
。
『
民
族
宗
教
論
』
の
中
で
、

に
後
者
（
媒
介
）
の
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な
る
。

「
感
性
」
（
「
心
情
」
、

「
想
像

H
•

ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』

フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
期
か
ら
イ
ニ
ー
ナ
期
に
か
け
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
宗
教
」
か
ら

「
哲
学
」
へ
の
か
の
「
転
回
」
も
、
彼
の
媒
介
論
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
°
若
き
日
の
「
直
接
性
」
の
立
場
か
ら
「
媒
介
」
の
立
場

へ
の
「
転
回
」
は
如
何
に
し
て
行
な
わ
れ
た
か
こ
の
こ
と
を
跡
‘
‘
つ
け
る
の
が
小
論
の
課
題
で
あ
る
。

『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
ー
|
「
媒
介
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
批
判

ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
の
宗
教
に
関
す
る
諸
論
稿
に
一
貫
し
て
い
る
彼
の
思
想
的
立
場
を
一
言
で
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
直

(

8

)

 

接
的
な
も
の
へ
の
信
頼
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

（
一
七
九
二

i
九
四
年
）
（
以
下
『
民
族
宗
教
論
』
と
略
す
）
と
題
さ
れ
た
論
稿
の
中
で
、

的
に
訴
え
か
け
る
の
で
な
け
れ
ば
人
々
の
精
神
を
教
化
し
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
宗
教
が
人
間
の
感
性
に
直
接

ヘ

ル

ツ

「
宗
教
ほ
心
情
に
訴
え
か
け

る
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
感
情
や
我
々
の
意
志
決
定
に
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
」
(
N
.
5
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
若
い
ヘ
ー

ヘ
ー
ゲ
ル
は
周
知
の
よ
う
に
二
つ
の
対
立
概
念
を
駆
使
し
な
が
ら
議
論
を
進

め
る
。
「
主
体
的
宗
教
」
と
「
客
体
的
宗
教
」
、
「
公
的
宗
教
」
と
「
私
的
宗
教
」
、
「
宗
教
」
と
「
神
学
」
、

カ
」
）
と
「
悟
性
」
（
「
記
憶
」
）
、
「
知
恵
」
（
W
e
i
s
h
e
i
t
)

と
「
知
識
」

(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)

等
々
。
前
者
が
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
中
に
あ
る

生
き
生
き
と
し
た
自
然
性
(
I
I
直
接
性
）
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
人
問
の
自
然
性
を
い
か
よ
う
に
か
抽
象
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
中
に
あ
る
道
徳
心
に
直
接
に
訴
え
か
け
る
の
を
阻
む
の
で
あ
る
。
前
者
は
人
間
の
中
に
あ
る
本
来
の
善
性
か

ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
人
間
の
本
性
の
う
ち
に
こ
そ
神
的
な
も
の
を
生
き
生
き
と
し
た
形
で
置
接
に
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
中
へ
、
道
徳
性
か
ら
生
じ
て
く
る
一
そ
う
繊
細
な
感
情
の
芽
を
植
え
つ
け
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神
と

「
神
に
つ
い
て
の
単
な
る
学
識
」
(
N
.
5
)

で
は
な

て
お
い
た
。
自
然
は
、
単
な
る
感
覚
―
よ
り
も
一
層
高
い
目
的
、
即
ち
道
徳
的
な
も
の
に
対
す
る
惑
受
性
を
人
間
の
中
へ
お
い
た
の
で
あ

(

9

)

 

る
。
こ
の
う
る
わ
し
い
芽
が
窒
息
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
…
…
…
…
そ
れ
が
教
育
と
教
養
の
仕
事
で
あ
る
」

(N.
8
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は

言
う
。
人
問
の
感
情
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
い
わ
ば
真
理
の
種
子
を
注
意
深
く
栽
培
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
問
の
精
神
の
中
に

神
的
な
も
の
を
見
い
出
さ
せ
る
こ
と
が
宗
教
の
任
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
感
性
こ
そ
が
人
問
の
一
切
の
行

動
や
努
力
の
主
要
な
ニ
レ
メ
ン
ト
」
(
N
.
4
)

だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
は
惑
性
的
な
宗
教
と
し
て
の
み
実
践
的
で
か
つ
教
化
的
で
あ
り
得

る
。
か
か
る
宗
教
は
、
「
国
民
の
精
神
の
高
揚
、
教
化
」
(
N
・
5
)

を
め
ざ
す
が
ゆ
え
に
必
然
的
に
「
民
族
宗
教
」
た
ら
ざ
る
を
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
宗
教
が
「
民
族
宗
教
」
と
し
て
人
々
の
魂
に
実
践
的
な
力
を
吹
き
込
む
た
め
に
は
、
そ
れ
は
直
接
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
確
信
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
神
の
認
識
も
、

く
、
人
々
の
道
徳
心
を
高
揚
さ
せ
る
実
践
的
な
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

「
神
の
認
識
は
、
人
間
の
遥
徳
的
本
性

の
中
に
、
実
践
的
欲
求
の
中
に
、
そ
の
根
源
を
も
っ
て
い
る
」
(
N
.
4
8
)

と
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
こ
こ
に
は
、
「
区
別
や
規
定
性
を

含
ま
な
い
神
」

(VIII.
234)
を
抽
象
的
な
悟
性
の
産
物
と
し
て
き
び
し
く
斥
け
、
「
理
性
に
よ
っ
て
神
を
認
識
す
る
こ
と
」
を
「
学
問

の
最
高
の
任
務
」

(
V
I
I
I
・
1
0
4
)
と
す
る
後
年
の
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
の
著
者
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
°
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
あ
た

か
も
老
年
ヘ
ー
ゲ
ル
を
叱
責
す
る
か
の
よ
う
に
言
う
。
「
私
が
宗
教
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
私
は
、
神
、
神
と
我
々
と
の
関
係
、

世
界
全
体
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
一
切
の
学
問
的
な
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
形
而
上
学
的
な
認
識
を
ま
っ
た
＜
捨
て
去
る
。
そ

う
い
う
認
識
は
、
も
っ
ば
ら
屁
理
屈
を
こ
ね
る
悟
性
が
た
ず
さ
わ
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
神
学
で
は
あ
っ
て
も
、
も
は
や
宗
教
で
は
な
い
」

(N. 8
)

。
有
限
者
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
形
而
上
学
的
な
認
識
」
は
、
「
媒
介
」
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
か
か
る
「
媒
介
」
的
認
識
は
、
「
屁
理
屈
を
こ
ね
る
悟
性
」
を
ふ
り
ま
わ
す
「
神
学
」
の
仕
事
と
し
て
真
向
か
ら
否
定
さ
れ
る
の



人
問
と
神
と
の
直
接
的
な
交
惑
を
防
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
実
践
的
な
行
為
へ
の
欲
求
を
圧
し
殺
す

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル
ソ
ー
に
与
し
て
、
人
々
の
意
志
に
働
き
か
け
る
道
徳
的
感
情
を
、
人
間
の
本
源
的
な
善
性
に
結
び
つ
け
る
。
「
我
々

の
本
性
の
う
ち
に
は
…
…
…
悪
い
傾
向
に
走
る
の
を
防
げ
、
人
間
が
な
し
得
る
最
善
の
も
の
を
要
求
す
る
よ
う
な
感
情
が
織
り
込
ま
れ

て
い
る
」
(
N
.
1
8
)
0

周
知
の
よ
う
に
、
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
人
間
の
本
性
の
善
性
へ
の
無
条
件
の
信
頼
が
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

の
基
本
的
な
視
角
で
あ
っ
た
。
「
善
(
d
rミ
0
合
）
は
我
々
と
共
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
説
教
に
よ
っ
て
は
教
え
込
ま
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
(
N
.
3
4
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ル
ソ
ー
の
口
吻
を
も
っ
て
語
る
。

宗
教
の
目
的
は
、
人
間
の
根
源
的
な
善
性
と
い
う
美
し
い
種
子
を
騰
い
育
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
神
学
的
偏
見
」

(N.

人
間
の
う
ち
に
あ
る
「
神
的
な
火
花
」

(
N
.
6
7

usw.)
を
開
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
無
限
に
完
全
な
も
の
へ
と
登
り
つ
め
る
勇
気
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
現

に
存
在
す
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
を
「
腐
敗
し
た
自
然
物
」
(
N
.
6
7
)

と
し
か
み
な
い
。
「
人
間
本
性
の
腐
敗
」
(
N
.
6
3
)

の
ゆ
え
に
、

人
間
は
自
分
の
力
で
は
神
的
な
も
の
や
善
性
に
あ
ず
か
れ
な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
前
提
を
、

4
3
)

と
し
て
批
判
を
控
え
な
い
。
人
間
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
で
直
接
に
至
福
に
与
か
る
能
力
を
持
た
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間

を
超
え
た
神
に
よ
っ
て
至
福
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
「
媒
介
」
を
通
し
て
の
み
可
能
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

「
人
間
が
道
徳
的
た
り
う
る
能
力
が
な
い
故
に
、
道
徳
性
が
至
福
を
得
る
た
め
の
最
上
の
条
件
た
り
え
ず
、
そ
れ
故
、
決
し
て
至
福
に

あ
ず
か
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
神
の
慈
悲
深
い
思
寵
に
よ
っ
て
、
人
間
に
で
も
ま
だ
可
能
な
別
の
要
素
が
代
り
に
置
か
れ
た
す

な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
信
仰
で
あ
る
」

(N.
6
4
)

。

(

1

0

)

 

「
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
信
仰
」
と
い
う
「
回
り
道
」

(
U
m
w
e
g
)
(N. 3
4
,
 5
9
,
 6
8
 usw.)
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

62

で
あ
る
。
「
媒
介
」
は
、

人
間
と
神
と
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
「
直
接
性
」
を
擁
護
す
る

の
絶
対
的
な
対
立
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
故
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
対
立
の
故
に
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
中
に
神
と
同
じ
精
神

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
神
に
近
づ
こ
う
と
す
れ
ば
、
「
神
人
」

(
G
o
t
t
m
e
n
s
c
h
)

(
N
.
 6
7
)

と
い
う
一

(
i
b
i
d
.
)

を
立
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
回
り
道
」
が
人
間
性
の
蔑
視
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
人

間
の
善
性
を
生
き
生
き
と
し
た
形
で
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
者
に
は
、
本
来
「
回
り
道
」
な
ど
存
在
す
べ
く
も
な
い
こ
と
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
託
し
て
主
張
す
る
。
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
直
接
に
正
し
い
門
を
た
た
い
た
。
仲
保
者
な
し
に

(
o
h
n
e
M
i
t
t
 ,
 

l
e
r
)

で
あ
る
。
彼
は
も
っ
ば
ら
人
間
を
人
間
自
身
の
中
へ
導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
(
N
.
3
5
)
0

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
の
中
に
あ
る
真

理
の
糸
を
、
他
者
と
の
倫
理
的
共
感
の
う
ち
に
引
き
出
し
た
。
人
間
の
徳
や
善
性
を
生
き
生
き
し
た
形
で
保
持
し
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら

の
う
ち
で
直
接
的
に
感
じ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
、
「
仲
保
者
」
な
ど
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
「
徳
や
最
高
善

と
い
う
理
念
」

(
N
.
3
4
)

を
人
間
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
と
考
え
て
い
る
「
貧
弱
な
精
神
」

(
i
b
i
d
.
)

の
み
が
媒
介
者
を
必
要
と
す
る
。

「
民
族
宗
教
」
を
論
じ
る
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
人
間
が
無
限
な
も
の
へ
高
揚
す
る
た
め
に
「
媒
介
」
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
「
善
き
人
間
に
な
る
の
が
不
可
能
だ
」
と
い
う
「
人
問
本
性
の
腐
敗
の
命
題
」

(
d
e
r
S
a
t
z
 v
o
n
 d
e
r
 V
e
r
d
o
r
b
e
n
h
e
i
t
 d
e
r
 

m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 N
a
t
u
r
)
 
(
N
.
 6
3
,
 
Vgl• 

N
.
 2
2
5
)

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

立
場
か
ら
、
「
媒
介
」
(
1
1
「
回
り
道
」
）
が
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
和
解
で
き
な
い
対
立
の
所
産
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
人
間

蔑
視
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
「
媒
介
」
と
し
て
の
「
神
人
」
イ
エ
ス
を
拒
否
し
て
、
「
有
徳
の
人
」

(
e
i
n
t
u
g
e
n
d
h
a
f
t
e
r
 M
e
n
s
c
h
)
 (
N
.
 

5
7
)

イ
ェ
ス
を
そ
れ
に
対
置
す
る
。
イ
エ
ス
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
有
徳
な
人
間
の
中
に
、
我
々
は
み
ず
か
ら
の
本
性
を
再
認
し
、

人
間
本
性
の
善
性
と
い
う
理
念
を
、
我
々
自
身
の
も
の
と
し
て
悦
び
を
も
っ
て
自
覚
し
、
同
時
に
人
問
の
本
性
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を

つ
の

「
理
想
」
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え
な
い
の
で
あ
る
。

覚
え
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
「
な
ぜ
、
有
徳
な
人
々
の
う
ち
に
彼
ら
が
我
々
の
肉
と
同
じ
肉
、
我
々
の
骨
と
同
じ
骨
を
感
じ
る
ば
か
り

で
は
な
く
、
こ
れ
が
我
々
の
精
神
と
同
じ
精
神
、
我
々
の
力
と
同
じ
力
だ
と
い
う
道
徳
的
共
感
を
感
ず
る
こ
と
を
我
々
は
認
め
な
い
の

か」

(N.
6
7
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
半
ば
苛
立
し
げ
に
書
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
が
「
自
然
」
と
「
人
為
」
と
を
対
立
さ
せ
、
人
間
の
本
性
の
菩
性
か
ら
、
学
問
・
芸
術
、
ひ
い
て
は
人
間
の
社
会
総
体
を
批

判
し
た
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
こ
『
民
族
宗
教
論
』
に
お
い
て
、
「
人
間
本
性
の
美
し
さ
」

(N.
7

1

)

と
い
う
理
念
を
、
そ
の
キ
リ
ス

ト
教
批
判
の
基
軸
に
お
き
、
こ
の
理
念
に
対
立
す
る
も
の
を
、

い
わ
ば
超
越
的
に
断
罪
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
批
判
の
根
底
に
あ
る

の
は
、
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
匝
接
的
な
合
一
の
立
場
で
あ
り
、
こ
の
直
接
性
を
破
壊
す
る
も
の
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
批
判
を
控

『
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
性
』
ー
「
媒
介
」
（
イ
エ
ス
の
権
威
）
の
発
生
史
論
的
批
判

人
間
の
善
性
に
基
づ
く
生
き
生
き
と
し
た
道
徳
感
情
ー
か
か
る
惑
情
の
う
ち
に
成
就
さ
れ
る
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
直
接
的
な

一
体
化
の
立
場
か
ら
、
道
徳
性
を
抑
圧
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
超
越
的
な
批
判
を
下
し
た
の
が
『
民
族
宗
教
論
』
に
お
け
る
ヘ
ー

ゲ
ル
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
が
「
神
人
」
イ
ェ
ス
と
い
う
「
媒
介
」
を
立
て
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
ま
さ
に
人
間
の
自

然
性

(II
直
接
性
）
を
廃
棄
し
て
、
神
的
な
も
の
を
人
間
の
彼
岸
に
置
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
か
く
て
人
間
の
客
体
化

(II
隷
属
化
）

は
、
神
の
客
体
化

(II
絶
対
化
）
と
歩
調
を
合
わ
す
こ
と
に
な
る
。
「
神
の
客
体
性
は
、
人
間
の
腐
敗
と
奴
隷
状
態
と
足
並
み
を
そ
ろ

え
た
」

(N.
2
2
7
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
体
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
人
閻
の
主
体
性
(
1
1
直
接
性
）

を
対
置
し
て
も
問
題
は
解
決
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
好
み
の
言
葉
で
言
え
ば
「
特
殊
」
に
「
特
殊
」
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C
1
1
)
 

を
対
置
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
°
従
っ
て
か
か
る
試
み
は
必
然
的
に
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
か
る
反
省
に
立
っ
て
、

お
け
る
神
の
客
体
化
(
1
1
人
間
の
客
体
化
）
が
、
本
来
主
体
的
な
教
え
で
あ
る
は
ず
の
「
イ
ニ
ス
の
宗
教
」
か
ら
い
か
に
生
じ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
歴
史
1
1
社
会
的
に
究
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
が
、
周
知
の
よ
う
に
、

sitivitiit 
d
e
r
 c
h
r
i
s
t
l
i
c
h
e
n
 R
e
l
i
g
i
o
n
)
 
(
一
七
九
五

l
九
六
年
、

と
略
す
）
。
こ
の
論
稿
で
も
、

意
図
し
た
「
純
粋
に
適
徳
的
な
宗
教
の
教
師
」
(
N
.
1
5
5
)

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

イ
エ
ス
は
「
権
威
に
基
づ
く
徳
で
は
な
く
、
自
発
的
で
自
由
な
徳
」
(
N
.
1
5
5
)

を
求
め
た
教
師
で
あ
っ
た
。
彼
は
真
な
る
宗
教
が
人

間
の
中
に
あ
る
「
生
き
生
き
と
し
た
義
務
と
正
義
の
感
情
」
(
N
.
1
5
7
)

に
基
づ
く
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。

改
革
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
律
法
へ
の
隷
従
」

(N.
2
0
8
)

を
こ
と
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
人
間
の
道
徳
性
に
基

礎
を
お
く
自
由
で
生
き
生
き
と
し
た
主
体
性

(II
直
接
性
）
を
取
り
戻
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
「
イ
ェ
ス
は
、
彼
の
民
衆
に
向
っ
て
そ
の

律
法
を
守
る
に
際
し
て
、
そ
れ
が
神
の
意
志
に
か
な
う
た
め
に
は
、
そ
こ
に
精
神
と
心
情

(
G
e
s
i
n
n
u
n
g
)
が
生
き
生
き
と
働
い
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
」

(N.
2
0
7
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
こ
の
論
稿
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
イ
ニ
ス
の
道
徳
的

主
体
性
の
立
場
が
、
「
心
情
」
、
「
自
由
」
、
「
理
性
」
等
の
言
葉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
奇
蹟
」
、

「
服
従
」
等
の
事
態
が

「
既
成
性
」

(
1
1
「
既
成
性
」
）
に
対
置
す
る
と
い
う
構
図
は
、

イ
ェ
ス
は
人
問
の
自
由
を
再
興
す
る
た
め
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
既

「
客
体
」

一
八

0
0年
改
稿
）
な
る
論
稿
で
あ
る
（
以
下
『
既
成
性
論
文
』

「
宗
教
を
道
徳
性
に
ま
で
高
め
る
こ
と
」
(
N
.
1
5
4
)

を

の
名
の
も
と
に
一
括
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
°

ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
彼
の

「
権
威
」
、

主
体
性
を
直
接
に

体
的
な
も
の
が
如
何
に
し
て
客
体
的
な
も
の
へ
と
転
化
し
た
の
か
こ
れ
を
歴
史
的
に
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
命
令
」
、

か
の
『
民
族
宗
教
論
』
の
場
合
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、

主
体
性
を
客
体
に
対
置
し
て
も
客
体
は
決
し
て
止
揚
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
客
体
に
と
り
つ
か
れ
隷
従
す
る
こ
と
に
な
る
°
問
題
は
、
主

『
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
性
』

(
D
i
e
P
o
 ,
 

キ
リ
ス
ト
教
に
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と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ゲ

＊

ジ

ス

成
的
宗
教
の
い
わ
ば
歴
史
的
創
成
を
た
ず
ね
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
立
て
る
。
「
そ
も
そ
も
我
々
が
論
じ
る
問
題
は
、
イ
ェ
ス
の
宗
教
が
既
成
的
に
な
っ
た
こ
と
、

ち
イ
ニ
ス
の
宗
教
は
理
性
に
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
性
と
矛
盾
し
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
た
と
え
理
性
と
一
致
し
て

い
た
と
し
て
も
権
威
に
の
み
基
づ
い
て
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
要
求
し
た
こ
と
、

が
原
因
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
だ
け
で
あ
る
」
(
N
.
1
5
7
)

。
本
来
ユ
ダ
ヤ
教
の
既
成
的
な
律
法
か
ら
の
解
放
を
意
図
し
た
は
ず

の
イ
エ
ス
の
教
え
が
、

そ
れ
は
、

「
人
々
」
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
な
心

か
か
る
事
態
が
イ
エ
ス
の
宗
教
の
中
に
生
じ
た
の
は
何

い
か
に
し
て
再
び
「
権
威
」
に
基
づ
く
既
成
宗
教
と
し
て
出
現
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
化

は
、
イ
ニ
ス
の
教
え
そ
の
も
の
の
中
に
存
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
場
合
の
「
形
式
」
に
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

(

1

2

)

 

は
考
え
る
。
『
既
成
性
論
文
』
の
改
稿
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
特
に
こ
の
点
に
注
意
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
あ
る
宗
教
が
既
成
的
で
あ
る

か
否
か
の
問
題
は
、
宗
教
の
教
義
や
戒
律
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
、
宗
教
が
そ
の
教
義
の
真
理
を
証
明
し
、
そ
の
戒
律
を
実
行
す
る
よ

か
か
る
形
式
と
は
、
言
う
迄
も
な
く
神
の
子
と
し
て
の
イ
ェ
ス

の
「
権
威
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
神
格
化
さ
れ
た
イ
ェ
ス
の
権
威
に
対
す
る
「
人
々
」
の
一
方
的
な
服
従
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
人

々
」
ー
「
権
威
」

I

「
イ
エ
ス
」
と
い
う
三
項
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
人
々
」
と
「
イ
ェ
ス
」
を
媒
介
す
る
「
権

威
」
は
、
両
者
を
内
面
的
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
の
絶
対
的
な
差
別
の
所
産
で
あ
り
、
両
者
の
外
面
的
な
統
一

に
す
ぎ
な
い
。

「
権
威
」
と
い
う
媒
介
は
、
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
直
接
的
な
綜
合
を
可
能
に
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
両
者
の
支

配

l
服
従
関
係
を
固
定
化
し
絶
対
化
す
る
、

惰
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
イ
ニ
ス
の
自
由
な
教
え
の
中
に
、

な
し、

゜

み
ず
か
ら
と
同
じ
精
神
を
感
じ
え
な
い
た
め
に
ほ
か
な
ら

ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
と
神
的
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
方
の
対
照
的
な
例
と
し
て
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徊
問
応
ぢ
」

(
d
i
e
F
r
e
u
n
d
e
 

う
に
要
求
す
る
際
の
形
式
に
よ
り
深
く
関
わ
っ
て
い
る
」
(
N
.
1
4
3
)

。

即
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、
、
、
、

d
e
s
 S
o
k
r
a
t
e
s
)

と
「
イ
ニ
ス
の
弟
子
た
ち
」
(
d
i
e
J
i
.
i
n
g
e
r
 J
e
s
u
)
 (
N
.
 1
6
3
)

と
い
う
二
つ
の
典
型
を
挙
げ
、
前
者
を
「
哲
学
的
セ
ク

ト
」
、
後
者
を
「
既
成
的
セ
ク
ト
」
(
N
.
1
5
7
)

と
呼
ぶ
。
哲
学
的
セ
ク
ト
の
人
々
は
、
「
理
性
」
を
み
ず
か
ら
の
最
高
の
原
理
と
認
め
、

「
心
情
の
清
さ
」
(
N
.
1
7
0
)

、
「
自
主
独
立
性
」
(
S
e
l
b
s
t
i
i
n
d
i
g
k
e
i
t
)
(
N
.
1
6
3
)

を
そ
な
え
、
「
神
の
理
念
に
よ
っ
て
最
高
善
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
現
示
」
(
N
.
1
6
6
)

し
よ
う
と
し
た
人
々
で
あ
る
。
か
か
る
道
徳
性
に
基
づ
く
彼
ら
の
主
体
的
な
精
神
の
気
風
は
、
ま
さ
に

(

1

3

)

 

ギ
リ
シ
ア
の
「
共
和
主
義
的
精
神
」
(
N
.
1
6
3
)

に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
°
ギ
リ
ッ
ア
人
は
、
自
由
な
市
民
と
し
て
、
「
自

分
自
身
の
法
則
に
従
っ
て
生
き
て
い
た
」

(N.
2
2
2
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
彼
ら
は
、
「
永
遠
な
も
の
、
自
立
的
な
も
の
を
彼
ら
自
身

の
胸
中
に
も
っ
て
い
た
」

(N.
2
2
3
)

が
故
に
、
国
家
や
神
の
理
念
を
み
ず
か
ら
の
外
に
定
立
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら
が

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
う
ち
に
感
じ
た
の
も
、
自
由
な
市
民
と
し
て
の
自
分
た
ち
と
同
じ
精
神
で
あ
っ
た
。
か
か
る
平
等
な
精
神
に
お
い
て
は
、

―
つ
の
人
格
の
「
権
威
」
に
従
属
す
る
よ
う
な
こ
と
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
0

イ
ニ
ス
の
教
え
が
「
権
威
」
に
基
づ
く
既
成
的
宗
教
に

転
化
し
た
の
も
、
根
本
的
に
は
イ
ェ
ス
の
弟
子
た
ち
に
、
上
記
の
よ
う
な
ヘ
ラ
ス
的
な
自
由
の
精
神
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
、

(
1
4
)
 

法
則
」
を
人
間
の
「
外
部
に
あ
る
も
の
、
与
え
ら
れ
た
も
の
」

(N.
2
1
2
)

と
し
て
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
事
態
は
、
人
間
の
本
性
の
外
化
で
あ
り
、
「
人
間
が
人
問
た
る
こ
と
を
や
め
る
」

(N.
2
1
2
)

こ
と
で
あ
る
。
教
会
制
度
と
い
う
「
人

間
蔑
視
の
体
系
」

(N.
211)
も
、
か
か
る
人
間
の
外
化
の
巨
大
な
産
物
な
の
で
あ
る
。
『
民
族
宗
教
論
』
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
直
接
性
の
立
場
か
ら
、
「
権
威
」
と
い
う
媒
介
を
人
問
の
外
化
の
所
産
と
し
て
き
び
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
「
権
威
」
と

い
う
「
回
り
道
」
（
媒
介
）
を
経
る
こ
と
が
、
人
間
の
本
性
を
見
失
い
、
人
間
の
尊
厳
を
貶
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
ヘ
ー

ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
「
（
イ
ニ
ス
の
権
威
と
い
う
）
回
り
道
を
し
て
敬
虔
で
有
徳
な
人
に
な
っ
た
人
び
と
は
、
み
ず
か
ら
の

徳
の
力
、
み
ず
か
ら
が
神
聖
性
の
理
想
に
対
し
て
払
う
敬
意
こ
そ
、
自
分
の
道
徳
的
心
情
に
こ
の
上
も
な
い
大
な
る
寄
与
を
な
す
も
の

「
道
徳
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を
抑
圧
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
叙
述
す
る
。

『
民
族
宗
教
論
』
で
は
、

ユ
ダ
ヤ
律
法
の
既
成
性
を
克
服
す
る

だ
と
考
え
ず
、
ま
た
そ
も
そ
も
徳
の
感
受
力
と
自
由
の
性
格
が
み
ず
か
ら
に
具
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
考
え
な
い
の
で
あ
る
」

(N.
1
6
1
)
。

こ
れ
ま
で
簡
単
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
既
成
性
論
文
』
は
イ
エ
ス
の
道
徳
的
な
教
え
が
キ
リ
ス
ト
教

会
の
支
配
に
よ
っ
て
本
来
の
直
接
に
人
々
の
心
情
に
訴
え
る
力
を
喪
失
し
、
「
権
威
」
と
い
う
「
回
り
道
」
を
通
じ
て
、
人
々
の
精
神

か
の
「
回
り
道
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
の
自
然
性

(II
善
性
）
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、
『
既
成
性
論
文
』
に
お
い
て
も
甚
本
的
に
は
変
化
は
な

い
。
た
だ
こ
こ
で
は
イ
エ
ス
の
自
由
な
教
え
が
、
如
何
に
し
て
そ
の
反
対
物
へ
転
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の

生
成
過
程
に
ま
で
下
り
て
、
歴
史
的
に
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
°

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
は
、
『
民
族
宗
教
論
』
を
一
歩
進
め
て
、
「
回
り

道
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
歴
史
的
に
相
対
化
し
つ
つ
批
判
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
『
既
成
性
論
文
』
で
は
「
キ
リ
ス
ト

教
の
既
成
性
」
を
歴
史
的
な
観
点
か
ら
批
判
的
に
把
握
さ
れ
は
し
た
が
、

い
ま
だ
既
成
性
そ
の
も
の
を
全
体
的
に
止
揚
す
る
こ
と
は
目

論
ま
れ
て
い
な
い
。
既
成
性
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
「
道
徳
性
」
を
そ
れ
に
直
接
対
立
さ
せ
て
も
、
既
成
性
を
止
揚
で
き
な
い
だ
ろ

ぅ
。
『
既
成
性
論
文
』
が
歴
史
的
叙
述
の
形
で
示
し
た
結
論
は
、
イ
ニ
ス
の
道
徳
的
な
教
え
が
、

こ
と
を
意
図
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
み
ず
か
ら
も
既
成
化
の
運
命
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
や
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
カ
ン
ト
の
「
道
徳
性
」
に
依
拠
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
既
成
性
を
全
体
的
に
克
服
で
き
な
い
こ
と
を
見
て
と
っ
た
と
言
う
べ
き
だ

ろ
う
。
事
実
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
入
る
と
周
知
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
ま
で
み
ず
か
ら
が
依
拠
し
て
い
た
カ
ン
ト
の
道
徳

性
の
立
場
そ
の
も
の
を
放
棄
す
る
に
至
る
。
即
ち
カ
ン
ト
の
意
志
の
自
立
に
も
と
づ
く
道
徳
的
な
義
務
命
令
も
、
「
主
人
を
み
ず
か
ら

の
内
に
も
つ
」
も
の
で
あ
っ
て
、
「
自
分
自
身
の
奴
隷
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
V
g
l
.

N. 2
6
6
)

。

（
未
完
）
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注(
1
)

ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
は
原
則
と
し
て
ズ
ー
ル
カ
ン
プ
版
『
ヘ
ー
ゲ
ル
著
作
集
』

(
W
e
r
k
e
in 
z
w
a
n
z
i
g
 B
a
n
d
e
n
,
 
S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
)
 

を
用
い
る
が
、
初
期
の
神
学
論
集
に
関
し
て
は
、
H
•

ノ
ー
ル
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
青
年
期
神
学
論
集
』(
H
e
g
e
l
s

t
h
e
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 
J
u
g
e
n
d
-

s
c
h
r
i
f
t
e
n
,
 
hrsg. v• 

H
e
r
m
a
n
 N
o
h
!
,
 T
i
i
b
i
n
g
e
n
 1
9
0
7
)

を
使
用
す
る
。
『
ヘ
ー
ゲ
ル
著
作
集
』
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
文
の
後
に
巻
数

を
ロ
ー
マ
数
字
で
示
し
、
『
神
学
論
文
集
』
か
ら
の
引
用
は
、
略
号
N
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
2
)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
媒
介
す
る
関
係
と
は
、
関
係
づ
け
ら
れ
た
両
項
が
同
一
で
は
な
く
て
、
相

互
に
他
者
で
あ
り
、
た
だ
第
三
者
に
お
い
て
の
み
一
で
あ
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
直
接
的
な
関
係
と
は
実
際
、
両
項
の
統
一
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

(III.
4
8
2
)

。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
媒
介
」
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
関
係
す
る
両
項
の
「
区

別
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
直
接
に
「
統
一
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
3
)

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
『
論
理
学
』
の
中
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
好
み
の
表
現
で
あ
る

(
V
gl. 
V
I
.
 1
2
9
,
 
1
3
3
,
 
4
1
8
,
 
4
6
1
 

usw., 

V
I
I
I
.
 1
3
3
,
 
2
5
2
,
 
2
8
9
,
 
3
4
4
 u
s
w
.
)
 0

（
迂
」
2

）
と
問
〖
広
が
ナ
ぅ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
媒
介
」
を
何
よ
り
も
「
統
一
」
だ
と
考
え
れ
ば
、
「
媒
介
の

止
揚
に
よ
る
媒
介
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
は
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
0

(
4
)
 
G
.
 R
o
h
r
m
o
s
e
r
,
 S
u
b
j
e
k
t
i
v
i
t
i
i
t
 
u
n
d
 V
e
r
d
i
n
g
l
i
c
h
u
n
g
,
 
G
i
i
t
e
r
s
l
o
h
e
r
 
V
e
r
l
a
g
s
h
a
u
s
 G
e
r
d
 M
o
h
n
,
 1
9
6
1
,
 
S. 
2
5
£
.
 

(
5
)

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
由
」
概
念
に
つ
い
て
は
新
た
に
稿
が
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
由
を
ル
ソ
ー
に

倣
っ
て
、
人
問
の
「
自
然
」
と
「
共
和
国
」
の
理
念
と
の
統
一
の
う
ち
に
見
て
い
た
と
言
え
よ
う
(
V
g
l
.
N
.
 8
,
 
1
8
,
 
2
2
1
 
u
s
w
.
)
。
か
か
る
自

由
の
理
念
を
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
自
己
立
法
的
な
道
徳
法
則
の
う
ち
に
そ
の
実
現
の
可
能
性
を
確
信
し
て
い
た
の
が
ベ
ル
ン
期
ま
で
の
ヘ
ー

ゲ
ル
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
な
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
「
愛
」
の
立
場
か
ら
カ
ン
ト
の
意
志
の
自
律
に
も
と
づ
く
道
徳
的
な
義
務
命

令
も
、
主
人
と
奴
隷
の
関
係
を
内
面
化
し
た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
(
V
g
l
•
N
.
 2
6
6
)
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
由
」
概
念
は
、
か
か
る
支
配
—

服
従
関
係
の
止
揚
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
う
迄
も
な
く
人
間
の
全
体
性
を
回
復
し
よ
う
と
試
み
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実

践
的
要
求
と
表
裏
一
体
を
な
す
。
か
か
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
由
」
観
は
、
彼
の
「
真
理
」
概
念
を
も
規
定
し
て
い
る
。
『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神

と
そ
の
運
命
』
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
真
理
は
自
由
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
支
配
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま

た
我
々
が
支
配
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
」

(N.
2
5
4
)

。
「
真
理
は
全
体
で
あ
る
」
と
か
「
自
由
と
は
他
在
に
お
け
る
自
己
同
一
で
あ
る
」
と
い

っ
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
も
上
記
の
よ
う
な
自
由
観
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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(
6
)
「
青
年
時
代
の
理
想
」
と
は
、0
•

ペ
ゲ
ラ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
の
統
一
、
無
限
な
も
の
と
有

限
な
も
の
と
の
統
一
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
支
配
的
に
な
っ
た
諸
対
立
の
克
服
」
(
0
.
Poirneler, H
e
g
e
l
s
 ]
d
e
e
 e
i
n
e
r
 P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 

d
e
s
 Geistes, 
M
i
l
n
c
h
e
n
,
 1
9
7
3
,
 
S
.
 
1
1
9
)

で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
理
想
の
背
後
に
、
人
間
の
全
体
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
・
ヘ
ー
ゲ
ル
を
見
る
べ
含
だ
ろ
う
0

(
7
)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
七
九
五
年
四
月
十
六
日
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
書
簡
の
中
で
、
「
人
間
の
尊
厳
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
自
由
の
能
力
を
認
め

る
に
至
っ
た
」
こ
と
を
「
時
代
の
よ
り
よ
き
し
る
し
」
で
あ
る
と
語
り
、
哲
学
者
の
使
命
を
こ
の
よ
う
な
人
間
の
尊
厳
を
証
明
す
る
こ
と
の
中

に
み
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
か
か
る
理
念
に
照
ら
し
て
現
実
の
宗
教
と
政
治
が
手
を
携
え
て
人
間
の
抑
圧
に
手
を
箕
し
て
含
た
こ
と
を
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
宗
教
と
政
治
は
―
つ
の
屋
根
の
も
と
で
共
謀
し
て
き
た
。
宗
教
は
専
制
政
治
が
欲
し
た
も
の
、
即
ち
人
類
へ
の
侮
蔑
、
善
ヘ

の
無
能
力
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
た
ら
ん
と
す
る
の
に
無
能
力
で
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。
」
こ
の
よ
う
な
現
実
認
識
が
、
若
い
ヘ
ー

ゲ
ル
の
宗
教
論
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。

(
8
)

か
か
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
直
接
性
の
立
場
を
、
細
谷
貞
雄
教
授
は
、
「
自
然
へ
の
信
頼
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
し
て
お
ら
れ
る
。
（
細
谷
貞
雄

著
『
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
』
一
九
七
一
年
、
未
来
社
、
二
九
頁
）
細
谷
教
授
の
こ
の
著
書
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
心
か
ら
の

謝
意
を
申
し
述
べ
る
次
第
で
あ
る
。

ビ
ル
ド
ウ
ソ
グ

(
9
)

感
覚
（
感
情
）
の
中
に
存
在
す
る
理
性
（
道
徳
性
）
の
芽
を
育
て
る
と
い
う
考
え
は
、
後
に
「
教
養
」
の
概
念
へ
と
結
実
す
る
（
『
精
神
現

象
学
』
序
文
、
お
よ
び

N
「
精
神
」
の
B

「
自
己
疎
外
的
精
神
あ
る
い
は
教
養
」
の
項
参
照
）
。
「
教
養
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
人
間
が
み
ず

か
ら
の
自
然
的
な
存
在
を
止
揚
し
て
、
自
己
を
普
遍
的
な
も
の
に
ま
で
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
『
精
神
現
象
学
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
教

養
の
過
程
を
「
疎
外
に
よ
る
媒
介
」

(die
e
n
t
f
r
e
m
d
e
n
d
e
 V
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
)
 
(III. 
3
6
3
 ,
 3
6
4
)

と
呼
ぶ
。
『
法
の
哲
学
』
で
も
、
「
人
倫
の
喪

失
態
」

(
V
I
I
.
9
1
)

と
し
て
の
市
民
社
会
が
「
教
養
」
の
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
市
民
社
会
の
成
員
は
、
み
ず
か
ら
の
「
特
殊
性
の

中
の
主
観
性
を
教
養
陶
冶

(bilden)

す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
普
遍
的
な
形
式
」
へ
と
高
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(VII・

3
4
3
f
.
)

従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
市
民
社
会
全
体
を
「
媒
介
の
領
域
」

(
V
I
I
.
3
4
0
)

と
も
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
教

握
」
と
「
媒
介
」
は
等
置
さ
れ
る
が
、
若
い
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
上
記
の
よ
う
な
「
教
養
」
（
媒
介
）
の
放
極
的
な
意
味
が
気
づ
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
感
性
（
自
然
性
）
か
ら
理
性
（
普
遍
性
）
へ
の
「
媒
介
」
の
論
理
を
楠
築
で
含
な
い
た
め
に
、
感
性
と
理
性
を
直
接

に
同
一
視
し
て
論
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
『
民
族
宗
教
論
』
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
愛
」
と
「
理
性
」
を
類
比
的
に
論
じ
た
り

(
V
g
l
.
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（
立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
）

N. 1
8
)

、
ま
た
「
い
つ
人
類
は
感
覚
よ
り
も
原
則
が
、
個
人
よ
り
も
法
則
が
支
配
す
る
段
階
に
到
達
す
る
の
だ
ろ
う
」

(N.
5
6
)

と
た
め
息
交

じ
り
に
語
る
の
も
、
上
記
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
『
民
族
宗
教
論
』
で
、
「
自
然
へ
の
信
頼
」
の
立
場

に
立
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
脳
裏
に
は
、
ル
ソ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
感
覚
的
理
性

(
r
a
i
s
o
n
s
e
n
s
i
t
i
v
e
)
」
論
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と

思
わ
れ
る
（
ル
ソ
ー
『
ニ
ミ
ー
ル
』
第
二
篇
）
0

(10)

「
回
り
道
」
は
、
後
年
「
媒
介
」
と
同
義
に
使
用
さ
れ
、
甜
極
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。
『
哲
学
史
講
義
』
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う

に
言
う
こ
と
に
な
る
、
「
精
神
の
道
程
は
媒
介
で
あ
り
回
り
道
で
あ
る
」

(
X
V
I
I
I
.

5
5
,
 
X
X
.
 5
0
7
)
 0
 

(11)

こ
の
よ
う
な
自
覚
が
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
ろ
の
断
片
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
み
て
と
れ
よ

う
。
「
直
接
的
な
攻
撃
は
―
つ
の
既
成
的
宗
教
を
打
ち
倒
す
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
新
た
な
既
成
宗
教
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
」

(N.

3
6
3
)
 0
 

(12) 
V
g
l
.
 
G
.
R
o
h
r
m
o
s
e
r
,
 
a. 
a. 
0. S
.
 
3
7
 

(13)

『
既
成
性
論
文
』
の
続
稿
の
中
の
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
想
像
力
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
既
成
宗
教
と
の
相
違
』
と
題
さ
れ
た
論
稿
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
「
時
代
精
神
」

(
d
e
r
G
e
i
s
t
 
d
e
r
 Z
e
i
t
)
 
(
N
.
 
2
2
0
,
 
2
2
8
)

か
ら
理
解
し

よ
う
と
試
み
る
。
古
代
の
ギ
リ
ジ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
の
神
々
が
、
「
人
問
の
弱
さ
を
分
け
持
っ
た
実
に
貧
弱
な
神
々
」

(
N
.

2
2
3
)

で
あ
っ
た
の

は
、
彼
ら
自
身
が
自
由
な
民
族
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
中
に
「
永
遠
な
も
の
、
自
立
的
な
も
の
」

(
N
.

2
2
3
)

を
生
き
生
き
と
し
た
形
で
持
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
共
和
国
の
全
体
的
な
理
念
が
人
々
の
心
か
ら
消
え
て
、
私
的
な
も
の
に
の
み

関
心
を
よ
せ
る
個
人
主
義
の
精
神
の
所
産
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

(

V
g
l
.
 
N
.
 2
1
9
~
2
3
0
)

。

(14)

尤
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
化
に
イ
ニ
ス
の
教
え
が
ま
っ
た
く
無
縁
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ニ
ス
の

教
え
を
「
哲
学
的
セ
ク
ト
」
と
「
既
成
的
セ
ク
ト
」
の
中
間
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
「
第
三
の
セ
ク
ト
」
と
呼
ぶ
(
V
g
l
•
N
·
1
5
8
)

。
イ
ニ
ス

の
教
え
は
彼
の
心
の
中
に
生
き
づ
く
「
義
務
と
正
義
の
惑
情
」
に
も
と
づ
い
た
「
徳
の
命
令
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
本
来
、
「
哲
学
的
セ
ク
ト
」

に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
を
イ
エ
ス
が
「
神
の
意
志
」
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
イ
ニ
ス
の
教
え
が
、
「
既
成

的
セ
ク
ト
」
へ
転
化
す
る
萌
芽
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
(
V
g
l
•

N
.
 1
5
8
£
.
)

。
イ
ニ
ス
の
教
え
の
中
に
存
在
す
る
上
記
の
よ
う
な
二
つ

の
要
素
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
い
ま
い
な
態
度
に
つ
い
て
は
、
細
谷
貞
雄
、
前
掲
書
、

113
頁
以
下
参
照
。




