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料

へ
1
ゲ
ル
に
お
け
る
権
力
国
家
思
想

資

1
・
青
年
へ

1
ゲ
ル
の
政
治
的
発
展

「
時
代
が
意
志
し
吐
露
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
時
代
に
向
か
っ
て
告
知

し
、
そ
れ
を
成
就
す
る
者
こ
そ
、
そ
の
時
代
の
偉
人
で
あ
る
ヘ
か
つ
て

へ
l
ゲ
ル
は
こ
う
述
べ
た
。
権
力
国
家
思
想
は
、
た
し
か
に
時
代
の
諸
傾

向
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
思
想
は
、
哲
学
者
へ

l
ゲ
ル
の

全
く
個
人
的
な
資
質
に
起
因
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
根
拠

か
ら
出
発
し
て
、
我
々
は
こ
の
権
力
国
家
思
想
の
根
源
を
、
ま
ず
は
へ

1

グ
ル
の
青
年
期
の
著
作
に
ま
で
遡
っ
て
発
展
史
的
に
跡
づ
け
、
し
か
る
後

に
体
系
的
に
示
そ
う
と
思
う
。
へ

l
ゲ
ル
の
文
献
的
に
最
初
期
の
、
き
わ

め
て
興
味
深
い
時
期
|
|
ほ
ぽ
世
紀
の
転
換
点
ま
で
の
時
期
|
は
、
政

治
的
に
は
け
っ
し
て
十
分
に
評
価
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
成
熟
期
の
へ

l

ゲ
ル
国
家
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
基
本
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
手
続
を
と
る
こ
と
が
、
是
非
と
も
必
要

な
の
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
哲
学
的
に
は
こ
の
時
期
、
ま
ず
は
カ
ン
ト
の
影
響
下
に

あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
最
初
期
の
へ

1
ゲ
ル
思
想
の

う
ち
に
は
、
同
時
に
カ
ン
ト
的
な
合
理
主
義
と
は
全
く
対
立
す
る
生
の
感

情
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
一
七
八
五
年
五
月
三

O
日
の
日

付
を
も
っ
論
文
で
、
彼
は
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
、
レ
ピ

ド
ゥ
ス
の
三
者
の
聞
で
行
わ
れ
た
論
議
の
模
様
を
叙
述
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
と
り
わ
砂
注
目
に
値
す
る
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
執
政

官
達
が
、
ま
さ
し
く
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
い
か
に
す
れ

ば
ロ

l
マ
の
支
配
の
奪
取
に
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
か
を
論
議
し
て
い
る
、

ロ
1
マ
市
民
は
、
「
羽
の
よ
う
に
:
:
:
ふ
わ
ふ
わ
浮
わ
つ
い
た
状
態
に
あ

る
。
兵
士
は
、
市
民
の
血
を
流
す
こ
と
に
、
敵
の
血
を
流
す
と
同
様
に
、

す
っ
か
り
慣
れ
て
い
る
。
そ
の
兵
士
は
我
々
の
側
に
つ
い
て
い
る
。
卑
し

い
賎
民
ど
も
は
、
要
す
る
に
、
穀
物
か
貨
幣
、
そ
し
て
芝
居
で
も
あ
れ
ば
、

そ
れ
で
満
足
す
る
の
だ
」

O

寸
そ
れ
ら
は
私
が
調
達
し
よ
う
」
、
レ
ピ
ド
ゥ
ス

は
こ
う
い
い
、
退
場
す
る
。
そ
の
時
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
考
え
る
、

「
今
の
我
々
に
は
奴
が
必
要
だ
。
し
か
し
、
我
々
が
奴
を
不
似
合
な
名
誉
あ

る
地
位
か
ら
追
い
払
い
、
冷
飯
を
食
わ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
完
全
に
排
除

し
て
し
ま
っ
て
、
奴
が
我
々
の
た
め
に
育
て
収
穫
し
て
く
れ
た
稔
り
を
、

好
き
放
題
に
取
り
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
我
々
の
人
生
の
目
標
は
確
実
に
手

に
入
る
し
、
我
々
の
地
位
は
も
は
や
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
と
な
る
の
だ
」
。

さ
ら
に
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
退
場
の
後
、
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
う
独
白
す

る
、
「
愚
か
者
が
ま
ず
去
り
、
お
調
子
者
が
そ
れ
に
続
く
」
。
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
は
寸
歓
喜
の
あ
ま
り
身
悶
え
て
い
る
。
し
ば
し
そ
れ
を
許
し
て
や
ろ
う
。
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そ
し
て
静
か
に
そ
れ
を
眺
め
て
い
て
や
ろ
う
。
し
か
し
、
奴
の
肉
体
的
、

精
神
的
な
力
が
衰
え
、
人
々
に
侮
ら
れ
は
じ
め
た
暁
に
、
は
じ
め
て
私
は

頭
を
も
た
げ
、
奴
に
私
の
偉
大
さ
を
見
せ
つ
げ
る
。
そ
う
な
れ
ば

l
!
カ

エ
サ
ル
か
、
そ
・
れ
と
も
無
か
と
い
う
わ
け
だ
L

。

ま
こ
と
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
抜
き
に
権
力
を
評
価
す
る
す
べ
を
心
得
て

い
る
三
人
の
現
実
政
治
家
達
の
注
目
す
べ
き
客
観
的
特
徴
が
こ
こ
に
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
目
的
意
識
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
道
徳
か
ら
全
く
自

由
で
、
権
力
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
強
烈
な
渇
望
を
抱
く
こ
れ
ら
の
現
実

政
治
家
達
に
、
へ

l
グ
ル
は
公
然
た
る
同
感
を
隠
さ
な
い
。
啓
蒙
の
時
代
、

心
情
や
感
情
が
横
溢
す
る
時
代
に
生
き
る
わ
ず
か
一
四
歳
の
少
年
が
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
特
筆
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
明
ら
か
な
影
響
を
差
し
引
い
て

も
、
や
は
り
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
代
の
日
記
か
ら
も
我
々
は
、
へ

1
ゲ
ル
が
客
観
的
で
、
い
か
な

る
類
の
感
情
も
道
徳
的
な
思
い
思
い
か
ら
も
無
縁
だ
と
い
う
同
様
の
印
象

を
受
け
る
。
最
初
の
記
録
に
、
教
会
で
の
説
教
に
つ
い
て
こ
う
書
か
れ
た

も
の
が
あ
る
、
寸
私
が
他
に
は
何
も
覚
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史

的
な
知
識
だ
け
は
増
加
し
た
は
ず
だ
L

。
彼
は
、
そ
こ
で
得
た
も
の
を
、
一

連
の
年
代
を
列
挙
す
る
か
た
ち
で
示
し
て
い
る
。
そ
の
数
日
後
、
こ
の
少

年
は
こ
う
書
い
て
い
る
、
寸
す
で
に
私
は
久
し
く
、
実
用
主
義
的
な
歴
史
と

は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
今
日
、
ま
だ
相

当
ぼ
ん
や
り
し
て
一
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
る
が
、
一
つ
の
理

念
を
得
た
。
実
用
主
義
的
な
歴
史
と
は
、
た
だ
事
実
を
数
え
る
だ
け
で
な

く
、
有
名
な
人
物
の
、
ま
た
国
民
全
体
の
特
徴
、
そ
の
習
俗
、
慣
習
、
宗

教
、
そ
し
て
他
の
諸
民
族
の
こ
れ
ら
の
要
素
の
多
様
な
変
化
と
差
異
と
を

叙
述
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
大
帝
国
の
崩
壊
と
隆
盛
を
跡
づ

け
、
あ
れ
こ
れ
の
出
来
事
や
国
家
の
変
容
が
、
国
民
の
制
度
に
と
っ
て
、

ま
た
そ
の
特
徴
等
に
と
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
帰
結
に
と
っ
て
、
い
か
な
る

意
味
を
も
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
L

。

デ
イ
ル
タ
イ
は
正
し
く
も
、
「
こ
の
青
年
へ

l
ゲ
ル
は
偉
大
な
歴
史
家
と

な
り
う
る
資
質
を
有
し
て
い
た
。
し
か
も
、
諸
概
念
よ
り
な
る
関
係
の
う

ち
に
歴
史
の
連
闘
を
確
定
し
よ
う
と
試
み
る
以
前
か
ら
、
そ
れ
を
示
し
て

い
た
」
点
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
少
年
は
こ
の
と
き
す
で
に
、
歴
史
的

特
殊
性
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
特
殊
性
が
理
性
的
に

結
合
し
て
い
る
こ
と
に
考
察
を
め
ぐ
ら
し
、
一
つ
の
民
族
の
生
み
出
し
た

も
の
全
て
を
、
統
一
牲
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

彼
の
よ
う
な
人
物
に
と
っ
て
は
、
当
時
の
抽
象
的
理
論
的
な
歴
史
把
握

も
、
ま
た
ミ
ク
ロ
論
理
的
な
歴
史
把
握
も
、
と
も
に
全
く
関
心
の
対
象
と

は
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
彼
は
、
実
用
主
義
に
新
し
い
意
味
を
付
与

し
よ
う
と
腐
心
す
る
。
諸
民
族
を
、
固
有
の
宗
教
的
、
倫
理
的
、
政
治
的

北法42(3・153)841



料

な
特
徴
を
も
っ
た
全
体
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
や
、
国
制
と
国
民
的
本

質
と
が
相
互
に
制
約
し
あ
う
関
係
に
た
つ
と
見
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に

す
で
に
へ

l
ゲ
ル
の
思
考
の
顕
著
な
特
徴
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆

に
い
わ
ゆ
る
寸
形
市
上
学
的
な
欲
求
」
の
前
兆
を
、
こ
の
日
記
か
ら
探
し

だ
そ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
記
の
半
分
以
上
は
、
へ

1
ゲ

ル
の
伝
記
作
家
に
よ
れ
ば
「
体
験
内
容
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
」
、
ラ
テ
ン
語

の
文
体
の
錬
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ

1
ゲ
ル
は
歴

史
を
経
由
し
て
哲
学
者
と
な
っ
た
。
そ
し
て
民
族
精
神
か
ら
出
発
し
て
世

界
精
神
へ
到
達
し
た
。
こ
の
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

一
七
八
八
年
の
古
典
古
代
の
詩
人
に
つ
い
て
の
論
文
で
は
、
「
わ
が
旧
ド

イ
ツ
人
お
よ
び
新
ド
イ
ツ
人
の
事
績
L

は
、
古
典
古
代
人
の
そ
れ
と
は
反

(
回
}

対
に
、
「
我
々
の
国
制
と
絡
み
合
う
」
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
そ
の
記
憶
も
、

口
論
で
流
布
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
か
た
ち
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
、
「
我
々
の
公
的
な
関
係
が
ギ
リ
シ
ャ
的
な
も

の
で
あ
っ
た
ら
」
、
そ
の
文
学
は
き
わ
め
て
深
く
民
族
に
浸
透
し
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。
ま
た
さ
ら
に
こ
う
も
い
う
、
「
ド
イ
ツ
人
が
他
民
族
の
文
化
に

影
響
さ
れ
ず
に
徐
々
に
自
ら
を
洗
練
し
て
い
た
な
ら
、
そ
の
精
神
は
疑
い

も
な
く
別
の
行
程
を
歩
み
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
形
式
を
借
り
る
の
で
は
な
く
、

固
有
に
ド
イ
ツ
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
、
と
。
こ
こ
に

す
で
に
強
い
国
民
感
情
が
、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
は
大
抵
の
場
合
懐
疑
の
対

資

象
と
さ
れ
て
き
た
国
民
感
情
が
示
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
ギ
リ
シ
ャ
の
政

治
体
制
が
国
民
的
理
想
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
が
、
と
も
か
く
精
神

的
な
国
民
生
活
は
、
政
治
的
関
係
と
き
わ
め
て
緊
密
な
結
合
に
あ
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

北法42(3・154)842

こ
の
よ
う
な
政
治
的
諸
問
題
と
並
ん
で
、
す
で
に
初
期
か
ら
へ

l
ゲ
ル

の
思
考
に
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
に
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の

本
質
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
彼
を
絶
え
ず
こ
の
問
題
に
駆
り
立
て
た
も
の

は
、
第
一
義
的
に
宗
教
的
欲
求
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

彼
の
心
を
奪
っ
た
の
は
、
と
り
わ
け
宗
教
と
国
家
と
の
関
係
、
キ
リ
ス
ト

教
と
政
治
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ

た
宗
教
的
な
哲
学
理
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
遠
因
と
し
て
、
国
家
、
国
民
、

社
会
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
い
う
る
。
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対

す
る
彼
の
立
場
は
き
わ
め
て
錯
綜
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
一
義
的
な
も
の

で
は
な
い
。
彼
は
一
方
で
は
、
ま
だ
全
面
的
に
カ
ン
ト
と
啓
蒙
主
義
的
道

徳
の
精
神
に
立
脚
し
て
、
キ
リ
ス
ト
を
理
性
的
な
民
族
の
教
育
者
と
見
な

し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
|
|
注
目
す
べ
き
こ
と
に
そ
の
全
く
同
じ
時
期

に
|
|
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
教
え
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
敵
意
に
満
ち
た
態

度
を
と
っ
て
も
い
る
。
へ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
こ
の
二
重
の
様
相
に
は
、
後

の
彼
の
同
一
性
哲
学
と
の
関
連
か
ら
見
て
も
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
も
の

が
あ
る
。
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キ
リ
ス
ト
教
と
の
こ
の
よ
う
な
立
ち
入
っ
た
対
決
を
行
っ
た
か
ら
こ

そ
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
力
強
い
現
世
肯
定
的
な
客
観
的
な
世
界
観
を
全
面
的

に
定
礎
し
、
そ
れ
を
完
成
さ
え
せ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
世
界
観
は
、

へ
1
ゲ
ル
の
最
初
期
の
文
書
中
に
す
で
に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
こ
の
時

代
に
き
わ
め
て
新
し
い
も
の
と
し
て
登
場
し
て
き
た
生
の
感
情
は
、
善
悪

の
彼
岸
に
お
け
る
生
と
権
力
と
へ
の
意
志
だ
と
換
言
す
る
の
が
も
っ
と
も

適
切
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
感
情
は
個
々
の
引
用
句
に
よ
っ
て
汲
み
尽
く
し

う
る
も
の
で
は
到
底
な
い
。
他
面
で
、
こ
の
時
代
の
へ

l
ゲ
ル
の
著
作
は
、

新
た
な
兆
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
国
家
観
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
精
神
の
一
般
的
転
換
に

と
っ
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
現
代
の
諸
思
想
、
と

り
わ
け
ニ

l
チ
ェ
の
思
想
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
非

常
に
興
味
深
い
も
の
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
へ

1
ゲ

ル
自
身
に
し
ば
し
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
へ

1
ゲ
ル
が
一
七
九
六
年

の
夏
に
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
転
倒
と
い
う
大
胆
な
構
図
を
示
し
て
い
た
こ
と

を
再
現
し
て
み
よ
う
。

へ
l
ゲ
ル
は
こ
の
著
作
で
、
キ
リ
ス
ト
教
が
異
教
を
追
放
す
る
に
至
っ

た
原
因
を
追
求
し
て
い
る
。

彼
は
問
う
。
「
い
か
に
し
て
、
何
世
紀
も
の
問
、
国
家
の
う
ち
に
確
固
た

る
根
を
お
ろ
し
、
国
家
の
政
治
体
制
と
き
わ
め
て
緊
密
な
関
連
を
保
っ
て

き
た
宗
教
を
駆
逐
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
可
能
に
な
っ
た
の
か
?

い
か
に
し
て
、
都
市
や
帝
国
を
創
設
し
給
う
た
と
み
な
さ
れ
て
き
た
神
々
。

へ
の
信
仰
が
、
諸
民
族
が
日
々
い
け
に
え
を
捧
げ
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
そ

の
祝
福
を
求
め
た
神
々
へ
の
信
仰
が
、
そ
の
旗
印
の
も
と
に
軍
が
勝
ち
進

み
、
勝
利
に
導
き
給
う
た
神
々
へ
の
信
何
が
、
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
な
ど

と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
?
:
:
:
何
千
本
も
の
糸
で
人
間
の
生

と
い
う
織
物
の
う
ち
に
編
み
込
ま
れ
て
い
た
神
々
へ
の
信
仰
が
、
こ
の
よ

う
な
連
関
か
ら
も
ぎ
離
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可

能
と
な
っ
た
の
か
?
」

こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
は
、
通
常
、
悟
性
の
啓
蒙
と
新
た
な
る
洞

察
等
々
と
い
っ
た
解
答
や
表
現
が
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ぞ
れ

は
我
々
に
は
き
わ
め
て
耳
慣
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
我
々
は
そ
の
よ
う

に
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
重
大
な
事
柄
を
考
え
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ

ら
ゆ
る
こ
と
を
説
明
し
た
つ
も
り
に
な
り
が
ち
で
あ
る
:
:
:
つ
]
し
か
し
、

か
の
異
教
徒
と
い
え
ど
も
悟
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
う
え

そ
の
異
教
徒
は
、
偉
大
で
美
し
く
高
貴
で
自
由
な
も
の
全
て
に
つ
い
て
、

依
然
と
し
て
我
々
の
立
派
な
模
範
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

人
々
が
我
々
と
は
異
な
っ
た
人
種
で
あ
っ
た
と
は
、
た
だ
驚
き
の
他
な
い

こ
と
、
こ
の
よ
う
な
全
く
素
朴
な
こ
と
だ
け
に
で
も
注
目
し
た
こ
と
の
あ
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料

る
者
は
、
:
:
:
先
に
提
起
さ
れ
た
聞
が
、
あ
の
よ
う
な
解
答
に
よ
っ
て
完

全
に
答
え
ら
れ
た
と
は
け
っ
し
て
思
わ
な
い
だ
ろ
う
」
。
へ

l
ゲ
ル
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
政
治
的
権
力
や
古
典
古
代
の
民
族
の
個
人
的
・
国
民
的
自
由

の
喪
失
と
と
も
に
、
そ
の
宗
教
も
没
落
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ

l
マ
の
宗
教
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
な
諸
民
族
の
た
め
の
宗

教
で
あ
っ
た
。
自
由
の
喪
失
に
伴
っ
て
そ
の
感
情
、
そ
の
力
、
そ
し
て
人

聞
に
と
っ
て
の
ふ
さ
わ
し
さ
も
失
わ
れ
た
。
弾
薬
を
使
い
果
た
し
た
大
砲

が
軍
隊
に
何
の
役
に
た
つ
で
あ
ろ
う
か
?
軍
隊
は
他
の
武
器
を
探
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
流
れ
が
干
上
が
っ
た
と
き
に
、
漁
網
が
漁
夫
に
何
の
役
に

立
つ
で
あ
ろ
う
か
?
」
。

「
自
由
人
と
し
て
、
彼
ら
は
自
ら
が
自
ら
に
対
し
て
制
定
し
た
法
律
に

従
っ
た
。
自
ら
が
自
ら
の
指
揮
者
と
し
て
選
ん
だ
人
々
に
従
っ
た
。
自
ら

が
決
定
し
た
戦
争
を
遂
行
し
、
自
ら
の
所
有
と
熱
情
と
を
そ
の
た
め
の
犠

牲
に
し
、
自
分
の
も
の
で
あ
る
事
柄
に
一
千
も
の
生
命
を
捧
げ
た
|
彼

ら
は
教
え
も
学
び
も
し
な
か
っ
た
が
、
全
く
自
己
自
身
の
も
の
と
呼
び
え

た
諸
々
の
行
為
を
通
じ
て
、
徳
の
格
率
を
実
行
し
た
。
つ
ま
り
、
公
的
生

活
に
お
い
て
も
、
私
生
活
や
家
の
中
に
お
い
て
も
、
各
人
は
自
由
人
で
あ
っ

た
。
各
人
は
自
己
自
身
の
法
律
に
従
っ
て
生
き
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
祖

国
、
自
分
の
国
家
と
い
う
理
念
は
、
不
可
視
な
も
の
、
よ
り
高
次
の
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
の
た
め
に
彼
は
働
き
、
そ
れ
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
。

資

そ
れ
こ
そ
が
世
界
に
お
け
る
彼
の
最
終
目
的
、
あ
る
い
は
彼
の
世
界
の
最

終
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
最
終
目
的
が
現
実
の
中
に
具
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
具
現
さ
れ
、
保
持
さ
れ

る
べ
く
自
ら
の
力
を
尽
く
し
た
。
こ
の
理
念
の
前
で
は
、
彼
の
個
体
性
は

消
滅
し
た
。
彼
は
ひ
た
す
ら
こ
の
理
念
が
保
た
れ
、
生
き
続
け
、
存
続
す

る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
実
現
さ
れ
た
」
。
人
聞
が
、
ギ
リ

シ
ャ
の
神
々
と
、
「
こ
れ
ら
自
然
の
支
配
者
と
、
こ
の
カ
そ
の
も
の
と
衝
突

す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
人
聞
は
自
己
自
身
を
、
自
ら
の
自
由
を
、
そ

れ
ら
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
〈
人
間
〉
の
意
志
は
自
由
で

あ
っ
て
、
彼
ら
は
自
己
自
身
の
法
律
に
従
っ
た
。
彼
ら
は
い
か
な
る
神
の

命
令
も
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
彼
ら
が
道
徳
法
則
を
神
の
命
令
と
呼
ん
だ

場
合
で
も
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
、
い
か
な
る

文
字
に
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
を
見
え
ざ
る
ま
ま
に
統
治
す
る
も
の

で
あ
っ
た
(
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
l
を
み
よ
)
。
そ
の
際
、
彼
ら
は
自
ら
が
意
志

|
|
善
悪
い
ず
れ
で
も
あ
り
う
る
意
志

l
ー
を
も
っ
権
利
を
有
す
る
と
み

な
し
た
。
善
き
人
々
は
、
普
く
あ
る
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
の
義
務
だ
と

見
な
し
な
が
ら
、
他
で
も
あ
り
う
る
他
者
の
自
由
を
尊
重
し
も
し
た
。
そ

れ
ゆ
え
彼
ら
は
、
神
に
由
来
す
る
道
徳
や
自
ら
が
形
成
し
た
り
抽
象
し
た

り
し
て
他
者
に
押
し
つ
け
る
道
徳
を
掲
げ
た
り
は
し
な
か
っ
た
」
。
自
由
人

が
貴
族
制
に
対
し
て
認
め
た
権
力
を
、
貴
族
制
は
直
ち
に
「
権
力
に
よ
っ
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H.へラー「へーゲルとドイツにおける国民的権力国家思想J (2) 

て
貫
徹
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
が
徳
の
名
の
も
と
に
共
和
制
の
原
理
と
し
た
感
情
や
意
識
が
、
そ

し
て
共
和
主
義
者
が
自
ら
の
祖
国
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
理
念

の
た
め
に
い
つ
で
も
個
体
[
と
し
て
の
自
己
]
を
犠
牲
と
し
う
る
だ
け
の

心
の
準
備
が
、
喪
失
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
J

「
国
家
を
市
民
の
活
動
の
所
産
と
見
る
国
家
像
は
、
市
民
の
心
か
ら
消
失

し
た
。
全
体
を
配
慮
し
た
り
視
野
に
収
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
た
だ
一
人

あ
る
い
は
数
人
が
行
う
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
各
人
は
、
自
分
に

割
り
当
て
ら
れ
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
制
約
さ
れ
た
、
他
者
の
と
は
異
な
っ

た
自
分
の
場
を
も
つ
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
国
家
機
械
の
統

治
は
、
き
わ
め
て
少
数
の
市
民
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
し
て
市
民
は
、
他
者

と
の
結
び
つ
き
の
中
で
は
じ
め
て
価
値
を
も
ち
う
る
一
つ
の
歯
車
と
し
て

働
き
う
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
|
|
細
分
さ
れ
た
全
体
の
う
ち
の
各
人
に
託

さ
れ
た
部
分
は
、
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
は
ま
る
で
と
る
に
足
ら
ぬ
些

細
な
も
の
な
の
で
、
個
々
人
に
は
こ
の
関
係
を
知
る
こ
と
も
、
思
い
や
る

こ
と
も
、
不
必
要
で
あ
っ
た
|
|
国
家
の
中
で
有
用
で
あ
る
こ
と
こ
そ
、

国
家
が
臣
民
に
課
す
大
切
な
目
的
と
な
っ
た
。
他
方
、
臣
民
が
自
ら
に
対

し
て
設
定
し
た
目
的
は
、
収
入
と
生
計
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
虚
栄
心
で
し

か
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
行
動
、
あ
ら
ゆ
る
目
的
が
、
い
ま
や
個
人
的
な

も
の
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
は
や
全
体
の
た
め
、
理
念
の
た
め
に

は
、
い
か
な
る
行
動
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
各
人
は
自
分
の
た
め
に
労
働

す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
強
要
さ
れ
て
他
の
個
人
の
た
め
に
労
働
す
る
か
に

な
っ
た
。
自
ら
が
立
法
し
た
法
律
に
従
う
自
由
、
平
和
時
や
戦
時
に
自
ら
・

選
ん
だ
国
家
機
関
に
従
う
自
由
、
自
ら
も
参
加
し
て
決
定
し
た
計
画
を
遂

行
す
る
自
由
は
失
な
わ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
は
失
わ
れ
た
。
市

民
の
法
は
所
有
の
保
証
の
権
利
し
か
与
え
ず
、
い
ま
や
こ
の
権
利
が
各
人

の
全
世
界
と
な
っ
た
。
彼
か
ら
、
彼
の
目
的
が
織
り
な
す
も
の
全
て
を
、

彼
の
生
の
全
体
の
行
動
を
取
り
除
く
と
い
う
現
象
、
つ
ま
り
死
は
、
彼
に

と
っ
て
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
と
な
る
の
は
不
可
避
で
あ
る
。
彼
を
超
え
て

存
続
す
る
も
の
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
共
和
主
義
者

に
と
っ
て
は
、
共
和
国
は
彼
を
超
え
て
存
続
す
る
。
彼
は
、
共
和
国
は
彼

の
魂
で
あ
り
、
永
遠
な
る
も
の
だ
と
い
う
思
想
を
抱
懐
し
て
い
る
の
で
あ

る
L

。
こ
の
よ
う
な
確
固
た
る
も
の
、
絶
対
的
な
る
も
の
へ
の
信
何
が
な
い

状
況
の
中
で
、
疎
遠
な
意
士
山
や
立
法
に
従
う
習
慣
の
中
で
、
祖
国
を
も
た

ず
、
い
か
な
る
喜
び
も
な
く
、
市
民
が
た
だ
圧
迫
だ
け
を
感
じ
る
に
す
ぎ

な
い
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
祝
祭
臼
や
安
息
日
に
、
彼
ら
の
生
活
か
ら
逃

げ
去
っ
て
し
ま
っ
た
快
活
さ
を
も
ち
こ
み
え
な
い
よ
う
な
神
々
へ
の
礼
拝

に
お
い
て
、
ー
l
奴
隷
が
そ
の
主
人
よ
り
自
然
的
能
力
や
教
養
に
お
い
て

し
ば
し
ば
優
っ
て
お
り
、
も
は
や
奴
隷
に
と
っ
て
、
主
人
が
自
由
と
独
立

に
お
い
て
優
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
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料

の
中
で
|
|
、
人
々
に
あ
る
宗
教
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
予
め
時
代

の
要
求
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
宗
教
は
、
あ
る
諸
民
族
の
も

と
で
、
同
様
の
堕
落
と
、
様
相
だ
け
は
異
な
る
が
同
様
の
空
虚
さ
と
欠
陥

と
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
|
|
人
聞
は
そ
こ
か
ら
、
自

ら
の
欲
求
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
」
。

「
理
性
は
い
か
な
る
所
に
お
い
て
で
あ
れ
、
絶
対
的
な
も
の
、
自
立
的
な

も
の
、
実
際
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
を
け
っ
し
て
断
念
し
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
人
閣
の
意
志
の
中
で
そ
の
よ
う
な
も
の
に
出
会
う
こ
と
は
、
も
は

や
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
が
人
聞
に
示
し
た
神
性
の
う
ち
に
は
ま
だ
そ

の
よ
う
な
も
の
が
示
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
、
我
々
の
カ
の
及
ば
ぬ

も
の
、
我
々
の
意
欲
の
及
ぱ
ぬ
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
嘆
願
や
懇
願
の
対

象
と
し
て
で
あ
っ
た
|
道
徳
的
理
念
の
実
現
は
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
祈

願
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
(
な
ぜ
な
ら
人
は
、
彼
が
自
分
で
成
就
し
え
ず
、

我
々
の
関
与
が
な
く
て
も
得
ら
れ
る
と
期
待
す
る
も
の
を
祈
願
す
る
の
だ

か
ら
で
あ
る
)
、
意
欲
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

[
J
i
-
-
-
ユ
ダ
ヤ
人
国

家
が
独
立
を
保
と
う
と
す
る
勇
気
と
力
を
そ
れ
自
ら
の
内
に
有
し
て
い
た

限
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
救
世
主
を
待
望
し
て
い
た
と
は
ほ
と
ん
ど
思
わ
れ
な

い
か
、
多
く
の
人
々
が
欲
す
る
よ
う
に
は
、
そ
れ
[
救
世
主
待
望
]
を
逃

げ
道
に
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
異
国
民
に
よ
っ
て

資

征
服
さ
れ
た
段
階
で
は
じ
め
て
、
自
ら
の
無
力
感
と
弱
さ
の
う
ち
に
、
そ

れ
へ
の
慰
め
を
求
め
て
、
彼
ら
の
聖
書
の
中
に
救
世
主
待
望
を
も
ち
こ
ん

だ
の
で
あ
る
。
当
時
、
彼
ら
の
前
に
救
世
主
が
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
救

世
主
は
彼
ら
の
政
治
的
願
望
を
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
民
族

は
、
自
ら
の
国
家
を
依
然
と
し
て
一
つ
の
国
家
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
た

め
の
労
苦
を
払
う
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
で
も
良

い
こ
と
と
感
じ
る
よ
う
な
民
族
は
、
直
ち
に
民
族
た
る
こ
と
を
や
め
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
、
自
ら
の
怠
惰
な
救
世
主

願
望
を
放
棄
し
、
武
器
を
取
っ
た
。
そ
し
て
、
〈
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
〉
高
揚
し

た
勇
気
が
な
し
う
る
す
べ
て
を
行
い
、
恐
る
べ
き
人
聞
の
悲
惨
を
堪
え
忍

ん
だ
。
だ
が
や
が
て
彼
ら
は
、
そ
の
都
市
の
廃
虚
の
下
に
、
自
ら
と
自
ら

の
国
家
と
を
葬
っ
た
。
民
族
が
自
己
の
独
立
の
た
め
に
な
し
う
る
こ
と
は

行
う
と
い
う
感
情
が
、
我
々
に
あ
ま
り
に
疎
遠
な
も
の
で
な
か
っ
た
ら
、

ま
た
我
々
が
民
族
に
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
の
こ
と
と
し
な
い
よ
う
に
な

ど
と
命
ぜ
ず
、
我
々
自
身
の
見
解
を
も
ち
、
そ
の
た
め
に
生
き
そ
し
て
死

に
、
し
か
も
そ
れ
を
主
張
す
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
に
は
関
心
を

も
た
な
い
で
い
た
ら
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
は
、
歴
史
や
諸
国
民
の
意
見
に
お
い

て
は
カ
ル
タ
ゴ
人
や
サ
グ
ン
ト
ゥ
ム
人

1
1
そ
れ
ら
の
都
市
や
国
家
は
、

確
か
に
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ

1
マ
よ
り
短
命
で
あ
っ
た
が
、
偉
大
さ
の
点
で
は

こ
れ
ら
に
ま
さ
っ
て
い
た
ー
ー
に
並
ぶ
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
。
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「
初
期
の
時
代
の
試
み
を
別
に
す
れ
ば
、
現
在
、
主
と
し
て
続
け
ら
れ
て

い
る
の
は
、
天
国
へ
と
投
げ
捨
て
ら
れ
た
財
宝
を
、
少
な
く
と
も
理
論
上

は
人
間
の
所
有
物
と
し
て
返
還
請
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い
つ
に

な
れ
ば
、
こ
の
権
利
を
有
効
な
も
の
と
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
」

「
堕
落
し
た
人
聞
は
、
道
徳
的
側
面
か
ら
は
噸
笑
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
そ
の
他
の
面
で
は
神
の
寵
児
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

堕
落
し
た
人
間
の
懐
の
中
で
、
人
間
の
本
性
の
堕
落
と
い
う
理
論
が
生
み

出
さ
れ
、
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
は
、
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
論
は
、
一

面
で
は
経
験
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
面
で
は
、
自
分
か
ら
責

任
を
と
り
除
き
、
悲
惨
さ
の
感
情
の
中
に
あ
り
な
が
ら
誇
り
の
根
拠
を
さ

え
与
え
て
、
自
負
心
を
満
足
さ
せ
た
。
そ
の
理
論
は
、
恥
辱
を
名
誉
と
な

し
、
カ
の
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
さ
え
罪
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
の

無
能
力
を
神
聖
化
し
永
遠
し
た
」

O

寸
祖
国
や
自
由
な
国
家
に
教
会
の
理
念

が
と
っ
て
か
わ
っ
た
。
国
家
の
中
に
自
由
が
存
在
す
る
余
地
は
全
く
な

か
っ
た
が
、
そ
の
国
家
は
全
く
こ
の
地
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
教
会
は
天
国
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
点

で
両
者
は
区
別
さ
れ
た
L

。

「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
が
消
滅
し
た
の
に
続
い
て
、
国
家
へ
の
あ
ら
ゆ

る
関
心
が
消
滅
し
た
|
|
我
々
は
、
自
分
達
が
そ
れ
の
た
め
に
活
動
し
う

る
も
の
に
対
し
て
し
か
関
心
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る

|
l
。
こ
の
よ
う

な
状
態
に
あ
る
民
族
に
は
、
そ
し
て
、
生
の
目
的
が
た
だ
、
多
か
れ
少
な

か
れ
安
楽
で
豊
か
で
あ
り
つ
つ
日
々
の
パ
ン
を
う
る
こ
と
の
み
に
か
ぎ
ら

れ
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
の
存
続
が
我
々
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ

あ
る
い
は
維
持
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
う
る
と
き

|
|
つ
ま
り
全
く
利
己
的
で
あ
る
と
き
ー
ー
に
し
か
国
家
へ
の
関
心
を
も

た
な
い
よ
う
な
状
態
に
あ
る
民
族
に
は
、
時
代
の
精
神
の
諸
特
徴
と
し
て

見
出
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
兵
役
に
対
す
る
反
感
も
必
ず
あ
る
に

違
い
な
い
。
兵
役
は
、
安
楽
で
単
調
な
生
活
の
享
受
と
い
う
一
般
的
な
願

望
の
反
対
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
|
|
そ
れ
は
つ
ら
さ
を
伴
い
、
も
っ
と
何

か
を
享
受
し
う
る
可
能
性
の
喪
失
、
つ
ま
り
死
さ
え
伴
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
自
己
を
維
持
し
、
怠
惰
と
自
堕
落
、
あ
る
い
は

倦
怠
を
彼
に
残
す
に
す
ぎ
な
い
欲
望
を
充
た
そ
う
と
す
る
た
め
の
こ
の
最

後
の
救
済
手
段
に
訴
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
敵
に
遭
遇
し
た
ら
ひ
た
す
ら

逃
げ
出
す
に
ち
が
い
な
い
。
沈
滞
、
政
治
的
無
為
の
こ
の
よ
う
な
状
態
の

中
で
、
ロ
ー
マ
人
の
き
わ
め
て
多
数
の
人
々
が
、
逃
亡
、
買
収
、
あ
る
い

は
自
ら
の
肉
体
の
損
傷
に
よ
っ
て
兵
役
を
逃
れ
た
。
道
徳
的
な
無
気
力
や

不
面
目
と
い
う
一
蹴
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
の
時
代
の
支
配
的
な
精
神

を
、
受
身
の
服
従
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
栄
誉
と
至
高
の
徳
で
あ
る
と

託
宣
し
た
宗
教
が
、
こ
の
よ
う
な
精
神
状
態
に
あ
っ
た
民
族
に
よ
っ
て
、
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料

歓
迎
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
人
聞
は
、

喜
び
に
充
ち
た
驚
嘆
の
念
を
も
っ
て
、
他
者
か
ら
の
侮
蔑
と
自
ら
の
恥
辱

へ
の
自
己
感
情
が
栄
誉
と
誇
り
へ
と
変
転
す
る
こ
と
を
経
験
し
た
|
|
宗

教
は
、
人
の
血
を
流
す
こ
と
は
罪
だ
と
説
く
に
至
っ
た
|
|
」
。

資

へ
1
ゲ
ル
の
青
年
期
の
発
展
全
体
の
収
穫
の
総
括
は
行
な
わ
れ

た
。
こ
こ
に
は
自
然
法
と
ロ
マ
ン
主
義
が
、
そ
し
て
そ
れ
と
並
ん
で
新
た

な
、
彼
の
時
代
に
と
っ
て
は
そ
れ
ま
で
疎
遠
で
あ
っ
た
生
命
感
情
が
反
響

し
て
い
る
。
そ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
思
想
と
で
も
呼
ば
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
感
情
の
中
で
は
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ

l
ラ
に
対
す
る
メ
デ
ィ
チ
家
の

対
立
が
、
再
び
匙
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
き
わ
め
て
顕
著
な
こ
と
だ
が
、
彼

は
序
文
で
直
ち
に
、
啓
蒙
に
対
す
る
断
固
た
る
拒
絶
を
宣
し
て
い
る
。
へ
ー

ゲ
ル
は
啓
蒙
を
、
も
っ
ぱ
ら
「
人
が
書
斎
に
簡
っ
て
い
じ
く
り
ま
わ
し
て

い
る
冷
た
い
推
論
」
以
上
の
も
の
と
は
評
価
し
な
い
。
一
八
世
紀
は
ま
さ

し
く
醒
め
た
悟
性
で
過
去
を
考
察
し
た
。
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
フ
ン
ボ
ル

ト
、
そ
し
て
そ
の
後
の
ロ
マ
ン
主
義
の
グ
ル
ー
プ
に
に
お
い
て
は
じ
め
て
、

古
典
古
代
へ
の
熱
狂
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
や
、
こ
の
青
年

へ
!
ゲ
ル
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
熱
狂
は
国
民
的
理
想
に

転
化
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
衣
装
は
、
そ
の
ヒ
ダ
の
中
に
固
有
の
政
治
的
願

望
や
思
慕
を
隠
し
も
っ
た
ド
ラ
ペ
リ
ー
に
変
わ
っ
て
い
る
。

さ
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
こ
の
時
期
に
、
自
然
法
と
共
に
、
倫
理
学
と
国
家
観
に
お

け
る
カ
ン
ト
を
完
全
に
克
服
し
た
。
事
実
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
理
念
と

し
て
の
契
約
国
家
と
い
う
観
念
は
、
彼
の
著
作
の
中
に
は
全
く
見
ら
れ
な

い
。
あ
た
か
も
へ

1
ゲ
ル
は
「
自
然
状
態
」
と
か

7
自
然
的
自
由
」
を
知

ら
な
か
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
彼
の
全
く
の
独
創
は
、
む
し
ろ
次
の

点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
自
然
状
態
は
国
家
な
き
状
態
で
は

な
い
、
反
対
に
国
家
状
態
こ
そ
が
本
来
的
な
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自

然
的
自
由
は
、
敬
愛
さ
れ
る
強
大
な
国
家
へ
の
自
由
意
志
的
な
服
従
を
意

味
す
る
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
か
る
自
然
的
国
家
状
態

は
、
知
ら
れ
ざ
る
先
史
に
遡
る
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
は
ロ
マ
ン
主

義
的
な
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の

自
然
的
状
態
と
は
国
家
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
民
的
で
超
人

格
的
な
国
家
理
念
が
喪
失
さ
れ
る
や
、
単
に
自
然
状
態
ば
か
り
で
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
自
由
ま
で
も
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
が
自

然
法
的
な
政
治
思
想
か
ら
継
承
し
た
の
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
共

和
国
的
な
理
想
だ
け
だ
が
、
こ
の
理
想
に
彼
は
、
全
く
別
の
内
容
を
盛
り

込
ん
で
い
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
、
自
由
と
平
等
と
を
共
和
国
の
概
念
に
結
び

つ
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
国
内
的
な
制
度
に
つ
い
て
は
我
々
は
、
彼

の
青
年
期
の
著
作
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
何
も
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

奴
隷
が
自
分
の
主
人
の
自
由
や
独
立
性
を
も
は
や
全
く
賛
美
し
な
く
な
っ
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て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
か
す
か
な
遺
憾
の
念
だ
げ
は
別
と
し
て
で

あ
る
が
。
へ

i
ゲ
ル
は
、
共
和
国
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
常
に
上
か
ら
の
統

一
と
い
う
点
に
見
て
い
る
が
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
む
し
ろ
、
権
力
、

力
、
国
民
的
自
己
決
定
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
自
足
と
い
っ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
す
で
に
、
「
徳
L

と
権
力
国
家
の
開
花
と
の
関
連
性
が
強
調
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
倫
理
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て

意
味
深
い
こ
と
に
、
は
や
く
も
ロ
マ
ン
主
義
と
国
民
的
権
力
国
家
理
想
と

の
綜
合
と
い
う
観
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
レ

l
ゲ
ル
、
ノ
ヴ
ァ

l
リ

ス
、
テ
ィ

l
ケ
ら
が
旧
来
の
あ
ら
ゆ
る
人
倫
や
法
則
性
に
対
抗
し
て
遂
行

し
た
革
命
は
、
極
端
な
主
観
主
義
に
、
「
心
情
の
際
限
な
き
敏
感
さ
」
に
発

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
へ

l
ゲ
ル
も
や
は
り
、
寸
神
に
由
来
す
る
道
徳
も
、

そ
れ
か
ら
作
ら
れ
た
あ
る
い
は
抽
象
さ
れ
た
道
徳
も
」
認
め
よ
う
は
し
な

い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
の
伽
か
ら
自
由
に
さ
れ

た
主
体
の
た
め
に
革
命
を
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
全
く

反
対
の
も
の
の
た
め
に
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
の
ア
ナ
ー
キ
ー
的

な
自
我
感
情
は
、
ほ
ん
の
短
い
期
間
、
し
か
も
本
来
的
に
は
げ
つ
し
て
時

代
の
心
情
と
し
て
で
は
な
く
、
単
に
天
才
の
そ
れ
と
し
て
維
持
さ
れ
え
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
や
が
て
、
教
会
や
国
家
の
権
威
に
服

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
へ

l
ゲ
ル
は
、
価
値
の
転
倒
を
、

は
じ
め
か
ら
国
民
的
国
家
の
権
威
の
た
め
に
|
|
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
の

権
威
と
は
、
人
間
の
心
の
中
に
住
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
的

な
自
律
的
権
威
な
の
で
あ
る
が
|
|
遂
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
自
己
の

法
律
に
従
っ
て
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
と
き
の
へ

l
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
す
で
に
、
祖
国
と
い
う
理
念
を
無
条
件
に
至
高
の
も
の
と
し
て

承
認
し
、
祖
国
の
た
め
に
す
べ
て
を
捧
げ
る
べ
く
意
欲
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
の
国
民
的
権
力
理
想
の
ゆ
え
に
、
彼
は
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳

に
対
し
て
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
道
徳
に
対
し
て
も
、
古
代
の
徳
を
、
す
な

わ
ち
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
あ
る
種
の
無
意
識
的
な
生
の
肯
定
、
カ
を
信
仰

す
る
本
能
的
な
徳
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
対
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼

〔
崎
}

は
、
寸
我
々
の
カ
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
」
、
「
人
の
血
を
流
す
こ
と
は

罪
で
あ
る
L

と
説
く
よ
う
な
宗
教
に
は
、
と
り
あ
お
う
と
は
し
な
い
。
天

国
へ
と
投
げ
捨
て
ら
れ
た
か
の
財
宝
を
再
び
人
類
に
取
り
返
そ
う
と
す
る

彼
の
宗
教
は
、
個
々
人
の
力
を
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
し
た
が
っ

て
ま
た
戦
争
状
態
に
あ
っ
て
も
、
国
民
全
体
の
利
益
の
た
め
に
、
そ
し
て

国
民
全
体
の
力
の
増
進
の
た
め
に
、
確
証
し
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
説
く
。
ロ
マ
ン
主
義
者
た
る
ニ

l
チ
ェ
と
同
様
に
へ

l
ゲ
ル
は
、
す
で

に
チ
ュ

l
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
ゲ
ル
マ
ン
的
な
「
民
族
精

(
朗
}

神
」
に
対
立
さ
せ
た
。
こ
の
宗
教
は
、
「
ヴ
ア
ル
ハ
ラ
を
無
人
化
し
て
し

北法42(3・161)849
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ま
っ
た
、
:
:
:
民
族
の
空
想
を
、
恥
ず
べ
き
迷
信
と
し
て
、
悪
魔
の
贈
物

と
し
て
、
根
こ
ぎ
に
し
、
そ
の
か
わ
り
に
我
々
に
、
そ
の
風
土
も
、
立
法

も
、
文
化
も
、
関
心
も
、
我
々
に
は
全
く
疎
遠
な
も
の
で
し
か
な
く
、
そ

の
歴
史
が
我
々
と
は
い
か
な
る
結
び
つ
き
も
も
た
な
い
民
族
の
空
想
を
与

え
た
」
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
「
悲
哀
に
充
ち
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
で
、

i
l
東

洋
的
で
あ
っ
て
、
我
々
の
土
地
に
生
育
し
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
そ

れ
が
我
々
の
土
地
に
同
化
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ

(
朗
}る

」
。
我
々
は
我
々
の
「
七
日
間
と
い
う
も
の
毎
日
、
シ
リ
ア
に
お
い
て
何

千
年
前
か
に
通
用
し
て
お
リ
そ
こ
で
理
解
さ
れ
て
い
た
常
套
文
句
と
偶
像

と
に
:
:
:
耳
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
L

。
へ

1
ゲ
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教

が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
権
力
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
敵
意
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ

れ
に
呪
誼
す
る
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
倫
は
「
多
く
の
美
し
い
政
治

的
人
倫
関
係
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
だ
と
見
て
い
る
。
イ
エ
ス
の

弟
子
達
は
国
家
に
対
し
て
、
「
共
和
主
義
者
が
自
分
の
祖
国
に
対
し
て
抱
く

よ
う
な
L

関
心
を
全
く
抱
か
ず
、
そ
の
全
関
心
は
イ
エ
ス
の
人
格
に
の
み

注
が
れ
て
い
た
」
。
「
キ
リ
ス
ト
の
多
く
の
命
令
は
、
市
民
社
会
、
所
有
の

権
利
の
原
則
、
自
力
防
衛
等
、
立
法
の
第
一
の
基
礎
に
対
立
す
る
L

も
の

で
あ
り
、
国
家
は
、
今
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
命
令
を
自
己
の
う
ち
に
取

り
入
れ
た
な
ら
ば
、
「
た
だ
ち
に
自
己
崩
渡
す
る
こ
と
な
ろ
う
L

。
へ

l
ゲ

一
般
的
に
は
、
反
国
家

資

ル
は
キ
リ
ス
ト
の
「
個
人
的
な
気
質
」
と
し
て
、

性
お
よ
び
反
権
力
性
を
指
摘
す
る
。
特
殊
的
に
は
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
国
民
的
権
力
の
理
念
に
感
化
さ
れ
な
い
カ

ト
リ
ッ
ク
的
な
も
の
お
よ
び
普
遍
主
義
的
な
も
の
と
闘
う
。
あ
る
時
に
は
、

き
わ
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
、
明
ら
か
に
ル
ソ

l
的
な
思

想
を
自
分
が
抱
懐
し
て
い
る
権
力
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
方
向
に
も
た
ら
し
、

国
民
的
権
力
に
参
与
す
る
こ
と
に
こ
そ
人
間
の
価
値
が
あ
る
、
と
述
べ
て

い
る
。
寸
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
人
類
の
全
体
を
そ
の
全
体
と
し
て
把
握
す
る

場
合
|
|
客
体
に
対
す
る
支
配
お
よ
び
統
治
者
の
行
為
か
ら
一
人
に
与
え

ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
少
な
く
な
る
。
個
々
人
は
、
そ
れ
だ
け
自
分

の
自
立
と
い
う
価
値
や
自
分
の
自
立
へ
の
要
求
を
多
く
失
う
。
彼
の
価
値

は
、
支
配
へ
の
参
与
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。
普
遍
的
な
世
界
市
民
主
義

の
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
三
」
の
普
遍
的
な
人
間
愛
」
と
は
へ

l
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
青
年
期
以
来
一
貫
し
て
、
い
わ
ば
「
無
味
乾
燥
な
:
:
:
虚
構
L

以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
「
考
え
出
さ
れ
た
も
の
は
愛
さ
れ
る
も
の

で
は
あ
り
え
な
い
L

か
ら
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
理
念
の
う
ち
に
、
た
だ
不

(
肝
)

自
然
さ
と
無
味
乾
燥
L

し
か
見
な
い
。
最
初
期
以
来
へ

l
ゲ
ル
の
思
考
に

お
い
て
は
、
国
民
の
精
神
的
意
義
と
い
っ
た
も
の
を
前
面
に
押
し
出
す
の

で
は
な
く
、
絶
え
ず
国
家
権
力
そ
の
も
の
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
す
る

明
確
に
国
民
的
な
世
界
観
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
以
前
の
ド
イ
ツ
の
文
献
に
お
い
て
は
、
国
民
と
国
家
的
権
力
が

北法42(3・162)850
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緊
密
な
相
互
関
係
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
の

に
、
で
あ
る
。
寸
独
立
を
保
つ
た
め
の
」
「
勇
気
と
力
L

を
欠
き
、
自
分
の

国
家
な
ど
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
思
い
は
じ
め
た
民
族
、
寸
そ
の
よ
う
な
民

族
は
た
ち
ま
ち
民
族
た
る
こ
と
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
L

。
こ
こ
に
は
じ
め

て
国
民
が
、
こ
れ
ま
で
の
純
粋
に
精
神
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
、
同
時
に

国
民
的
権
力
本
能
へ
の
要
求
を
も
含
む
政
治
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
へ
と
転
化

し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
あ
る
種
の
政
治
超
越
的
で
道

徳
的
な
諸
目
的
を
呼
び
か
砂
て
い
た
が
、
そ
の
フ
ィ
ヒ
テ
と
は
違
っ
て

へ
l
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
は
直
媛
的
か
つ
も
っ
ぱ
ら
、
国
民
的
権
力
国
家
の

保
持
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
「
一
般
的
命
題
を
与
え
る
だ
け
で
」
諸
民
族
を

「
放
任
し
て
お
け
」
と
い
う
ヤ

l
コ
プ
・
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
、
我
々

は
す
で
に
へ

l
ゲ
ル
の
所
説
か
ら
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
民
族
に
、

自
分
の
こ
と
が
ら
を
自
律
的
に
処
理
し
て
は
な
ら
」
ず
、
寸
我
々
の
意
見
[
に

従
え
]

L

と
寸
命
じ
よ
う
と
じ
L

て
も
無
理
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
後

に
へ

l
ゲ
ル
は
、
国
民
国
家
的
な
利
益
の
み
が
民
族
に
と
っ
て
の
政
治
的

基
準
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
指
図
や
法
的
指
図
は
、
い
か
な
る

も
の
で
あ
れ
政
治
的
規
準
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
が
、
こ
の
見

解
は
、
上
述
の
一
七
九
六
年
の
論
文
の
内
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。へ

1
ゲ
ル
は
、
き
わ
め
て
オ
プ
テ
イ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
こ
の

段
階
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
政
治
的
お
よ
び
人
倫
的
自
律
と
全
体
の
自

立
的
権
力
と
の
一
致
の
う
ち
に
、
ま
だ
い
か
な
る
困
難
も
見
て
は
い
な
い
。

と
は
い
え
成
熟
期
の
へ

l
ゲ
ル
は
、
常
に
た
め
ら
う
こ
と
な
く
国
家
の
権

力
意
志
と
個
人
人
格
の
権
力
意
志
と
一
視
同
仁
に
扱
い
、
ま
さ
し
く
そ
れ

ゆ
え
に
、
個
々
人
の
政
治
的
自
由
は
、
常
に
あ
ら
か
じ
め
国
家
の
自
立
的

な
権
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
国
家
の

自
立
的
権
力
に
は
、
こ
の
場
合
大
抵
、
超
現
世
的
な
機
能
が
付
与
さ
れ
る
。

か
く
し
て
そ
の
よ
う
な
機
能
は
、
そ
れ
を
も
た
な
い
キ
リ
ス
ト
教
を
補
完

す
る
も
の
だ
、
と
い
う
。
真
の
共
和
主
義
者
の
念
頭
に
は
、
自
分
の
国
家

{
醐
)

は
プ
自
分
の
魂
で
あ
り
、
永
遠
な
る
も
の
だ
」
と
い
う
思
想
が
思
い
浮
べ

ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
は
、
古
典
古
代
に
つ
い
て
抱
懐
し
て
い
る
願
望
像
の
う
ち
に
、

古
典
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
に
は
け
っ
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
政
治
的
自
由
を

投
影
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
民
主
主
義
的
な
理
念
の
影
響
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
の
へ

1
ゲ
ル
に
対
す
る
影
響
は
、
と
こ
ろ
で
、
多
く
の
著
作
家

に
よ
っ
て
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
哲
学

者
へ

l
ゲ
ル
に
も
っ
と
も
固
有
の
業
績
が
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
あ
る
こ

と
は
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
常
に
「
全
体
」
へ
の
眼
差
し
を
も
ち
、

こ
の
全
体
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
市
民
の
国
家
へ
の
参
与
を
、
す
な
わ

北法42(3・163)851
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ち
国
家
権
力
と
い
う
目
的
に
関
与
す
る
国
家
市
民
的
自
由
を
要
求
す
る
。

国
家
の
み
が
権
力
に
な
り
う
る
の
だ
か
ら
、
個
々
人
は
国
家
へ
の
協
働
と

政
治
権
力
へ
の
参
加
と
を
通
し
て
国
家
に
関
心
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
思
想
は
、
こ
の
時
以
来
、
へ

l
ゲ
ル
の
不
動
の
精
神
的
財
と
な
る
。

無
論
そ
れ
は
、
後
に
は
大
き
く
保
守
的
な
も
の
に
変
容
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
。
彼
は
、
す
で
に
こ
こ
に
お
い
て
、
国
家
は
寸
市
民
の
心
」
の
う

ち
に
、
「
市
民
の
行
動
の
所
産
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
が
根
絶
さ
れ
る

(
阻
)

な
ら
ば
」
、
「
国
家
へ
の
あ
ら
ゆ
る
関
心
」
も
消
え
失
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
啓
蒙
絶
対
主
義
を
、
そ
し
て
革
命
を
も
超

え
出
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
権
力
と
自
由
、
国
民
主
権
と
君
主

主
権
と
の
聞
の
一
世
紀
に
わ
た
る
闘
争
は
、
宥
和
へ
の
道
を
歩
み
始
め
、

国
家
主
権
へ
の
道
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
宥
和
が
個
人
を
犠
牲
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
や
く
も

明
瞭
と
な
っ
て
い
る
。
個
人
は
、
世
界
の
究
極
目
的
と
し
て
の
国
家
の
前

に
消
失
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
へ

l
ゲ
ル
自
身
は
、
初
期
の
カ

ン
ト
的
時
期
に
あ
っ
て
さ
え
、
個
人
主
義
的
な
思
考
様
式
を
採
っ
て
は
い

な
か
っ
た
。
彼
は
、
政
治
的
生
を
常
に
そ
の
複
雑
性
に
お
い
て
見
、
国
家

を
常
に
個
と
し
て
の
全
体
性
と
見
て
い
た
。
す
で
に
一
七
九
三
年
に
彼
は

こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
民
族
の
精
神
、
歴
史
、
宗
教
、
そ
の
政
治
的
自
由
の

資

度
合
i
|
こ
れ
ら
は
、
そ
の
相
互
的
な
影
響
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
性
質

か
ら
い
っ
て
も
、
個
々
別
々
に
考
察
し
う
る
も
の
で
は
な
い
|
|
、
こ
れ

ら
は
一
つ
の
紳
に
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
は
や
く
も
こ
れ
と
同
年
、

つ
ま
り
ロ
マ
ン
主
義
者
達
よ
り
以
前
に
、
そ
も
そ
も
文
献
の
中
で
は
じ
め

て
、
へ

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
「
民
族
精
神
L

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
で
も

{
剛
)

い
る
。
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こ
の
宗
教
論
文
の
中
で
は
、
超
人
格
的
国
家
理
念
も
、
す
で
に
具
象
的

な
形
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
有
用
性
」
と
い
う
国
家
の
目
的
が
、
「
全

体
L

の
た
め
の
行
為
を
全
く
行
わ
な
い
個
人
に
し
か
結
び
つ
か
な
い
よ
う

な
国
家
は
、
た
だ
ち
に
一
貫
し
て
拒
絶
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
を
指

し
て
へ

1
ゲ
ル
は
、
「
全
体
性
の
寸
断
」
、
「
国
家
機
械
L

と
呼
ん
だ
。

し
か
し
、
青
年
へ

l
ゲ
ル
は
政
治
的
な
こ
と
が
ら
を
け
っ
し
て
抽
象

的
・
一
般
的
に
考
察
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
常
に
、
と
り
わ
け
特
殊

な
も
の
、
直
観
的
な
も
の
、
国
民
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
同
時

代
の
人
々
は
ま
だ
か
な
り
の
と
こ
ろ
、
歴
史
的
お
よ
び
国
民
的
規
定
性
を
、

あ
ら
ゆ
る
現
象
の
評
価
基
準
た
る
単
一
の
普
遍
妥
当
的
な
理
性
か
ら
の
逸

脱
と
見
て
い
た
。
我
々
は
、
へ

1
ゲ
ル
が
少
年
時
代
か
ら
、
そ
れ
と
は
全

く
対
立
的
な
手
続
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
事
実
は
、

体
系
家
と
し
て
の
へ

l
ゲ
ル
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
基
本
的
重
要
性
を

有
し
て
い
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
青
年
期
に
は
や
く
も
、
諸
々
の
時
代
と
民
族
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を
、
そ
れ
ら
に
固
有
の
事
情
か
ら
評
価
し
て
い
た
。
彼
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
完
全
な
相
対
主
義
に
陥
ら
な
か
っ
た
原
因
は
、
い
か
な
る
歴
史

的
流
動
性
の
渦
中
に
あ
ろ
う
と
、
彼
が
国
民
的
権
力
、
す
な
わ
ち
二
民

族
は
自
分
の
独
立
の
た
め
に
何
事
か
を
な
し
う
る
の
だ
と
い
う
感
情
」
を

確
固
た
る
基
準
と
し
て
手
中
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
我
々
は
、
所
与
の
材
料
を
手
が
か
り
と
す
る
だ
け
で
、

へ
1
ゲ
ル
の
政
治
思
想
の
基
本
線
が
、
彼
の
ス
イ
ス
滞
在
が
終
わ
る
ま
で

の
青
年
期
に
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
ロ

l
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
へ

1
ゲ
ル
は
こ
の
時
代
、
主
に
シ

ラ
1
、
ヒ
ュ

1
ム
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ギ
ボ
ン
、
ト
ゥ
キ
デ
イ
デ
ィ
ス

(
出
)

を
読
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ギ
ボ
ン
、
ト
ゥ
キ
デ
イ

デ
ィ
ス
ら
の
影
響
は
、
す
で
に
彼
の
当
時
の
政
治
的
見
解
の
中
に
現
れ
て

(
師
)

い
る
。
し
か
し
へ

1
ゲ
ル
が
当
時
は
や
く
も
へ
ル
ダ

l
や
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ

ま
で
も
知
っ
て
い
た
こ
と
に
も
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
ド
イ
ツ
人
と
同
様
、
へ

l
ゲ
ル
も
、
古
典
古
代
を

経
由
し
て
国
民
意
識
へ
と
到
達
し
た
。
彼
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
国
民
的

権
力
国
家
思
想
へ
と
思
想
的
な
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
を

本
質
的
な
点
で
容
易
に
し
た
の
は
、
主
に
前
掲
の
諸
文
献
で
あ
っ
た
。
彼

は
、
ス
イ
ス
期
の
終
駕
時
に
は
、
単
に
古
典
古
代
風
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ

け
に
没
頭
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
か
ら
彼
は

l
i
ロ
l
ゼ

ン
ク
ラ
ン
ツ
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
|
|
「
自
ら
の
手
で
、
左
側
に

教
会
国
家
の
歴
史
を
、
右
側
に
ド
イ
ツ
帝
国
の
歴
史
を
、
そ
し
て
そ
の
中

央
に
、
様
々
な
イ
タ
リ
ア
の
諸
国
家
の
歴
史
が
ま
と
め
ら
れ
た
、
大
き
な

年
表
:
:
:
を
入
念
に
作
成
し
て
い
た
L

。
こ
の
表
は
、
残
念
な
が
ら
ま
だ

公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
へ

l
ゲ
ル
が
、
具
体
的
な

ド
イ
ツ
の
事
情
に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
し
く
研
究
し
て
い
た
こ
と
を
証

明
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
著
作
が
、
へ

l
ゲ
ル
の
最
初
の
大
き
な
政
治
論

文
の
準
備
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
政
治
理

解
に
と
っ
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
註
(
〈

〉
で
囲
ま
れ
た
註
は
、
現
在
本
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

の叩

g
g
g己
芯

ω岳吋

5
2
の
編
者
に
よ
っ
て
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
)

〈

(η)
の
g
話
巧
E
m
-
S
F
-
g
aユ
各
国
高
巾

]

w

。E邑
ロ
口
町
巾
ロ
円
四
巾
吋

耳
己
O
凹

O
H】
町
宮
内
凶
四
回
同
州

2
2
F
o
a
m吋
Z
目

EH46nZ
ロロ門目

ω門
出
血
同
国
・

4三回
m
g
m
n
E
P
E
の
E
E円
富
市
・
古
者
R
W
P
∞
仏
・
∞
(
出

m・開・

の
白
ロ
印
)
・
切
巾
円
-

E

H

∞ωuw
間

ω]毘
(
ω
-
h
p
H
H
)
・〉

(
日
)
デ
イ
ル
タ
イ
の
精
紋
な
へ

l
ゲ
ル
の
青
年
時
代
史
の
中
に
も
、
政

論
家
と
し
て
の
へ

l
ゲ
ル
像
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
〈
巧
ロ
・
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q
g
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巧ロュ
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3
5
q
色
町
内
の
巾
目

可
R
F
g
仏
巾
円
冨
白
色
印
可
白
仲
田

4
2
p
g
g
m
と
い
う
単
に
全
く
断
片

的
な
ま
ま
に
保
存
さ
れ
て
い
た
小
冊
子
で
あ
り
、
こ
れ
は

ω悶
B
E
'

nzd司

qz-同
・
白
・
。
-w
∞
門
凶
・
円

ω-HglHE
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
い
ず
れ
も
、
我
々
の
テ

l
マ
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
味

の
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
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