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★
こ
の
ま
と
め
は
、
私
の
心
を
整
理
す
る
た
め
に
し
た
も
の
で
、
哲
学
的
見
地
か
ら
の
批
評
に
は

耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ご
意
見
や
ご
批
判
に
は
、
で
き
得
る
限
り
返
答

い
た
し
ま
す
。 

 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
言
葉
に
酔
っ
て
、
「美
し
い
こ
と
を
夢
見
て
、
醜
い
こ
と 

を
す
る
」事
態
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
思
考
は
揺
れ
動 

き
、
「独
断
論
の
ま
ど
ろ
み
」に
落
ち
込
み
悪
を
な
す
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、 

私
た
ち
は
、
黄
信
号
を
点
滅
さ
せ
な
が
ら
、
多
く
の
人
た
ち
と
そ
の
「理
念
」 

に
つ
い
て
の
討
議
を
、
事
あ
る
ご
と
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

 

一 

黄
信
号
が
点
滅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

科
学
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
が
ど
ん
な
質
問
を
し
て
も
答
え
を
出
し
て
く
れ
る
と
い
う

万
能
薬
で
は
な
い
。
「
聞
か
れ
て
も
、
返
答
で
き
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
必
ず
あ
る
。
赤
信
号
が

点
滅
し
て
い
る
所
に
ぶ
つ
か
る
。
答
え
ら
れ
な
い
、
前
に
進
め
な
い
壁
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
問

い
を
哲
学
に
求
め
た
人
た
ち
が
い
た
。
哲
学
に
よ
っ
て
、
青
信
号
に
し
よ
う
と
し
た
人
た
ち
が
い
た
。

物
理
学
は
、
こ
の
よ
う
な
赤
信
号
に
出
会
っ
た
時
、
と
も
す
る
と
哲
学
的
に
な
り
や
す
い
学
問
で

あ
る
。 

 

で
も
、
哲
学
に
安
易
に
飛
び
つ
く
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の

活
躍
し
た
時
代
に
、
科
学
で
は
と
て
も
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
に
、
ど
ん
ど
ん
答
え(
意
見)

を
出
し
た
人
た
ち
が
い
た
。
で
も
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
今
で
は
、
科
学
者
に
も
、
哲
学
者
の

仲
間
と
し
て
も
、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

科
学
が
赤
信
号
の
前
で
立
ち
止
ま
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
。
自
然
科
学
の
成
功
は
、

何
も
か
も
に
応
え
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
赤
信
号
が
点
灯
す
る
こ
と
に
気
付
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

科
学
か
ら
哲
学
に
乗
り
換
え
て
赤
信
号
の
前
に
跳
び
だ
し
て
も
、
大
き
な
事
故
に
あ
っ
た
り
、
タ

イ
ヤ
が
空
回
り
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
哲
学
は
、
赤
信
号
を
青
信
号
に
す
る
妙
薬
で
は

な
い
。 

哲
学
的
な
思
考
は
、
科
学
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
壁
に
ぶ
つ
か
る
の
か
、
確
か
な
知
識
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
先
に
ど
う
し
て
も
行
け
な
い
境
界
が
何
故
あ
る
の

か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
根
底
か
ら
思
考
し
て
い
く

の
が
、
哲
学
で
あ
る
。
空
想
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
思
い
が
け
な
い
発
想
か
ら

新
た
に
前
に
進
め
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
先
に
進
む
こ
と
の
で
き
な
い
根
源
的
理
由
を
見
出
す
か

も
し
れ
な
い
。 

 

こ
う
考
え
る
と
、
哲
学
と
い
う
領
域
は
、
注
意
し
て
進
め
と
い
う
黄
信
号
を
点
滅
さ
せ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
ま
で
の
理
性
へ
の
全
面
賛
美
に
警
告
を
発
し
た
。
黄
信
号
を
点
滅
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さ
せ
た
。
そ
し
て
、
理
性
の
暴
走(

仮
象
を
作
り
出
し
て
し
ま
う)

の
理
由
も
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら

に
、
こ
の
「仮
象
」は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
こ
と
を
、
指
し
示
し
た
。

理
性
の
起
死
回
生
を
図
っ
た
の
が
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。 

＊
カ
ン
ト 

1724-1804

年 

『純
粋
理
性
批
判
』第
一
版1781

年 

第
二
版1787

年 

二 

理
性
の
世
紀 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

1
8

世
紀
は
、
「理
性
」へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
観
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
し

く
、
「理
性
の
世
紀
」で
あ
っ
た
。 

デ
カ
ル
ト(1596

年-1650
年)

の
考
え
る
主
体
と
し
て
の
自
己
（精
神
）
の
存
在
を
定
式
化
し
た

「我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」は
、
哲
学
史
上
で
も
っ
と
も
有
名
な
命
題
の1

つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
命
題
は
、
当
時
の
保
守
的
思
想
で
あ
っ
た
ス
コ
ラ
哲
学
の
教
え
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
信
仰
」
に
よ

る
真
理
の
獲
得
で
は
な
く
、
人
間
の
持
つ
「
自
然
の
光
（
理
性
）
」
を
用
い
て
真
理
を
探
求
し
て
い
こ

う
と
す
る
近
代
哲
学
の
出
発
点
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
デ
カ
ル
ト
が
「
近
代
哲
学
の
父
」

と
称
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
そ
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
こ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
。 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ(1646

-180
4

年)

は
、
理
性
的
に
物
事
を
理
解
し
て
、
物
事
に
根
拠
と
そ
の
結
果

に
き
ち
ん
と
関
係
づ
け
る
こ
と
を
、
理
解
困
難
な
こ
と
に
直
面
し
て
も
安
易
に
奇
跡
や
神
秘
に
頼

る
こ
と
に
警
告
を
発
し
て
い
る
。
現
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
や
出
来
事
に
、
こ
れ
を
適
用
し
よ
う
と

し
た
。
す
べ
て
は
因
果
関
係
に
貫
か
れ
て
い
る
と
、
全
宇
宙
を
「
理
性
」
化
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ま

で
行
く
と
、
ま
さ
し
く
独
断
論
で
あ
ろ
う
。 

ヴ
ォ
ル
フ(1679

-1754

年)

は
、
「自
然
の
法
」を
と
な
え
た
。
自
然
と
は
、
奇
跡
や
神
秘
に
対
す

る
言
葉
で
あ
る
。
「
自
然
」
と
は
「
理
性
」
と
同
じ
意
味
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
物
事
に
理
由
や
根

拠
の
な
い
も
の
は
な
い
。
理
由
の
中
に
は
、
す
で
に
結
果
が
暗
黙
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し

た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
考
え
を
、
人
々
の
日
々
の
生
活
で
の
実
践
的
な
・
道
徳
的
な
こ
と
に
も
適

応
し
た
。
「
自
然
の
法
」
は
、
人
が
生
き
て
い
く
「
人
の
道
」
で
も
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
を
理
性
の
法

則
で
あ
り
、
「
良
心
の
法
則
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
性
の
支
配
を
述
べ
た
ヴ
ォ
ル
フ
の

思
想
は
、
道
徳
や
政
治
の
在
り
方
を
、
神
や
宗
教
に
求
め
る
こ
と
へ
の
強
烈
な
反
対
主
張
で
あ
っ

た
。 理

性
は
出
来
事
や
物
事
に
筋
道
を
立
て
て
は
っ
き
り
と
し
た
脈
絡
を
付
け
る
能
力
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
万
人
に
あ
る
と
し
た
。
人
種
や
国
家
、
民
族
の
境
を
越
え
て
、
・
・
・
。
「
異
」の
中
に
「
同
」
を

見
出
し
、
「
異
」
を
越
え
て
「
和
」
を
求
め
た
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
中
に
普
遍
的
な
人
間
理

性
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
確
か
な
確
信(

夢)

が
あ
っ
た
。
こ
の
思
想
は
、
当
時
、
今
の
ド
イ
ツ
の
地

域
に
い
た
人
文
系
の
学
者
た
ち
の
思
想
に
広
く
深
く
浸
透
し
て
い
た
。
異
質
な
も
の
に
対
す
る
率

直
な
理
解
、
普
遍
的
な
人
間
の
持
つ
理
性
へ
の
信
頼
感
が
漂
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
今
日
的
視
点
か
ら
見
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
独
断
論
的
に
な
っ
て
お
り
、
ヴ
ォ
ル
フ

は
思
想
を
通
俗
化
し
た
と
言
え
る
よ
う
だ
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
影
響
下
に
あ
り
な

が
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
問
い
に
は
、
そ
の
説
明
に
は
、
程
度
の
幅
が
ど
う
し
て
も
生
じ
る
と
判
断
し
た
。

も
っ
と
徹
底
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
・
・
・
生
ぬ
る
い
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
一
歩
前
に
、
こ
の

思
想
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。 

 

三 

理
性
の
限
界-

「総
合
判
断
」 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1596%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1650%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%91%E6%80%9D%E3%81%86%E3%80%81%E3%82%86%E3%81%88%E3%81%AB%E6%88%91%E3%81%82%E3%82%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%91%E6%80%9D%E3%81%86%E3%80%81%E3%82%86%E3%81%88%E3%81%AB%E6%88%91%E3%81%82%E3%82%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%A9%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%A9%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E6%80%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E5%93%B2%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E5%93%B2%E5%AD%A6
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先
ず
、
こ
の
「理
性
」っ
て
何
な
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。 

「
理
性
」
と
は
、
直
接
的
認
識
能
力
で
あ
る
感
覚
器
官
と
は
異
な
る
、
間
接
的
認
識(

推
論)

を

す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
直
接
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
広
い
場
所
へ
、
領
域
へ
と
、
私

た
ち
の
認
識
が
広
ま
る
。
で
も
、
そ
の
間
接
性
の
た
め
に
、
と
も
す
る
と
厳
密
さ
と
は
反
す
る
誤

謬
へ
と
陥
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
推
理
の
能
力
で
も
あ
る
。
あ
る
物
事
の
理
由
や
原
因
に
は
、
そ
の
ま
た
理
由
と
原
因
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
推
理
が
働
き
出
す
と
、
因
果
関
係
の
鎖
は
何
処
ま
で
も
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
し

て
最
後
は
究
極
の
原
因
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
極
限
に
ま
で
。
こ
こ
に
、
大
き

な
問
題
が
あ
る
。
合
理
的
認
識
能
力
で
あ
る
理
性
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
徹
底
性
の
た
め
に
、
不
合

理
と
言
う
結
果
を
招
き
よ
せ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。 

デ
カ
ル
ト
の
「精
神
」
は
、
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
関
係
な
く
存
在
で
き
る
「
実
体
」と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
因
果
関
係
と
も
関
係
し
な
い
、
そ
れ
以
外
の
理
由
や

根
拠
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
つ
ま
ず
き
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
理
性
賛
美
の
近

代
精
神
の
出
発
点
か
ら
、
理
性
的
思
惟
は
万
能
で
は
な
か
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
理
性
は
、
人
の
心
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
意
志
決
定
の
能
力
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
感
覚

的
に
物
欲
に
と
ら
わ
れ
た
の
を
克
服
す
る
の
は
、
理
性
で
あ
る
。
道
徳
的
な
行
動
に
は
、
理
性
が

介
在
し
て
い
る
。
こ
の
介
在
に
よ
っ
て
、
人
の
行
動
が
倫
理
性
・
道
徳
性
を
お
び
て
く
る
こ
と
と
な

る
。
善
悪
の
価
値
判
断
が
発
生
す
る
。 

  

ヴ
ォ
ル
フ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
ま
で
の
思
想
家
た
ち
と
同
様
に
、
理
性
と
は

根
拠
や
原
因
を
問
い
詰
め
て
い
く
能
力
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
世
に
置
い
て
生
じ
る
出
来
事
に
は
、

何
事
に
も
十
分
な
理
由
が
あ
っ
て
生
じ
る
、
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
そ
れ
は
具
体
的
に

は
ど
の
よ
う
な
事
を
意
味
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
問
題
に
ま
で
つ
な
が
る
か
を
ね

っ
と
り
と
思
考
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
た
に
は
、
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
意
味
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
立
脚
し
て
い

た
歴
史
的
立
場
が
あ
る
。
大
陸
合
理
論(

理
性
至
上
主
義)

を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
カ
ン
ト
が
ぶ
つ

か
っ
た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の
流
れ
の
中
で
思
考
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
思
想
で
あ
っ
た
。 

 

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
自
然
界
や
社
会
的
事
象
に
は
客
観
的
・
必
然
的
意
味
は
な
い
、
と
し
た
。
と
言
う

こ
と
は
、
主
観
的
な
意
味
し
か
な
く
、
偶
然
的
な
意
味
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
○
○
ゆ
え
に
、

▲
▲
と
な
る
」
と
い
う
因
果
関
係
を
示
す
接
続
詞
は
、
客
観
的
デ
ー
タ
ー
を
指
し
示
し
て
い
る
の

で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
「A

ゆ
え
にB

」
と
い
う
の
は
、
時
間
的
な
前
後
関
係
を
指
し
示
し
て
い
る

だ
け
な
の
だ
、
と
。
人
間
は
こ
の
時
間
的
前
後
関
係
を
、
さ
も
因
果
関
係
と
し
て
客
観
的
に
存
在

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
る
と
。
今
ま
で
因
果
関
係
と
言
わ
れ
て
き
た
の
は
、
実
は
、
厳

密
な
意
味
で
の
法
則
で
は
な
い
と
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
今
ま
で
固
く
信
じ
て
い
た
理
性
能
力
へ
の

信
頼
感
に
ひ
び
が
入
り
、
自
然
科
学
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
な
ど
、
一
気
に
瓦
解
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
衝
撃
を
、
カ
ン
ト
は
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
。 

 

通
常
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
て
い
る
い
ろ
ん
な
こ
と
も
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
こ
の
因
果
性

は
明
瞭
で
は
な
い
。
関
係
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
効
用
が
人
間
に
と
っ
て
利
用
で
き
る
こ
と
は
認

識
で
き
て
も
、
そ
の
原
因
や
理
由
は
明
確
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
内
的
な
関
係
が
完
全
に
は
っ
き
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り
し
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
関
係
の
メ
カ
ナ
ズ
ム
は
ま
だ
ま
だ
複

雑
で
あ
る
よ
う
だ
。
い
つ
の
日
か
、
こ
の
複
雑
な
関
係
が
は
っ
き
り
と
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
希
望
的
観
測
の
地
平
上
に
私
た
ち
は
立
脚
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
二
者
関
係
に
因
果
関
係
が

あ
る
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に

因
果
関
係
が
客
観
的
に
さ
も
あ
る
が
ご
と
き
思
い
を
抱
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
は
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
合
理
的
思
考
、
つ
ま
り
理

性
至
上
主
義
で
は
、
と
て
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
認
め
る
こ
と

は
、
そ
れ
ま
で
堅
く
信
じ
て
き
た
理
性
の
破
た
ん
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
聞
い
て
も
、
他
の
思
想
家
た
ち
の
中
に
は
、
あ
ま
り
反
応
し
な
か
っ
た
人
た

ち
も
い
た
。
今
ま
で
通
り
の
主
張
を
繰
り
返
す
人
た
ち
も
い
た
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
思
想
は
、
な

か
な
か
広
が
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
カ
ン
ト
以
後
の
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
等
は
、
カ
ン
ト
思
想
を

批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
、
そ
の
結
果
極
め
て
観
念
的
な
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。 

 ＊
フ
ィ
ヒ
テ(1762

-1814)

は
カ
ン
ト
の
直
接
の
後
継
者
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
問
題
意

識
の
延
長
上
に
自
分
の
思
想
の
体
系
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
・
・・
。
カ
ン
ト
は
主
観

と
客
観
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
は
せ
ず
に
別
々
の
原
理
で
説
明
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ヒ
テ

は
、
こ
の
両
者
を
同
じ
原
理
に
よ
っ
て
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
フ

ィ
ヒ
テ
の
思
想
は
極
端
な
観
念
論
に
陥
っ
た
。
カ
ン
ト
が
目
覚
め
た
「独
断
論
の
ま
ど
ろ
み
」
に
、
フ

ィ
ヒ
テ
は
進
ん
で
陥
っ
た
。 

＊
ヘ
ー
ゲ
ル(1770

-1831)

思
想
に
対
す
る
批
判
は
、
青
野
豊
一
『と
ん
で
も
な
い
こ
と
が!

―
美
し
い

こ
と
を
夢
見
て
、
醜
い
こ
と
を
す
る
ー
』(

図
書
新
聞
社)

を
参
照
下
さ
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
当
時
の
後
進
国

ド
イ
ツ
の
近
代
化
を
、
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
っ
た
別
の
道
を
通
っ
て
の
近
代
化
を
熱
望
し
た
が
、
そ

れ
は
と
ん
で
も
な
い
夢(

観
念
論)

と
な
っ
て
い
る
。
近
代
国
家(

国
民
国
家)

間
対
立
が
激
し
く
な

る
中
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
は
プ
ロ
イ
セ
ン
を
支
え
る
心
棒
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

  

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」
か
ら
覚
ま
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は

「
根
拠
の
根
拠
」
を
問
う
こ
と
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
思
想
に
立
ち
向
か
っ
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
信
頼
し
て

い
た
理
性
能
力
を
疑
い
、
そ
れ
を
理
性
能
力
自
身
で
吟
味
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が

そ
れ
ま
で
の
理
性
主
義
者
達
よ
り
、
よ
り
一
層
徹
底
的
な
合
理(

理
性)

主
義
者
た
ろ
う
と
し
て
い

た
た
め
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
は
ず
が
な
い
。
彼
は
、
ヴ
ォ
ル

フ
の
立
場
か
ら
、
こ
の
世
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
は
自
然
界
や
人
間
界
の
す
べ
て
が
因
果
法
則
に

よ
っ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
を
、
一
層
徹
底
し
よ
う
と
し
た
。
今
は
ま
だ
、
こ
の

関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
も
、
や
が
て
科
学
の
発
展
で
す
べ
て
の
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ

う
と
、
信
じ
て
い
た
の
だ
。
彼
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
こ
の
意
識
を
堅
持
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、

原
因
と
結
果
の
関
係
を
徹
底
的
に
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
「理
性
」

の
問
題
点
を
あ
ぶ
り
出
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
な
思
索
の
結
果
、
原
因
と
結
果
と
い
う
関
係
で
は
「
分
析
判
断
」は
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
。
カ
ン
ト
は
理
性
的
な
「分
析
判
断
」
と
し
て
の
因
果
関
係
で
は
な
く
し
て
、
私
た
ち
は
「総
合

判
断
」
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
「
分
析
判
断
」
と
は
、
主
語
を
分
析
す
れ
ば
述
語
が
自
動
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的
に
分
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
主
語
の
中
に
、
述
語
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
関
係
性
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
総
合
判
断
」
と
は
「
分
析
判
断
」
以
外
の
関
係
性
の
こ
と
で
あ
り
、

主
語
を
い
く
ら
分
析
し
て
も
そ
の
述
語
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
異
質
な
原
因
と
結

果
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
関
係
を
、
「
総
合
的
関
係
」
と
言
う
。
私
た
ち
は
、
実
は
日
々
「
総
合
判

断
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
だ
。
経
験
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
し
て
、
経
験
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
理
性
に
よ
っ
て
、
さ
も
関
係
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
し
て
価
値
判
断
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「総
合
判
断
」を
し
て
い
る
の
だ
。A

→B

と
い
う
「
分
析
判
断
」に
基
づ
く
因
果
関
係
が
完
全
に
判

明
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
あ
ま
り
な
い
。
原
因(A

)

を
分
析
し
て
も
、
結
果(B

)

が
出
て
く
る
こ
と
は
、

あ
ま
り
な
い
。 

「ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
電
燈
に
明
か
り
が
つ
い
た
」
と
い
う
の
は
、
一
見
、
「分
析
判
断
」の
よ
う
に

思
え
る
。
で
も
、
明
か
り
が
つ
い
た
と
い
う
結
果
は
、
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
い
う
原
因
に
す
で
に
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か?

そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
「
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
こ
と(A

)

」と
、
「
明
か
り
が

つ
い
た(B

)

」こ
と
は
関
係
が
あ
っ
て
も
、A
を
い
く
ら
分
析
し
て
もB

が
出
て
こ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
、

カ
ン
ト
は
気
付
い
た
。
物
事
の
原
因
と
結
果
の
関
係
が
「
分
析
的
」で
は
な
く
し
て
「
総
合
的
」
で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
因
果
法
則
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
を
、
理
性
の
限
界
を
指
し
示

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

こ
こ
に
、
理
性
の
批
判
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
が
成
立
し
た
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
は
、

「分
析
判
断
」
の
思
想
家
か
ら
「総
合
判
断
」
の
思
想
家
へ
と
変
身
し
て
い
る
。
総
合
判
断
は
、
な
ぜ

可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か?

と
、A

とB

に
因
果
関
係
が
何
故
あ
る
と
言
え
る
の
か
を
問
い
、
根
拠
の

根
拠
を
、
決
定
的
な
根
拠
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
理
性
が
作
り
出
し
て
し
ま
う
「
仮
象
」
の
果
た
し

て
い
る
意
味
を
考
え
た
。 

 

私
た
ち
は
世
界
が
我
々
の
見
て
い
る
通
り
に
存
在
し
て
い
る
と
、
多
く
の
人
た
ち
は
暗
黙
に
想

定
し
て
い
る
。
で
も
、
こ
れ
は
、
間
違
っ
て
い
る
。
世
界
は
、
今
、
私
た
ち
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
以
外
に
は
見
え
な
い
だ
け
な
の
だ
。
私
た
ち
の
持
っ
て
い
る
理
性
・
知
性
の
仕
組
み
に
従
っ
て
、

世
界
を
秩
序
付
け
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
仕
組
み
は
、
人
間
特
有
の
一
つ
の
色
眼
鏡
な

の
だ
。 

理
性
・
知
性
は
、
概
念
を
操
作
し
て
世
界
を
把
握
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
の
お
か
げ
で
、
一
見
す

る
と
無
秩
序
に
思
え
る
自
然
界
や
人
間
界
に
、
秩
序
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
。
で
も
、
こ
の
秩
序

を
求
め
る
理
性
は
、
と
も
す
る
と
私
た
ち
の
感
性
を
無
視
し
て
、
先
入
観
で
実
際
以
上
の
秩
序

を
追
い
求
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
概
念
は
、
物
事
を
固
定
的
に
把
握
し
が
ち
で
あ
る
。
無
理

や
り
、
形
に
は
め
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
、
理
性
や
知
性
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
平
ら
な
鏡
で
は

な
い
。
物
事
を
ゆ
が
め
て
着
色
す
る
鏡
で
も
あ
る
。
ま
た
、
学
問
の
体
系
は
、
理
性
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
大
が
か
り
な
配
置
図
と
も
言
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
体
系
と
い
う
仕
組
み
で
あ
り
、
あ

る
種
の
「
か
ら
く
り
」
な
の
だ
。
専
門
家
に
よ
る
複
雑
な
装
置
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
素
人
で

は
、
な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
。
ど
こ
か
に
間
違
い
が
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
発
見
で
き
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。 

で
は
、
理
性
が
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
た
諸
法
則
・
因
果
関
係
は
、
ま
や
か
し
な
の
か
。
ヒ
ュ
ー
ム

の
説
に
よ
る
と
、
信
頼
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
も
、
カ
ン
ト
は
、
そ
う
で
は
な

い
と
し
た
。
絶
対
的
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
黄
信
号
を
点
滅
し
て
観
れ
ば
、
多
く
の
人
に
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と
っ
て
役
に
立
つ
共
通
の
認
識
と
な
れ
る
と
し
た
。 

 

四 
理
性
の
破
た
ん
、
そ
し
て
、
起
死
回
生
、 

  

カ
ン
ト
は
、
世
界
の
存
在
を
め
ぐ
る
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
説
明
の
中
で
、
時
間
と
空
間
は
こ
の

世
界
に
客
観
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
の
感
性
を
通
し
た
認
識
の
形
式
で
あ
る

と
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
謳
歌
さ
れ
て
い
た
「
理
性
」
な
る
も
の
に
黄
信
号
を
点
灯
し

た
。 第

一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー 

 
 

 
 

テ
ー
ゼ 

 
 

 
 

世
界
は
時
間
や
空
間
的
に
は
、
有
限
で
あ
る
。 

 
 

 
 

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ 

世
界
は
時
間
や
空
間
的
に
無
限
で
あ
る
。 

  

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
ど
ち
ら
も
偽
で
あ
る
。
不
確
実
、
無
限
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
は
矛
盾
的
な

対
立
関
係
に
あ
る
と
い
う
よ
り
、
両
方
と
も
正
し
く
な
い
。
見
か
け
上
だ
け
の
矛
盾
で
あ
る
こ
と

を
、
カ
ン
ト
は
証
明
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
理
性
の
挫
折
を
示
し
て
い
る
。 

 

こ
の
テ
ー
ゼ
の
問
い
に
は
、
あ
る
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
。
世
界
に
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
大
き

さ(

量)

が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
世
界
に
は
、
時
間
と
空
間
が
当
然
な
こ
と
と
し
て
客
観
的
に

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
言
っ
て
い
る
よ
う
な
時
間
と
空
間
が
世
界
の
も
つ
客
観
的
な
性

質
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
常
識
的
な
考
え
で
は
、
な
か
な
か
了
承
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
私
た
ち
は
、
日
々
、
こ
の
時
間
と
空
間
と
い
う
中
で
生
活
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
な
こ
と
と

し
て
こ
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
信
じ
て
し
ま
う
。 

だ
が
実
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
「
世
界
」
と
い
う
言
葉
は
私
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
全
体
を
、
す
べ

て
を
包
み
込
ん
で
い
る
概
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
極
限
と
も
言
い
得
る
「
世
界
」
の
存
在
を
証
明
す
る

に
は
、
こ
の
「
世
界
」
そ
の
も
の
を
包
み
込
ん
で
い
る
一
つ
上
の
空
間
や
時
間
が
必
要
な
の
だ
が
、

そ
れ
が
な
い
た
め
に
、
存
在
し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
の
だ
。
客
観
的
・物
理
的
に
実
在
す
る

も
の
は
、
空
間
的
に
は
何
処
か
に
、
時
間
的
に
は
い
つ
か
の
時
刻
に
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
で
も
、
空
間
的
時
間
的
全
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ゼ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
「世

界
」
は
、
そ
れ
以
外
の
別
の
空
間
が
な
い
限
り
、
存
在
し
て
い
る
と
は
確
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

何
処
に
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
葉
の
上
で
は
、
何
処
に
も
な
い
と
も
言
い
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
な
る
と
、
私
た
ち
は
何
処
で
生
き
て
い
る
の
か
。
大
変
お
か
し
な
話
に
な
る
。 

  

こ
ん
な
こ
と
は
、
私
た
ち
の
常
識
的
感
覚
で
は
、
と
て
も
承
服
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
両
手
を

広
げ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の
広
さ
の
空
間
が
あ
り
、
昨
日
・
今
日
・
明
日
と
い
う
時
間
の
流
れ
は
実

感
で
き
る
で
は
な
い
か
。
人
は
嫌
で
も
、
年
老
い
て
い
く
。
こ
ば
み
様
の
な
い
客
観
的
な
流
れ
が
あ

る
で
は
な
い
か
と
。 

 

も
う
少
し
考
え
よ
う
。
地
球
の
回
転
運
動
や
、
太
陽
が
地
球
に
対
し
て
は
静
止
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
実
感
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
「
ノ
ー
」
と
言
え
よ

う
。
日
常
感
覚
か
ら
し
て
、
ど
ん
な
に
客
観
的
に
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
の
日
常
空
間
や
時
間
を

越
え
て
普
遍
化
さ
れ
て
い
く
と
、
ど
こ
か
の
段
階
で
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の

こ
と
が
日
常
生
活
で
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
科
学



7 

 

的
教
育
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
日
常
感
覚
は
「
仮
象
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
実
と
し
て
は
、
実
は
ま
ち
が
っ
て
い
た
の
だ
と
。 

こ
の
よ
う
に
真
実
な
る
も
の
は
、
対
象
と
し
て
い
る
レ
ベ
ル
で
異
な
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。
日

常
生
活
レ
ベ
ル
、
地
球
レ
ベ
ル
、
太
陽
系
の
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
銀
河
系
の
レ
ベ
ル
と
で
は
、
真
実
は
異

な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
極
限
の
「世
界
」そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
真
実

を
求
め
る
こ
と
自
体
が
で
き
な
い
、
と
言
い
得
る
。
こ
こ
に
至
る
と
、
理
性
を
使
っ
て
の
認
識
活
動

は
破
た
ん
し
て
し
ま
う
事
態
に
な
る
。
理
性
を
駆
使
し
て
問
い
詰
め
て
い
く
と
、
「世
界
は
存
在
し

て
い
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
少
な
く
と
も
、
世
界
は
我
々
が
日
頃
思
っ
て
い
る
通
り
に
あ

る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
現
在
で
は
そ
れ
な
り
に
、
多
く
の
人
が
認
識
で
き
て
い
る
が
、
・・・。 

究
極
の
問
い
を
発
す
る
と
、
そ
の
結
論
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。
い
う
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

う
な
る
と
、
「
世
界
」
を
理
解
す
る
に
は
、
新
た
な
方
法
で
理
性
の
起
死
回
生
を
は
か
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
て
、
何
故
、
「世
界
」が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
か?

こ
れ
は
、
実
は
、
こ
の
「
世
界
」な
る

も
の
は
、
最
初
か
ら
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
も
の
な
の
だ
。
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
言
っ

て
い
る
「
世
界
」
は
、
単
な
る
理
念
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
、
何
処
に
も
、
如
何
な
る

時
に
も
具
体
的
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
「世
界
」
は
論
理
的
思
考
を
突
き
詰
め
た
も

の
で
あ
っ
て
、
理
念
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
は
何
処
に
も
存
在
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
時
間
と
空
間
は
、
客
観
的
な
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。 

そ
う
な
る
と
、
今
ま
で
の
結
論
か
ら
す
る
と
、
時
間
と
空
間
は
、
理
性
的
な
認
識
で
は
な
い
と

な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
間
と
空
間
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
感
性
の
形
式
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
で
も
、
個
人
的
な
主
観
で
は
な
い
、
我
々
人
間
一
般
の
認
識
能
力
に
由
来
し
た
共
同
主
観
と

な
る
。 

 

感
性
は
、
視
覚
や
聴
覚
に
代
表
さ
れ
る
受
容
的
な
能
力
で
あ
る
。
こ
の
感
性
に
よ
っ
て
受
け
止

め
ら
れ
る
も
の
を
、
感
覚
的
デ
ー
タ
ー
と
い
う
。
こ
の
デ
ー
タ
ー
は
、
「い
つ
」「ど
こ
」と
い
う
時
間

的
・
空
間
的
規
定
を
伴
う
。
だ
か
ら
、
時
間
と
空
間
は
、
人
間
が
感
性
的
な
認
識
を
す
る
形
式
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

究
極
の
絶
対
的
な
「世
界
」な
る
も
の
は
、
こ
の
感
性
の
形
式
を
通
過
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
こ

の
よ
う
な
思
考
は
、
こ
の
「
い
つ
」
と
「
ど
こ
」
で
と
い
う
条
件
を
通
り
越
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
、

究
極
の
絶
対
的
な
「
世
界
」
を
、
感
覚
的
な
デ
ー
タ
ー
と
し
て
把
握
す
る
人
が
ど
こ
に
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
有
限
」
か
「
無
限
」
か
、
な
ん
て
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
理
性
の
空
転(

仮
象)

で
あ
っ
た
。

感
性
を
跳
び
越
え
た
理
性
単
独
の
越
権
行
為
の
問
い
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
「
理
念(

仮
象)

」
と

し
て
の
「世
界
」は
、
具
体
的
現
実
の
時
間
と
空
間
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。 

 

理
性
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
に
は
、
理
性
に
対
し
て
「
何
故
」
と
問
い
か
け
て
、
一
度
は
瀕
死

の
状
態
ま
で
追
い
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
理
性
を
追
い
込
む
に
は
、
理
性
で
思
考
す
る
し
か

な
い
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
は
理
性
の
起
死
回
生
を
図
ろ
う
と
し
た
。
理
念
や
観
念
を

極
限
ま
で
推
し
進
め
る
と
、
そ
こ
か
ら
は
ま
っ
た
く
逆
の
立
場
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
、

カ
ン
ト
は
見
抜
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
理
性
の
挫
折
、
つ
ま
り
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー(

二
律
背
反)

を
示
し
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て
い
る
。 

「
何
故
」
と
問
う
の
は
、
理
性
の
本
性
で
あ
る
。
で
も
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
極
限
的
な
問
い
は
、

そ
の
理
性
そ
の
も
の
の
破
た
ん
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
因
果
法
則
に
は
、
限
界
が

あ
る
。
時
間
的
・
空
間
的
に
確
定
で
き
る
物
や
出
来
事
で
は
、
理
性
に
基
づ
く
因
果
関
係
と
み
な

し
て
い
る
も
の
は
そ
れ
な
り
に
成
立
す
る
、
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
懐
疑

論
に
落
ち
込
む
必
要
は
な
い
、
と
言
え
よ
う
。 

理
性
に
基
づ
く
因
果
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
自
然
界
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
因
果
関
係
は
、
理
性
の
行
う
思
考
枠
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
感
性
に
受
動
的
に
受
け

取
ら
れ
る
デ
ー
タ
ー
へ
と
、
理
性
が
自
発
的
に
介
入
を
す
る
か
ら
、
関
係
性
を
認
識
で
き
る
の
だ
。

感
性
と
理
性
が
協
力
し
て
知
る
限
り
、
・・
・
。
自
然
界
や
社
会
的
出
来
事
に
適
応
さ
れ
る
因
果
関

係
や
法
則
等
は
、
理
性
の
行
う
思
考
枠
が
感
性
と
協
力
し
て
、
そ
こ
に
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

因
果
関
係
や
法
則
そ
の
も
の
が
、
こ
の
私
た
ち
の
住
む
世
界
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

こ
れ
が
、
「総
合
判
断
」が
成
立
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 

五 

「超
越
論
的
仮
象
」 

  

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
間
違
い
を
、
理
性
の
誤
作
動
を
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
こ
と
に
留

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
黄
信
号
を
点
滅
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
理
性
は
自
分
が
思
い
描

い
た
理
念
を
、
さ
も
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
自
信
を
も
っ
て
反
応
す
る
こ
と
が
あ
る
。
『
純
粋
理

性
批
判
』の
最
初
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

人
間
の
理
性
は
あ
る
種
の
認
識
に
お
い
て
、
特
殊
な
運
命
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
、
理
性
が
退
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
問
い
に

わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
と
い
う
運
命
で
あ
る
。
退
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う

な
問
い
が
理
性
の
本
性
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
よ

う
な
問
い
が
理
性
能
力
の
限
界
を
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

カ
ン
ト
は
、
粘
着
質
の
理
詰
め
の
人
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
こ
こ
ま
で
思
考
す
る
こ
と
は

な
か
な
か
な
い
。
理
詰
め
で
思
考
す
る
と
、
そ
の
結
論
は
、
理
性
の
破
た
ん
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
理
性
の
陥
る
「
仮
象
」
は
、
感
覚
的
な
デ
ー
タ
ー
と
し
て
は
何
も
示
さ
な
い
も
の
で
あ

る
。
理
性
の
極
限
と
し
て
の
「
世
界
」
そ
の
も
の
な
ん
て
、
そ
も
そ
も
観
測
機
器
の
対
象
で
は
な

い
。 「

仮
象
」
に
は
、
通
常
の
感
覚
的
・
経
験
的
な
「仮
象
」と
、
経
験
を
越
え
て
し
ま
う
「
仮
象
」が
あ

る
。
こ
の
後
者
を
、
「
超
越
論
的
仮
象
」
と
し
た
。
こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
理
性
固
有
の
ど
う
に

も
な
ら
な
い
振
り
払
う
こ
と
の
難
し
い
、
知
ら
ぬ
間
に
す
っ
と
、
紛
れ
込
ん
で
く
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
、
理
性
が
ど
う
し
て
も
暴
走
し
て
し
ま
い
「仮
象
」を
生
じ
て
し
ま
う
そ
の
理

由
と
、
人
に
と
っ
て
そ
の
「
仮
象
」
の
有
用
性
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
問
題
性
の
あ

る
「仮
象
」を
、
人
は
ど
う
し
て
も
抱
い
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
理
性
固
有
の
「
超
越
論
的
仮
象
」

の
、
人
に
と
っ
て
の
意
味
を
考
え
た
。
こ
れ
は
、
理
念
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
理
念
」
は
、

人
が
生
き
て
い
く
上
で
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
だ
か
ら
、
・・・。 
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理
性
は
、
自
分
の
作
り
出
し
た
「
理
念
」
が
さ
も
実
在
す
る
か
の
ご
と
く
反
応
し
て
し
ま
う
。

「理
念
」は
物
理
的
な
実
在
物
で
は
な
く
、
理
性
能
力
の
投
影
像
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

像
に
対
し
て
い
か
な
る
言
説
も
、
客
観
的
に
は
そ
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
理
念(

仮
象)

は
、
は
っ
き

り
し
た
直
接
的
な
形
で
は
現
れ
な
い
。
真
理
を
装
っ
た
「
仮
象
」
と
い
う
形
態
に
な
る
。
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
、
見
せ
か
け
、
見
か
け
、
先
入
観
、
錯
覚
等
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
き
つ
く
言
え
ば
、

理
性
の
誤
作
動
と
言
い
得
る
の
が
、
「
仮
象
」
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
「
超
越
論
的
仮
象
」
に
は
、
大
き

な
意
味
が
あ
る
。 

理
性
の
作
り
出
す
理
念(
仮
象)

を
、
軽
視
す
る
人
が
い
る
。
理
念
は
、
無
意
味
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
な
い
。
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
理
念
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
し
て
い
る
。
「
単
な
る

理
念
に
過
ぎ
な
い
」
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
理
念
を
現
実
世
界
に
投
影
す
る
こ
と
で
、

自
分
と
世
界
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
働
き
が
あ
る
で
は
な
い
か
。 

理
念(

仮
象)

は
、
地
平
線
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
遠
く
を
見
れ
ば
、
地
平
線
は
確
か
に
あ
る
。

で
も
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
到
達
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
観
念
的
な
も
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
理
念
が
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
の
思
考
や
行
為
を
導
く
力
と
な
っ
て
い
る
。
理
念
を

欠
い
た
行
為
は
、
刹
那
的
で
場
当
た
り
的
な
愚
行
に
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。
長
い
時
間
で
考
え
れ

ば
、
理
念
は
利
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
理
念
を
欠
け
ば
、
時
間
の
い
た
ず
ら
な
流
れ
か
、
悲
惨

な
流
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
歴
史
の
意
味
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
、
理
念
は
い
つ
も
、
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
粘
り
強
い
力
を
も
っ
て
私
達
を
導
い
て
い

る
。 理

念
の
地
平
を
観
る
と
、
私
た
ち
の
視
野
は
広
が
り
、
日
常
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
、
向
こ
う
の
水
平
線
か
ら
見
知
ら
ぬ
船
が
浮
上
し
て
く
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ

る
。
新
し
い
対
象
を
創
造
す
る
力
と
な
る
。 

カ
ン
ト
は
経
験
的
な
知
識
の
獲
得
を
旅
に
例
え
て
い
る
。
旅
の
見
取
り
図(

理
念)
が
な
く
て
は
、

い
つ
ま
で
も
狭
い
視
野
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
ま
ま
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
。 

 

六 

理
性
の
起
死
回
生(

そ
の
二)  

 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
等
は
何
事
に
も
理
由
と
結
果
が
あ
る
と
し
て
「
理
性
」
を
賛
美
し
た

が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
人
々
の
精
神
を
支
配
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
へ
の
批
判
に
力

点
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
思
想
家
た
ち
は
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の

見
解
に
対
し
て
、
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
異
文
化
と
も

い
え
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
な
考
え
に
対
応
す
る
だ
け
の
柔
軟
さ
が
な
か
っ
た
の
だ
。 

こ
の
差
は
、
地
理
的
・経
済
的
条
件
も
関
係
す
る
。
カ
ン
ト
は
当
時
の
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
首
都
ケ

ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
（
現
ロ
シ
ア
領
カ
リ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
）
に
居
た
。
こ
の
地
は
、
当
時
バ
ル
ト
海
貿

易
で
、
経
済
的
繁
栄
を
し
て
い
た
。
市
場
で
の
貨
幣
に
よ
る
商
品
交
換
関
係
が
日
々
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
。
で
も
、
当
時
の
そ
の
他
の
地
や
東
欧
の
地
で
は
、
農
奴
制
に
よ
る
農
業
生
産
に
基
づ

く
社
会
関
係
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
も
の
の
見
方
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン

で
農
奴
の
解
放
が
な
さ
れ
る
の
は
、
対
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
敗
北
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

『純
粋
理
性
批
判
』の
発
刊
の30

年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
る
。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%89
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カ
ン
ト
は
、
貨
幣
に
よ
る
商
品
交
換
関
係
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
た
社
会
関
係
で
生
き
て
い
た

の
だ
。
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
繁
栄
で
、
近
代
的
市
民
層(

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー)

た
ち
は
、
活
気
に
満
ち

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
市
民
層
や
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
は
近
代

的
市
民
の
一
員
と
し
て
自
覚
し
て
い
た
の
だ
。 

 

だ
か
ら
、
「
理
性
」
を
行
使
す
る
主
体
で
あ
る
人
間
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
思
考
し

た
。 人

間
に
、
「
自
由
」
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
自
由
」
は
、
因
果
法
則
に
対
し
て
ど
う
い
う
関
係

に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。 

自
然
界
の
因
果
関
係
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係
は
、
次
々
と
続
く
。
原
因
の
原
因
、
そ
し
て
、
そ

の
原
因
は
、
と
続
く
。
で
も
、
「
自
由
」
は
、
こ
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
も
の
で
あ
る
。
先
立
つ
原
因
で

は
な
く
し
て
、
出
来
事
を
自
ら
開
始
す
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
時
間
の
流
れ
を
断
ち
切
り
、
そ

れ
ま
で
の
出
来
事
に
関
係
な
く
、
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
な
さ
れ
る
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
周
囲

の
時
間
の
流
れ
の
中
に
作
用
し
て
く
る
と
、
こ
れ
は
、
新
し
く
出
来
事
を
開
始
す
る
原
因
と
な
る
。

先
立
つ
原
因
を
必
要
と
し
な
い
第
一
原
因
、
そ
れ
が
「
自
由
」で
あ
る
。 

そ
れ
ま
で
の
因
果
関
係
を
断
ち
切
る
の
だ
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
等
の
理
性
賛
美

の
思
想
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
衝

撃
で
、
そ
れ
ま
で
の
人
た
ち
と
で
は
立
脚
し
て
い
る
地
平
が
異
な
っ
て
い
た
。 

 

第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー 

 

 
 

 
 

テ
ー
ゼ 

 
 

 
 

 

自
由
は
あ
る
。
自
由
に
よ
る
因
果
性
の
始
ま
り
も
あ
る
。 

 
 

 
 

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ 

 

自
然
の
因
果
性
し
か
な
い
。 

  

「
自
由
」
を
駆
動
さ
せ
る
の
は
、
人
間
の
理
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
感
性
と
い
う
人
間
の
も
っ
て
い

る
五
感
を
使
用
し
た
認
知
能
力
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
感
性
が
受
容
性
の
能
力
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
理
性
は
自
発
性
の
能
力
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
「
何
々
な
の
で
」
と
言
っ

た
仕
方
で
、
つ
ま
り
新
し
い
因
果
関
係
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
感
覚
的
デ
ー

タ
ー
に
介
入
し
て
い
く
の
だ
。
つ
ま
り
、
理
性
は
、
時
間
の
制
約
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
理
性
は
、
「超
時
間
性
」と
「自
発
性
」
を
発
揮
す
る
能
力
で
あ
る
、
と
言
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
何
事
か
を
自
ら
開
始
し
て
、
超
時
間
か
ら
時
間
性
の
あ
る
現
実
世
界
に
作
用
す

る
と
、
こ
れ
は
最
初
の
第
一
原
因
と
し
て
の
「
自
由
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
理
性
自
ら
が

原
因
と
し
て
、
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
立
つ
原
因
な
し
に
、
自
ら
に
由
来
す
る
こ
と
を
な
し

得
る
の
が
、
「
自
由
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
由
」
と
は
「
理
性
」
の
別
名
で
あ
る
と
も
、
言
い

え
る
。 

 

も
う
一
度
、
問
う
。
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
「自
由
」は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か?

大
陸
合

理
論
の
因
果
関
係
に
ガ
チ
ガ
チ
に
固
め
ら
れ
た
予
定
調
和
的
な
も
の
の
見
方
で
は
、
「
自
発
性
」

を
発
揮
す
る
「
自
由
」
が
成
立
す
る
可
能
性
は
は
な
は
だ
少
な
く
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
指
摘
を
受
け
入
れ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
思
考
し
て
い
る
自
分
の
存
在
す
ら
、
怪
し
く
な
る
。
「
私

は
私
で
あ
る
」
と
す
る
自
我
な
ど
は
、
ど
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
自
我
が
は
っ
き
り

し
な
く
な
る
と
、
こ
れ
は
大
変
な
事
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
狭
間
で
、
カ
ン
ト
は
何
年
も
思
考
し

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF_(%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3)
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た
。 

  

近
代
社
会
の
形
成
途
上
で
、
自
由
な
意
志
の
主
体
と
し
て
、
「
人
格
の
尊
厳
」
が
説
か
れ
て
き
た
。

尊
厳
さ
れ
る
べ
き
人
間
存
在
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
自
由
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
・
・
・
。
「
自
由
」
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
で
き
る
人
間
存
在
を
、
私
た
ち
は
「
か
け
が
え
の
な
い
」
も
の
と
認
識
し
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

カ
ン
ト
は
、
深
刻
に
、
思
考
し
た
。
思
考
す
る
こ
と
に
た
く
さ
ん
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
他
の
こ
と
は
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
し
て
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
極
力
少
な
く
し
た
。
い
つ

も
決
ま
っ
た
時
刻
に
散
歩
に
出
か
け
た
り
し
た
。 

 

「
自
由
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
ん
な
「
自
由
」
が
あ
る
。
あ
い
ま
い
な
「
自
由
」
で
は
、
か

け
が
え
の
な
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
各
人
が
勝
手
気
ま
ま
に
す
る
、
と
い
う
「
自
由
」
も
あ
る
。

で
も
、
こ
れ
で
は
、
結
果
と
し
て
「何
を
し
て
も
、
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
か

ね
な
い
。
そ
し
て
、
ど
う
せ
何
を
し
て
も
「
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
宿
命
論

に
転
化
し
か
ね
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
明
瞭
な
決
定
根
拠
を
も
っ
た
「
自
由
」
が
確
保
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
と
し
て
は
相
反
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
明
瞭
な

「自
由
」を
カ
ン
ト
は
模
索
し
た
。 

 

こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
相
互
に
対
立
的
関
係
に
あ
る
が
、
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
異
な
っ
て
、

こ
の
二
つ
は
観
点
や
条
件
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
正
し
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
第
三
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
は
、
と
も
に
共
存
で
き
る
も
の
な
の
だ
。
こ
の
二
つ
は
、
世
界
の
出
来
事
を
め
ぐ
る
二
つ
の

相
互
補
完
的
な
視
点
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。 

カ
ン
ト
に
す
る
と
、
因
果
性
に
は
二
通
り
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

 ①
自
然
界
の
因
果
性 

②
「自
由
」に
基
づ
く
因
果
性 

  

人
間
は
身
体
を
持
っ
て
い
る
自
然
的
、
そ
し
て
感
性
的
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
動
物
な
の
だ
。

そ
の
限
り
、
時
間
と
空
間
の
中
に
い
て
、
自
然
の
因
果
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
間

は
理
性
的
存
在
で
も
あ
り
、
自
由
な
意
志
を
備
え
た
存
在
で
も
あ
る
。
人
間
は
理
性
を
持
っ
て
い

る
の
で
時
間
の
制
約
を
免
れ
て
い
る
。 

そ
の
た
め
、
そ
の
行
為
の
結
果
が
そ
れ
以
前
の
諸
条
件
や
原
因
に

100%

起
因
す
る
こ
と
は
な

い
。
だ
か
ら
、
彼
が
〇
〇
し
た
こ
と
の
理
由
を
因
果
関
係
と
し
て
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、

そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
人
の
行
為
の
結
果
責
任
を
完
全
に
免
れ
る
こ
と
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
不
幸
が

重
な
っ
た
た
め
に
社
会
的
な
悪
行
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
の
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
責
任

は
追
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

だ
か
ら
、
例
え
ば
、
自
分
の
成
育
環
境
が
劣
悪
で
犯
罪
の
た
め
逮
捕
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
立
ち

直
る
に
は
、
新
し
い
自
分
づ
く
り
を
し
て
い
く
に
は
、
そ
の
人
の
自
分
の
成
育
環
境
の
問
題
を
も

自
分
の
責
任
で
あ
る
か
の
ご
と
く
み
な
し
て
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と
し
か
新
し
い
自
分
づ
く
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り
は
で
き
な
い
。
人
は
、
自
分
の
過
去
を
す
っ
か
り
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
自
分

の
過
去
を
見
つ
め
て
、
自
分
に
は
直
接
的
責
任
が
な
い
よ
う
な
こ
と
ま
で
自
分
に
責
任
が
あ
る
か

の
ご
と
く
認
め
る
こ
と
で
、
別
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
で
、
「
自
由
」
な
意
志
を

も
つ
主
体
と
し
て
新
し
く
生
ま
れ
か
わ
れ
る
。
過
去
へ
の
真
剣
な
反
省
を
通
し
て
。
だ
か
ら
、
犯

罪
事
件
を
裁
く
に
は
捜
査
の
時
「自
白
」を
導
く
こ
と
や
、
長
期
に
わ
た
る
裁
判
は
、
人
の
生
き
直

し
に
は
必
要
な
事
な
の
だ
。 

こ
れ
が
、
カ
ン
ト
の
い
う
物
事
の
出
発
点
と
し
て
の
、
意
志
の
自
由
論
で
あ
る
。
人
は
、
自
ら
の

意
志
を
持
っ
て
誕
生
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
男
で
あ
る
こ
と
や
、
女
で
あ
る
こ
と
を
事
前
に
承

知
し
て
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
も
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
、
男
や
女
で
あ
る
こ
と
を
引

き
受
け
る
こ
と
で
、
男
の
人
に
、
そ
し
て
女
の
人
に
な
る
。
こ
う
み
な
す
こ
と
で
、
自
ら
判
断
し
て

行
動
し
て
、
そ
の
結
果
の
「
責
任
」を
と
れ
る
一
人
前
の
社
会
人
に
な
れ
る
の
だ
。 

  

カ
ン
ト
は
、
自
然
の
因
果
決
定
と
自
由
に
よ
る
因
果
決
定
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
て
い
る
決
定

根
拠
を
区
別
し
て
い
る
。
自
由
に
よ
る
因
果
性
は
、
そ
の
背
後
に
さ
ら
な
る
原
因
を
持
た
な
い
究

極
の
原
因
と
し
て
作
動
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
理
性
的
・合
理
的
決
定
理
由
の
極
限(

自
由)

は
、

も
は
や
こ
れ
ま
で
の
因
果
関
係
の
法
則
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
。 

だ
か
ら
、
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
時
の
決
定
根
拠
は
、
理
性
の
法
則
そ
の
も

の
、
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」
が
動
機
と
な
る
。
こ
の
理
由
を
あ
げ
る
と
す
る
と
、
同
語
反
復

と
な
っ
て
し
ま
う
。
「ウ
ソ
を
つ
く
べ
き
で
な
い
か
ら
、
嘘
を
つ
く
べ
き
で
は
な
い
」と
い
う
風
に
、
そ

の
行
為
が
ど
ん
な
理
由
に
も
制
約
さ
れ
な
い
無
条
件
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
性

が
道
徳
法
則
と
い
う
理
性
自
身
を
決
定
理
由
と
す
る
実
践
に
お
い
て
、
理
性
は
無
条
件
で
絶
対

的
な
力
を
実
現
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
理
性
は
実
践(

道
徳)

の
領
域
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
を

求
め
極
限
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
つ
べ
こ
べ
言
わ
せ
な
い
無
条
件
な
道
徳
的
在
り
方
が
、

カ
ン
ト
の
言
う
「定
言
命
法
」で
あ
る
。
「定
言
」と
は
、
断
言
的
・絶
対
的
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
記
載
し
な
い
が
、
一
つ
だ
け
言
っ
て
お
け
ば
、

こ
の
よ
う
な
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」
と
言
わ
れ
る
と
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
不
信
感
や
怪

し
さ
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
純
粋
な
行
為
な
ん
て
、
普
通
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
。
こ
の
よ
う
な
事
を
言
い
出
す
人
は
、
あ
や
し
い
、
と
。
そ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
と
ん

で
も
な
い
悪
意
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。 

で
も
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
自
分
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
の
だ
。
心
の
底
で
は
分
か
っ
て
い
て

も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
気
付
い
て
い
な
い
だ
け
な
の
だ
。 

私
た
ち
は
自
分
の
行
っ
て
き
た
過
去
の
行
為
に
対
し
て
「
や
ま
し
さ
」
を
感
じ
た
り
、
後
悔
の
気

持
ち
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
心
は
、
「
マ
イ
ナ
ス
体
験
」
と
し
て
抱
か
れ
て
い
る

「道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
識
は
、
拒
み
様
の
な
い
リ
ア
リ

テ
ィ
を
も
っ
て
私
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
。
後
悔
の
念
は
、
時
間
が
た
っ
て
も
、
時
と
し
て
、
強
く
迫
っ

て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
後
悔
の
思
い
に
心
深
く
と
ら
わ
れ
て
、
日
々
反
省
す
る
の
が
私
達
で

あ
る
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
私
た
ち
は
、
こ
の
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
の
行
為
を
律

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

理
念
と
し
て
の
「
自
由
」
が
虚
構
と
し
て
で
は
な
く
し
て
、
現
実
に
作
用
す
る
一
つ
の
因
果
性
と

し
て
確
実
に
現
れ
出
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」
と
し
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て
、
・
・
・
。
こ
の
よ
う
に
、
超
時
間
性
の
あ
る
理
性
に
起
点(

根
拠)

を
も
つ
道
徳
が
法
則
と
し
て
現

実
の
時
間
と
空
間(

感
性)

の
中
に
入
っ
て
、
立
派
に
作
用
す
る
。
こ
の
超
時
間
的
な
根
拠
こ
そ
、
自

ら
決
断
し
て
新
し
く
始
め
る
「
自
由
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
か
ら
、

「自
由
」に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
決
定
根
拠
の
あ
る
「自
由
」
で
あ
る
。 

で
も
、
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」が
、
「プ
ラ
ス
体
験
」と
し
て
現
れ
出
る
こ
と
は
、
な
か
な
か

難
し
い
。
や
ま
し
い
心
が
ま
っ
た
く
な
い
、
打
算
の
ま
っ
た
く
な
い
実
践
は
、
な
か
な
か
現
れ
に
く

い
で
あ
ろ
う
が
、
・
・・
。
こ
れ
が
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
私
た
ち
の
実
際
の
日
々
の
姿
で
あ
ろ

う
。
で
も
、
愚
か
な
過
ち
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
の
た
び
に
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」
に
立

ち
戻
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
自
分
の
た
め
、
人
の
た
め
に
な
る
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
人
間
の
弱
さ
を
自
覚
し
た
上
で
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
理

性
が
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
長
期
的
な
戦
略
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。 

カ
ン
ト
の
『
永
久
平
和
論
（1795

年
）
』
で
は
、
人
は
戦
争
と
い
う
愚
か
な
行
為
を
繰
り
返
す
が
、

そ
の
た
び
に
大
き
く
傷
つ
き
反
省
し
て
、
そ
し
て
国
家
間
対
立
を
な
く
し
て
い
く
取
り
組
み
を
し

て
い
く
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
先
の
戦
争
を
反
省
し
て
、EU

が
結
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
い
ろ
ん
な
弱

点
が
あ
る
が
、
国
連
も
一
応
機
能
し
て
い
る
。
「
日
本
国
憲
法
」
も
、
左
右
の
政
治
勢
力
か
ら
の
批

判
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
今
も
不
十
分
な
が
ら
機
能
し
て
い
る
。 

カ
ン
ト
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
２
世
（在
位1740

～86

年
）
の
時
代
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
生
き
て
い
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
継
承
戦
争
（1740

～48

年
）、
七
年
戦
争
（1756
～63

年
）の
時
代
で
あ
る
。
七
年

戦
争
時
に
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
は
、
５
年
間
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
に
つ
い
た
ロ
シ
ア
に
占
領
さ
れ
た
。

『永
遠
平
和
の
た
め
に
』は
、
こ
れ
ら
の
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
激
動
（1789

年
～
）の
体
験
に
基

づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

  

貨
幣
を
通
し
た
市
場
で
の
商
品
交
換
関
係
が
広
が
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
共
同
体
は
解
体
さ

れ
る
。
個
々
人
が
一
度
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
一
個
人
と
し
て
他
者
と
関
わ
る
関
係

が
当
た
り
前
の
関
係
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
近
代
的
個
人
が
誕
生
し
た
。
こ
の
よ
う

な
社
会
で
の
、
「自
由
」の
在
り
方
を
カ
ン
ト
は
思
考
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
、
哲
学
と
い
う
営
み
全
体
を
動
か
す
回
転
軸
を
、
カ
ン
ト
は
見
出
し
て
い
る
。
「
理
由
」

「根
拠
」
「原
因
」等
の
鎖
を
極
限
ま
で
た
ど
る
と
、
こ
の
「自
由
」
に
到
達
す
る
。
こ
れ
ら
の
鎖
の
各

項
は
、
い
ず
れ
も
理
性
の
変
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
「自
由
」こ
そ
が
理
性
の
最
終
的
な
変
容
体
で

あ
る
。 

「
天
」
や
「
神
」
を
引
用
し
て
説
明
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
日
々
の
経
験
だ
け
に
頼
る
こ
と
も
な

く
思
考
し
た
の
が
、
「
自
由
」
理
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
の
述
べ
ら
れ
た
「
自
由
」
か
ら
は
、
無

か
ら
の
創
造
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。
神
に
よ
る
無
か
ら
の
創
造
を
類
推
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
理

性
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
「
自
由
」
ゆ
え
に
自
己
の
行
為
の
創
造
者
で
あ
っ
て
も
、
世
界
を

創
造
し
て
は
い
な
い
。
自
由
→
そ
の
結
果
＝
神
→
世
界
の
創
造
と
類
推
す
る
人
が
い
る
が
、
こ
の

比
例
関
係
は
類
比
で
あ
っ
て
、
「
自
由
」
＝
「
神
」
で
は
な
い
。
「
自
由
」
と
「
神
」
は
、
と
も
に
時
間
性

か
ら
免
れ
て
い
る
が
、
・・・
。 

そ
れ
ま
で
の
因
果
関
係
を
断
ち
切
り
、
新
し
く
始
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
自
由
」
を
行
使
す

る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
「
責
任
」
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
固
有
の
価
値
で
あ
る
「
人
格
へ
の
尊

厳
」の
意
識
は
、
「自
由
」
が
あ
り
、
「責
任
」が
取
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%EA%A1%BC%A5%C9%A5%EA%A5%D2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%EA%A1%BC%A5%C9%A5%EA%A5%D2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%A2%B7%D1%BE%B5%C0%EF%C1%E8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%B7%C7%AF%C0%EF%C1%E8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%B7%C7%AF%C0%EF%C1%E8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A1%BC%A5%B9%A5%C8%A5%EA%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%F3%A5%B9%B3%D7%CC%BF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D5%A5%E9%A5%F3%A5%B9%B3%D7%CC%BF
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各
諸
個
人
が
「自
由
」
に
思
考
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
は
、
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
「自
由
」
を
抑
圧
す
る
職
場
の
人
た
ち
や
、
旧
態
依
然
た
る
地
域
の
慣
行

な
ど
は
、
こ
の
価
値
観
に
ま
っ
た
く
目
覚
め
て
い
な
い
。
で
も
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
抑
圧
を

し
て
い
る
こ
と
の
間
違
い
に
気
付
い
て
い
な
い
。
悲
し
い
か
な
、
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
本
当

に
信
じ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
と
は
な
か
な
か
会
話
が
成
立
し
な
い
こ
と

と
な
る
。 

私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
現
実
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
社
会
の
荒
波
に
立
ち

向
か
う
に
は
、
そ
の
人
な
り
の
「理
念
」
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
が
生
き
て
い
く
に
は
、

「
理
念
」
は
必
要
な
の
だ
。
こ
の
理
念
の
実
現
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
も
、
私

た
ち
が
簡
単
に
は
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
で
も
、
私
た
ち
を
明
日
へ
と

導
く
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
言
葉
に
酔
っ
て
、
「
美
し
い
こ
と
を
夢
見
て
、
醜
い
こ
と
を
す
る
」

事
態
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
私
た
ち
の
思
考
は
揺
れ
動
き
、
「
独
断
論
の
ま
ど
ろ
み
」
に

落
ち
込
み
悪
を
な
す
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
黄
信
号
を
点
滅
さ
せ
な
が
ら
、
多
く

の
人
た
ち
と
そ
の
「理
念
」
に
つ
い
て
の
討
議
を
、
事
あ
る
ご
と
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。 

 参
考
文
献 

石
川
文
康(

筑
摩
書
房)

『カ
ン
ト
は
こ
う
考
え
た-

人
は
な
ぜ
「
な
ぜ
」と
問
う
の
か-

』 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

補
説 

① 

 

カ
ン
ト
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
哲
学
的
に
位
置
づ
け
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
違
う
。
ニ
ュ
ー

ト
ン
力
学
で
は
、
絶
対
空
間
と
絶
対
時
間
を
前
提
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

絶
対
空
間
と
絶
対
時
間
は
、
理
性
の
限
界
と
し
て
の
理
念(

仮
象)

で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
に
つ
い
て
の
記
述
の
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
あ
る
」
と
も
「
な
い
」
と
も
ど
う
に
も

確
か
め
よ
う
の
な
い
不
確
実
、
無
限
定
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

カ
ン
ト
は
時
間
と
空
間
は
私
た
ち
の
五
感
の
特
性
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
感
性

の
認
知
の
形
式
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
理
的
運
動
は
相
対
的
な
の
だ
と
し
て
い
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

補
説 

② 

日
本
社
会
に
は
、
「人
格
へ
の
尊
厳
」を
大
切
に
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
思
想
体
質
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
『
甘
え
の
構
造
』
土
居
健
郎(

弘
文
堂)

に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
私
た
ち
の
日
本
社
会
の
思
想
体
質
の
大
き
な
問
題

が
書
か
れ
て
い
る
。 

＊
線
は
、
青
野
が
付
け
た
。 

 

内
と
い
う
日
本
語
が
、
身
内
と
か
仲
間
内
と
い
う
よ
う
に
、
主
と
し
て
個
人
の
属
す

る 

集
団
を
指
し
、
英
語
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
よ
う
に
、
個
人
自
体
を
指
す
こ
と
が
な
い

の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
集
団
か
ら
独
立
し
て
個
人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
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ト
な
領
域
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
人
格
の
統
合
の
価
値
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
。 

 

日
本
に
は
集
団
か
ら
独
立
し
た
個
人
の
自
由
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く

個
人
や
個
々
の
集
団
を
超
越
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
精
神
も
至
っ
て
乏
し
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
も
、
以
上
説
明
し
て
き
た
内
と
外
と
い
う
風
に
日
本
人
が
生

活
空
間
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
異
な
る
行
動
の
規
範
を
用
い
て
も
、
一
向
に

怪
し
ま
な
い
事
実
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
人
が
い
わ
ば
理
性
的
に
行
動
す

る
の
は
遠
慮
の
あ
る
ば
あ
い
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
遠
慮
を
働
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い

サ
ー
ク
ル
も
、
遠
慮
を
要
し
な
い
外
部
の
世
界(

＊
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
他
人
の
人
た

ち)

に
対
し
て
は
内
と
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
当
の
意
味
で
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
で
は
な

い
。
だ
い
た
い
内
と
外
と
い
う
分
け
方
が
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
社
会

的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
精
神
が
育
つ
わ
け
は
な
い
の
で

あ
る
。
内
外
の
区
別
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
公
私
の
区
別
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
公
私
混
同
が
起
き
る
は
ず
で
あ
り
、
・・・
。 

 

対
人
関
係
で
内
と
外
と
い
う
風
に
生
活
空
間
を
区
別
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
自
分
と
関
わ
る

世
間
に
は
気
を
つ
か
う
が
、
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
の
な
い
広
い
社
会
的
な
事
柄
に
対
し
て
は
関

心
を
示
さ
な
い
し
、
極
め
て
冷
淡
な
態
度
を
と
る
こ
と
と
な
る
。 

原
発
の
問
題
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
。
あ
れ
だ
け
の
事
故
が
あ
っ
た
と

い
う
の
に
、
・
・
・
。
地
球
の
反
対
側
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
よ
う
に
、
自
分
と
は
関
係
な
い
こ
と
と

し
て
い
る
言
動
を
よ
く
聞
く
。 

 

先
に
紹
介
し
た
青
野
の
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
社
会
関
係
が
平
然
と
な
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
私
の
見
解(

怒
り)

と
そ
の
結
末
を
書
い
て
い
る
。 

 

補
説 

③ 

カ
ン
ト
の
居
た
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク 

カ
ン
ト
（1724

～1804

）は
当
時
の
東
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
に
生
ま
れ
、
一
度
も
こ

の
都
市
の
外
に
出
る
こ
と
な
く
生
涯
を
終
え
た
。
こ
の
地
は
、
今
は
ロ
シ
ア
領
カ
リ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ー

ド
に
な
っ
て
い
る
。 

 

ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
は
ド
イ
ツ
騎
士
団
領
の
砦
と
し
て
、13

世
紀
半
ば
に
建
設
さ
れ
た
。14

世
紀

半
ば
に
は
ハ
ン
ザ
同
盟
の
一
員
と
な
り
、
バ
ル
ト
海
に
臨
む
港
町
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
ド
イ

ツ
の
他
の
都
市
と
の
違
い
は
、
東
は
ず
れ(1772

年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
ま
で
は
、
飛
び
地)

に
あ

る
た
め
に
、
リ
ト
ア
ニ
ア
語
圏
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
圏
や
ロ
シ
ア
語
圏
と
の
交
流
が
あ
っ
た
。 

 

カ
ン
ト
の
時
代
は
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
が
繁
栄
の
時
期
で
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
船
が
出
入

り
し
、
移
住
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
（
ユ
グ
ノ
ー
、
追
放
さ
れ
た
カ
ン
ビ
ン
教
徒
た
ち
）も
活
躍
し
て

い
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
も
商
業
・
金
融
に
携
わ
っ
て
い
て
、
都
市
の
文
化
水
準
も
上
昇
し
て
い
た
。 

1758-1763

年
の
間
、
ロ
シ
ア
に
占
領
さ
れ
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
へ
の
強
い
憧

れ
は
、
こ
の
地
の
大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
地
位
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
ロ

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D7%A5%ED%A5%A4%A5%BB%A5%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D7%A5%ED%A5%A4%A5%BB%A5%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%ED%A5%B7%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%ED%A5%B7%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AB%A5%EA%A1%BC%A5%CB%A5%F3%A5%B0%A5%E9%A1%BC%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AB%A5%EA%A1%BC%A5%CB%A5%F3%A5%B0%A5%E9%A1%BC%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AB%A5%EA%A1%BC%A5%CB%A5%F3%A5%B0%A5%E9%A1%BC%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4%B5%B3%BB%CE%C3%C4%CE%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4%B5%B3%BB%CE%C3%C4%CE%CE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CF%A5%F3%A5%B6%C6%B1%CC%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%CF%A5%F3%A5%B6%C6%B1%CC%C1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%EB%A5%C8%B3%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%EB%A5%C8%B3%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%EA%A5%C8%A5%A2%A5%CB%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%EA%A5%C8%A5%A2%A5%CB%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A1%BC%A5%E9%A5%F3%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A1%BC%A5%E9%A5%F3%A5%C9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A4%A5%AE%A5%EA%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A4%A5%AE%A5%EA%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A5%E9%A5%F3%A5%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AA%A5%E9%A5%F3%A5%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E6%A5%C0%A5%E4%BF%CD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%E6%A5%C0%A5%E4%BF%CD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E2%CD%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E2%CD%BB
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シ
ア
の
占
領
に
よ
っ
て
、
身
分
や
階
級
が
急
激
に
流
動
化
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
支
配
・
被
支
配
の
関

係
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
様
々
な
身
分
の
人
と
、
多
様
な
国
籍
や
民
族
の
人

た
ち
の
間
で
、
旧
来
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な
人
間
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
さ
し
く
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
と
な
っ
た
。
カ
ン
ト
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム(

全
世
界
の
人
々
を

自
分
の
同
胞
と
と
ら
え
る
思
想)

は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
実
態
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。 

商
品
交
換
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
流
通
網
を
通
し
て
、
各
地
の
新
聞
・雑
誌
が
出
回
っ

て
い
た
。
出
版
業
者
は
自
前
の
作
家
・
文
化
人
を
確
保
す
る
た
め
に
、
盛
ん
に
援
助
し
て
い
た
。
カ

ン
ト
も
、
こ
の
よ
う
な
出
版
業
者
宅
に
下
宿
し
て
い
た
。 

ま
た
、
カ
ン
ト
の
曾
祖
父
・
祖
父
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
の
哲
学
者
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
大
き
く
影
響
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
多
文
化
の
状
況
が
、
日
々
の
生
活
の
中
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
自
身
が
、
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

 

「
一
国
の
中
心
で
あ
る
大
都
会
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
国
を
統
治
す
る
諸
官
庁
が
あ
り
、
一
つ
の 

 

大
学
（
諸
科
学
の
陶
冶
の
た
め
の
）
を
も
ち
、
さ
ら
に
海
外
貿
易
の
要
地
を
占
め
、
し
た
が
っ
て
国

の
奥
地
か
ら
流
れ
て
く
る
河
流
に
よ
っ
て
奥
地
と
の
交
流
を
助
長
す
る
と
と
も
に
、
言
語
風
習
を

異
に
し
た
遠
近
の
国
々
と
の
交
通
に
も
便
利
で
あ
る
よ
う
な
都
市
、
た
と
え
ば
プ
レ
ー
ゲ
ル
川
に

沿
っ
た
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
ご
と
き
は
、
た
し
か
に
世
間
知
を
も
人
間
知
を
も
拡
張
す
る
の
に

恰
好
な
場
所
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
居
れ
ば
、
た
と
え
旅
行
し
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う

な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
」（『人
間
学
』序
文
、
坂
部
恵
訳
） 

  

こ
の
地
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
世
界
か
ら
見
る
と
辺
境
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
文
化
の
境
界

地
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
と
の
接
触
点
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
自
分
の
属
し

て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
の
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
く
自
覚
さ
れ
る
地
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
、
自
分
た
ち
が
正
し
い
と
し
て
い
る
価
値
観
の
主
観
性
・相
対
性
が
、
そ
の
限
界
が
自

覚
さ
れ
る
地
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
理
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
理
解
可

能
の
領
域
が
拡
大
し
て
い
く
最
前
線
で
あ
り
、
そ
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
地
で
、
カ
ン
ト
は
思
索
し
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
繁
栄
は
、
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
死
去
の
時
期
あ
た
り
か
ら
、
中
継
貿

易
の
拠
点
で
あ
っ
た
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
は
衰
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

1930

年
代
か
ら
は
、
こ
の
地
は
ナ
チ
ス
の
支
持
者
が
多
く
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
へ
の
虐
待
が
な
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
、
連
合
国
か
ら
激
し
い
空
爆
を
さ
れ
て
国
土
は
ガ
レ
キ
と
化
し
、
老
人
と
子
供
た

ち
と
少
数
の
大
人
た
ち
だ
け
が
生
き
残
っ
た
。
戦
後
ロ
シ
ア
領
と
な
り
、
生
き
残
っ
た
ド
イ
ツ
人

の
多
く
は
国
外
追
放
さ
れ
た
。 

カ
ン
ト
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
こ
の
地
に
根
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
も
、
悲
し
む
こ
と

は
な
い
。
人
の
歴
史
は
、
こ
の
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
過
ち
で
大
き
く
傷
つ
き
な
が
ら
、
そ
の
た
び

反
省
し
て
、
「道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
」に
た
ち
も
ど
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D2%A5%E5%A1%BC%A5%E0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D2%A5%E5%A1%BC%A5%E0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%C5%D4%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%C5%D4%B2%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%A4%B4%D6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%A4%B4%D6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%E4%C9%F4%B7%C3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%E4%C9%F4%B7%C3

