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同
情
に
つ
い
て
（
下
）

森　
　

 

一 　

郎

五
　
哀
れ
み
と
同
情
（
続（
１
））

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
大
審
問
官
の
章
で
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
イ
エ
ス
の
無
言
の
同
情
を
、
大
審
問
官
の
雄
弁
な
哀
れ
み
と
対
比
さ

せ
て
い
る
」

（
２
）、
と
独
自
に
解
釈
し
ま
す
。
こ
の
喚
起
力
に
富
む
物
語
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
好
ん
で
論
評
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
読
み
方
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
大
変
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。
そ
も
そ
も
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
ビ
リ
ー
・
バ
ッ
ド
』
と
並
ぶ
、

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
も
う
一
つ
の
非
理
論
的
な
側
面
を
扱
っ
た
古
典
的
な
物
語
、
つ
ま
り
革
命
の
主
役
た
ち
の
言
葉
と
行
為
の
背
後
に
ひ

そ
む
動
機
づ
け
に
関
す
る
物
語
」（O

R, 85
）、
と
表
立
っ
て
捉
え
る
発
想
か
ら
し
て
、
通
例
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
と
は
相
当
か
け
離

れ
て
い
ま
す
（
む
ろ
ん
『
悪
霊
』
に
関
し
て
な
ら
、
革
命
思
想
と
の
連
関
を
云
々
す
る
の
は
当
た
り
前
な
の
で
す
が
）。
と
り
わ
け
違
和

感
を
お
ぼ
え
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、「
大
審
問
官
」
の
章
を
読
め
ば
誰
し
も
、
人
間
の
「
自
由
」
が
決
定
的
に
重
要
な
テ
ー
マ
と
さ
れ
て

い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
の
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
自
由
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
同
情
／
哀
れ
み
」
の
対
比
を

強
調
し
て
い
る
点
で
す
。
自
由
こ
そ
革
命
の
中
心
問
題
な
の
だ
、
と
力
説
し
て
い
た
は
ず
の
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
な
ぜ
こ
こ
で
は
同
情
問
題

に
ば
か
り
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
い
い
ち
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
読
み
方
と
し
て
、
そ
う
い
う
ア
ク
セ
ン
ト

の
置
き
方
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か

―
い
や
、
的
外
れ
で
は
な
い
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
私
は
こ
こ
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
を
大
々
的
に
ぶ
つ
つ
も
り
も
用
意
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
よ
う
な
懸
念
に
対
し
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て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
解
釈
路
線
を
基
本
的
に
支
持
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
大
審
問
官
」
の
章
が
出
て
く
る
第
五
編
「
プ

ロ
と
コ
ン
ト
ラ
」
は
、
そ
の
物
語
が
始
ま
る
手
前
で
、
ま
さ
に
「
人
類
の
苦
し
み
」

（
３
）

に
関
す
る
議
論
を
え
ん
え
ん
と
展
開
し
て
い
る
か
ら

で
す
。「
大
審
問
官
」
と
い
う
自
由
の
葛
藤
劇
の
導
火
線
を
な
す
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
同
情
問
題

0

0

0

0

な
の
で
す
。

場
面
は
、
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
の
次
男
イ
ワ
ン
と
三
男
ア
レ
ク
セ
イ
（
愛
称
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
）
と
の
対
話
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま

す
。
小
説
の
表
向
き
の
主
人
公
は
、
純
真
な
ロ
シ
ア
正
教
会
見
習
修
道
僧
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
そ
の
光
に
対
す

る
影
と
も
い
う
べ
き
黒
々
と
し
て
深
み
の
あ
る
縁
ど
り
を
小
説
全
体
に
与
え
て
い
る
の
は
、
近
代
的
懐
疑
精
神
の
持
ち
主
イ
ワ
ン
で
す

（
小
説
終
盤
の
、
イ
ワ
ン
と
「
悪
魔
」
と
の
対
話
の
く
だ
り
は
、「
大
審
問
官
」
に
劣
ら
ぬ
神
々
し
い

0

0

0

0

筆
致
で
描
か
れ
ま
す
）。
こ
こ
で
も

立
て
続
け
に
、
虚
無
派
イ
ワ
ン
の
長
広
舌
が
続
き
ま
す
。
こ
の
兄
弟
が
す
で
に
「
プ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
」、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る

「
賛
否
両
論
」
を
な
し
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
が
、
話
は
も
う
少
し
入
り
組
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
無
神
論
の
側
に
立
っ
て
い

る
か
に
見
え
る
イ
ワ
ン
は
べ
つ
に
、
神
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
彼
の
主
張
は
、
神
に
よ
っ
て
世
界
が
創
ら
れ
た
と
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
世
界
を
認
め
る
こ
と
は
自
分
に
は
到

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

底
で
き
な
い

0

0

0

0

0

、
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。「
俺
が
認
め
な
い
の
は
神
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
、
そ
こ
の
と
こ
を
理
解
し
て
く
れ
。
俺
は
神
の

創
っ
た
世
界
、
神
の
世
界
な
る
も
の
を
認
め
な
い
の
だ
し
、
認
め
る
こ
と
に
同
意
で
き
な
い
の
だ
」

（
４
）。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
来
世

で
も
永
遠
で
も
な
く
、
こ
の
世

0

0

0

で
あ
り
、
こ
の
世
の
現
実
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
イ
ワ
ン
は
、
現
に
あ
る
世
界
を
認
め
な
い
の
か
。
そ
う
弟
に
尋
ね
ら
れ
た
彼
が
、
お
も
む
ろ
に
持
ち
出
し
て
く
る
「
論

拠
」、
そ
れ
が
「
人
類
の
苦
悩
」
と
り
わ
け
「
子
供
た
ち
の
苦
悩
」

（
５
）
で
す
。
大
人
た
ち
が
、「
知
恵
の
実
」
を
食
べ
た
報
い
と
し
て
苦
し
む

の
は
、
ま
だ
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
全
然
罪
の
な
い
子
供
ま
で
も
が
、
そ
の
巻
き
添
え
を
食
っ
て
苦
し
み
を
背
負
わ
さ
れ
る
の
は
、

ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。
無
垢
の
幼
な
子
が
い
た
ぶ
ら
れ
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
、
不
条
理
な
苦
悩
に
満
ち
満
ち
た
訳
の
分
か
ら
ぬ
こ
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の
世
を
、
そ
れ
ゆ
え

0

0

0

0

是
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
イ
ワ
ン
は
結
論
す
る
の
で
す
。
趣
味
で
集
め
た
と
言
っ
て
彼
が
列
挙
す
る

「
幼
児
虐
待
」
の
事
例
は
、
ど
れ
も
凄
ま
じ
い
も
の
ば
か
り
で
す
が
（
そ
の
病
的
事
例
が
、「
人
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
喜
ぶ
」、
あ

る
い
は
も
っ
と
端
的
に
「
人
を
苦
し
め
た
い
」「
い
じ
め
た
い
」
と
い
う
、
同
情
の
反
対
現
象
を
な
し
て
い
る
点
に
注
意
）、
そ
の
詳
細
は

措
き
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
他
者
の
苦
し
み
に
対
す
る
感
受
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ワ
ン
は
事
柄
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
ど
け
な
い
幼
児
が
い
わ
れ
な
く
苦
し
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
に
絞
っ
て
論
を
進
め
る
の
で
す
が
、
一
般
的
に
言

え
ば
、
こ
の
世
に
お
け
る
人
類
の
苦
悩
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
は
ど
こ
ま
で
可
能
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
な
の
で
す
。
こ
れ

は
、
哲
学
史
上
の
用
語
を
使
え
ば
、「
弁
神
論
（théodicée

）」
―
直
訳
す
る
と
「
神
の
正
義
」

―
の
問
題
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
あ
る
い
は
、『
ヨ
ブ
記
』
以
来
の
神
学
上
の
大
問
題
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
可
能
な
答
え

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
人
々

が
苦
し
み
を
共
に
し
互
い
に
分
か
ち
合
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
共
苦
・
同
情
（com

passion

）」
な
の
で
す
。
で
は
、
同
情
は
ど
こ
ま
で

「
有
効
」
な
の
か
。

「
大
審
問
官
」
と
い
う
自
作
の
「
叙
事
詩
」

（
６
）
を
イ
ワ
ン
が
披
露
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の

物
語
に
、
同
情
の
可
能
性
の
範
囲
を
見
定
め
る
と
い
う
意
味
で
の
「
同
情
批
判
」
の
趣
旨
が
読
み
と
れ
る
の
は
、
少
し
も
不
思
議
で
は
な

い
の
で
す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
同
情
と
似
て
非
な
る

0

0

0

0

0

「
哀
れ
み
（pity

）」
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
鮮
や
か
に
同
情

批
判

0

0

を
遂
行
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
同
情
／
哀
れ
み
」
の
対
比
こ
そ
、「
プ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
」
と
い
う

標
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
さ
え
思
え
て
き
ま
す
。

さ
て
、
い
よ
い
よ
こ
の
「
コ
ン
‐
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
ド
ラ
マ
に
分
け
入
り
ま
し
ょ
う
。
舞
台
は
、
異
端
審
問
全
盛
の
十
六
世
紀
ス
ペ
イ

ン
の
セ
ヴ
ィ
リ
ヤ
。
折
し
も
昨
日
、
百
人
も
の
異
端
者
が
火
あ
ぶ
り
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
町
の
広
場
に
、「
測
り
知
れ
ぬ
慈
悲
心
か
ら
」

（
７
）、

キ
リ
ス
ト
が
か
つ
て
と
同
じ
出
で
立
ち
で
そ
っ
と
姿
を
現
わ
し
ま
す
。「
キ
リ
ス
ト
は
限
り
な
い
同
情
の
静
か
な
微
笑
を
浮
か
べ
て
、
無
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言
の
ま
ま
、
人
々
の
間
を
通
っ
て
ゆ
く
」

（
８
）。
民
衆
は
た
ち
ま
ち
そ
の
正
体
を
見
破
り
、
彼
の
も
と
へ
殺
到
し
ま
す
。
盲
目
の
老
人
は
癒
さ

れ
、
柩
に
納
め
ら
れ
た
少
女
は
息
を
吹
き
返
し
ま
す
。

―
イ
エ
ス
立
ち
寄
り
の
こ
う
し
た
お
話
を
、
荒
唐
無
稽
の
想
定
と
簡
単
に
斥
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。「
ま
た
来
る
か
ら
」
と
言
い
残
し
て
去
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
一
人
の
男
の
再
訪
を
信
じ
て
、
気
が
つ

け
ば
二
千
年
も
待
ち
続
け
て
き
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
歴
史
な
の
で
す
か
ら
。

あ
た
か
も
そ
う
し
た
奇
蹟
が
演
じ
ら
れ
、
民
衆
が
ど
よ
め
い
て
い
る
そ
の
と
き
、
九
十
歳
近
い
老
人
の
大
審
問
官
た
る
枢
機
卿
が
通
り

か
か
り
ま
す
。
一
部
始
終
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
た
彼
は
、
に
わ
か
に
顔
を
曇
ら
せ
る
や
、
護
衛
た
ち
に
そ
の
男
を
引
っ
捕
ら
え
る
よ
う
、

冷
や
や
か
に
命
じ
ま
す
。

こ
の
序
幕
に
続
く
の
が
、
夜
の
牢
獄
で
キ
リ
ス
ト
と
大
審
問
官
と
が
対
面
す
る
場
面
で
す
。
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
総
督
ピ
ラ
ト
が
、
捕
ら
え

ら
れ
た
イ
エ
ス
と
面
会
し
「
あ
な
た
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
か
」
―
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
で
は
さ
ら
に
「
真
理
と
は
何
か
」
―
と
尋
ね
た
故
事
を

髣
髴
さ
せ
ま
す
。
イ
エ
ス
が
、
か
つ
て
と
同
じ
く）

9
（

、
い
や
そ
れ
以
上
に
終
始
沈
黙
を
守
る
の
に
対
し
、
今
度
の
相
手
役
た
る
大
審
問
官

は
、「
お
前
は
キ
リ
ス
ト
な
の
か
？
」）

10
（

と
切
り
出
す
や
、
い
や
答
え
な
く
と
も
分
か
っ
て
い
る
、
と
急
い
で
付
け
加
え
、
無
言
の
相
手
に

向
か
っ
て
滔
々
と
持
論
を
ま
く
し
立
て
ま
す
。
分
量
的
に
「
大
審
問
官
」
の
章
の
大
半
を
占
め
る
そ
の
大
演
説
は
、
思
想
的
に
も
悪
魔
的

と
言
え
る
ほ
ど
の
深
み
に
達
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
雄
弁
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
大
審
問
官
の
本
質
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
哀
れ

み
」
と
い
う
一
語
で
も
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

一
見
す
る
と
、
こ
の
解
釈
は
奇
妙
な
気
が
し
ま
す
。「
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
の
邪
魔
を
し
に
き
た
？
」
と
言
い
放
ち
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
キ

リ
ス
ト
に
「
異
端
の
も
っ
と
も
悪
質
な
も
の
と
し
て
火
あ
ぶ
り
に
し
て
や
る
」）

11
（

と
お
ご
そ
か
に
告
げ
る
大
審
問
官
は
、
人
間
的
感
情
の
か

け
ら
も
な
い
冷
血
漢
に
見
え
る
か
ら
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
伝
え
る
は
ず
の
教
会
側
の
人
間
が
、
生
身
の
救
い
主
を
も
う
一
度
死
刑

に
し
よ
う
と
企
む
と
は
、
な
ん
と
恐
る
べ
き
逆
説
で
し
ょ
う
か
。
じ
っ
さ
い
彼
は
弁
舌
の
途
中
で
、「
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
お
前
に
で
は
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な
く
、
彼0

に
つ
い
て
い
る
の
だ
」
と
、
自
分
た
ち
の
と
び
き
り
の
「
秘
密
」
を
打
ち
明
け
て
い
ま
す）

12
（

。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
単
純

に
、
大
審
問
官
を
悪
魔
の
手
下
と
決
め
つ
け
て
も
、
ほ
と
ん
ど
得
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
も
し
教
会
関
係
者
で
、
こ
の
棄
教
物

語
を
そ
の
よ
う
に
他
人
事
と
片
付
け
て
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
人
こ
そ
一
番
信
用
な
ら
な
い
の
だ
、
と

言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
コ
ー
ド
を
手
放
さ
な
い
ど
こ
か
の
理
事
会
の
よ
う
に
、
既
得
権
益
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
現

代
の
キ
リ
ス
ト
教
業
界
の
お
歴
々
は
、
ロ
ー
マ
帝
政
初
期
や
異
端
審
問
全
盛
期
に
勝
る
と
も
劣
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
の
出
現
を
や
み
に
葬
り

去
ろ
う
と
す
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
す
。

大
審
問
官
は
、
た
ん
な
る
悪
玉
で
も
悪
魔
の
化
身
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
へ
の
絶
大
な
哀
れ
み
に
満
ち
た
心
優
し
き
人
物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
す
。
か

弱
き
人
び
と
を
思
い
や
る
そ
の
憐
憫
の
心
は
、
果
て
し
な
く
広
く
、
そ
れ
こ
そ
大
海
の
よ
う
に
深
い
の
で
す
。
そ
の
彼
か
ら
す
る
と
、
今

さ
ら
キ
リ
ス
ト
に
来
て
も
ら
っ
て
も
、
邪
魔
な
だ
け

0

0

0

0

0

な
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
そ
の
闖
入
者
が
、
人
び
と
に
「
自
由
」
と
い
う
福
音
を
ふ

た
た
び
説
き
回
っ
た
り
し
た
日
に
は
。
な
ぜ
な
ら
、
大
審
問
官
の
見
る
と
こ
ろ
、
人
間
と
い
う
の
は
も
と
も
と
自
由
向
き
に
は
出
来
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

か
ら
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
人
類
の
管
理
責
任
者
は
、
ひ
と
え
に
人
間
た
ち
を
「
自
由
の
重
荷
」）

13
（

か
ら
解
き
放
っ
て
や
る
た
め

に
こ
そ
粉
骨
砕
身
し
て
き
た
の
だ
、
と
言
う
の
で
す
。「
人
間
と
人
間
社
会
に
と
っ
て
、
自
由
ほ
ど
堪
え
が
た
い
も
の
は
、
い
ま
だ
か
つ

て
何
一
つ
な
か
っ
た
」）

14
（

。
こ
れ
が
大
審
問
官
の
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
人
類
に
対
す
る
彼
の
無
限
の
哀
れ
み
の
源
泉
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
苦

痛
や
懊
悩
の
種
は
、
取
り
去
っ
て
あ
げ
た
ほ
う
が
、
人
の
た
め
に
尽
く
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
苦
の
除
去
＝
公
共
の
福
祉
と
い
う
功

利
主
義
的
原
則
か
ら
い
っ
て
、
そ
う
な
り
ま
す
。

愛
は
自
由
を
奪
う

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
が
大
審
問
官
の
人
類
愛
の
か
た
ち
で
す
。
哀
れ
み
に
も
と
づ
く
こ
の
博
愛
は
、
大
地
を
包
み
込
む
ほ
ど
、
無

際
限
に
広
く
深
い
の
で
す
。「
い
や
、
大
審
問
官
が
問
題
に
し
て
い
る
自
由
と
は
、
信
仰
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
詮
わ
れ
わ
れ
と

は
無
関
係
だ
」、
と
思
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
次
の
言
葉
は
、
十
六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
、
あ
る
い
は
十
九
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世
紀
の
ロ
シ
ア
に
の
み
、
当
て
は
ま
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。「
ま
さ
し
く
今
日
、
人
々
は
い
つ
の
時
代
に
も
ま
し
て
自
分
た
ち
が
完
全
に

自
由
で
あ
る
と
信
じ
き
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
実
際
に
は
そ
の
自
由
を
み
ず
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
き
て
、
素
直
に
わ
れ
わ
れ

の
足
も
と
に
捧
げ
た
の
だ
」）

15
（

。
今
日
そ
の
よ
う
な
奉
納
先
が
安
定
供
給
さ
れ
て
い
る
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
あ
り
余
る
ほ
ど
の
自
由
を
煩

わ
し
く
感
じ
、
そ
れ
を
放
り
出
す
こ
と
で
「
癒
さ
れ
た
い
」
と
願
っ
て
い
る
人
が
世
に
ひ
し
め
い
て
い
る
の
は
た
し
か
で
す
。
そ
の
さ
い

の
恰
好
の
受
入
先
は
、
何
も
新
興
宗
教
団
体
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
自
由
と
い
う
真
空

0

0

ゆ
え
の
不
安
や
退
屈
に
堪
え
き
れ

ず
、
気
晴
ら
し
と
し
て
の
娯
楽
や
慰
み
と
し
て
の
労
働
に
逃
げ
込
む
人
、
さ
ら
に
は
規
則
を
作
っ
て
は
嬉
し
そ
う
に
従
う
人
も
、
わ
ん
さ

と
い
ま
す
。
イ
ワ
ン
作
中
の
枢
機
卿
は
、
レ
ジ
ャ
ー
産
業
や
労
務
管
理
、
法
令
遵
守
主
義
の
大
元
締
め
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
と
大
審
問
官
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
「
プ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
」
を
代
表
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
「
自
由
」
と
は
、

い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
同
情
／
哀
れ
み
」
の
対
比
に
し
て
も
、
こ
の
自
由
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
い
る
か
に

見
え
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
自
由
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
う
え
で
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、

大
審
問
官
に
よ
っ
て
入
念
に
解
釈
さ
れ
る
、
マ
タ
イ
福
音
書
第
四
章
の
「
悪
魔
の
三
つ
の
誘
惑
」
の
お
話
な
の
で
す
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ

の
兄
弟
』
が
卓
越
し
た
哲
学
小
説
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
、
こ
の
自
由
論
の
深
み
ゆ
え
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
イ
ワ
ン
、
い
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
、
大
審
問
官
に
次
の
よ
う
な
確
信
に
満
ち
た
前
口
上
を
述
べ
さ
せ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。「
悪

魔
が
三
つ
の
問
い
と
い
う
形
で
お
前
に
告
げ
、
お
前
が
拒
否
し
、
福
音
書
の
中
で
《
試
み
》
と
よ
ば
れ
て
い
る
あ
の
言
葉
よ
り
も
、
い
っ

そ
う
真
実
な
こ
と
を
何
か
し
ら
言
い
え
た
だ
ろ
う
か
」）

16
（

。
い
や
、
哲
学
的
な
叡
智
を
総
結
集
し
て
も
無
理
で
あ
ろ
う
。「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

三
つ
の
問
い
に
は
、
人
間
の
未
来
の
歴
史
全
体
が
一
つ
に
要
約
さ
れ
、
予
言
さ
れ
て
い
る
の
だ
し
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
人
間
の
本
性

の
、
解
決
し
え
な
い
歴
史
的
な
矛
盾
が
す
べ
て
集
中
し
そ
う
な
三
つ
の
形
態
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
」）

17
（

。
か
く
し
て
、
人
類
史
の
大

い
な
る
矛
盾
と
そ
の
解
消
に
関
す
る
大
審
問
官
の
釈
義
が
え
ん
え
ん
と
続
き
ま
す
。
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マ
タ
イ
福
音
書
の
記
事
は
至
っ
て
簡
単
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
肉
付
け
し
て
ゆ
く
大
審
問
官
の
長
大
な
解
釈
に
は
、
ま
さ
に
悪
魔
的

と
言
う
べ
き
抗
い
が
た
い
魅
力
が
あ
り
、
こ
れ
は
も
う
各
自
が
熟
読
玩
味
す
る
ほ
か
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
に

関
わ
る
ポ
イ
ン
ト
の
み
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
、
第
一
の
「
誘
惑
」
―「
も
し
あ
な
た
が
神
の
子
で
あ
る
な
ら
、
こ

れ
ら
の
石
が
パ
ン
に
な
る
よ
う
に
命
じ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
―
は
、
以
前
に
ふ
れ
た
「
革
命
と
社
会
問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
じ
か
に

結
び
つ
い
て
お
り
、
見
落
と
せ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
自
由
」
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
用
語
法
で
言
う
と
、
パ
ン
つ
ま
り

0

0

0

0

0

「
必0

然0

」
と
の
対
比
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
生
活
の
必
要
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
貧
困
に
苦
し
め
ら
れ
れ

ば
悲
鳴
を
あ
げ
ま
す
。
し
か
し
、
開
け
た
口
に
パ
ン
を
放
り
入
れ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
救
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
人
は
奴
隷
的

に
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
人
道
的
支
援
を
し
て
や
れ
ば
内
戦
が
収
ま
る
と
か
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
撲
滅
さ
れ
る
と
か
信
じ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
人

間
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
の
で
す
。
魂
の
救
済
は
、
物
質
的
満
足
と
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元
に
あ
り
ま
す
。「
人
と
は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る

も
の
で
は
な
く
、
神
の
口
か
ら
出
る
一
つ
一
つ
の
言
葉
で
生
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
答
え
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
し
ょ

う
。
神
へ
の
信
仰
に
生
き
る
敬
虔
な
生
と
は
、
日
々
の
必
要
に
あ
く
せ
く
す
る
ば
か
り
で
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
地
上
を
超
え
た
意
味
を
追
求
す
る
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
自
由
の
か
た
ち

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
う
る
の
だ
、
と）

18
（

。

大
審
問
官
が
キ
リ
ス
ト
に
反
駁
す
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
信
仰
と
い
う
自
由

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
、
並
み
の
人
間
に
と
っ
て
堪
え
が
た
い
も
の
で

は
な
い
の
か
、
と
い
う
点
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
彼
ら
は
無
力
で
、
罪
深
く
、
取
る
に
足
ら
ぬ
存
在
」
だ
か
ら
で
す
。「
お
前
は
彼
ら

に
天
上
の
パ
ン
を
約
束
し
た
。
だ
が
、
も
う
一
度
く
り
か
え
し
て
お
く
が
、
か
よ
わ
い
、
永
遠
に
汚
れ
た
、
永
遠
に
卑
し
い
人
間
種
族
の

目
か
ら
見
て
、
天
上
の
パ
ン
を
地
上
の
パ
ン
と
比
較
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

か
り
に
天
上
の
パ
ン
の
た
め
に
何
千
、
何
万
の
人
間
が
お
前

の
あ
と
に
従
う
と
し
て
も
、
天
上
の
パ
ン
の
た
め
に
地
上
の
パ
ン
を
黙
殺
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
何
百
万
、
何
百
億
と
い
う
人
間
た
ち

は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
？
」）

19
（

。
不
屈
の
信
仰
心
を
も
つ
、
ご
く
一
握
り
の
選
ば
れ
た
者
た
ち
の
自
由
と
引
き
替
え
に
、
圧
倒
的
多
数
の
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民
衆
が
浮
か
ば
れ
な
く
て
も
よ
い
の
か
。
む
し
ろ
真
っ
先
に
救
わ
れ
る
べ
き
は
、
貧
困
に
苦
し
み
な
が
ら
も
懸
命
に
生
き
て
い
る
「
か
わ

い
そ
う
な
人
民
」
で
は
な
い
か
。

―
こ
う
し
た
弱
者
へ
の
配
慮

0

0

0

0

0

0

こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
、「
社
会
的
平
等
」
と
い
う
近
代
的
理
念

の
装
い
の
も
と
に
鼓
吹
さ
れ
て
き
た
美
徳
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

大
審
問
官
が
哀
れ
み
を
か
け
る
対
象
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
彼
の
文
言
に
従
う
か
ぎ
り
、「
パ
ン
さ
え
与
え
れ
ば
〔
…
〕
ひ
れ
伏
す
」）

20
（

よ
う
な
、
社
会
的
弱
者
で
す
。「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
か
よ
わ
い
人
間
も
大
切
な
の
だ
」）

21
（

。
弱
者
優
先
の
こ
の
博
愛

0

0

精
神
は
、
強
者
へ

の
ね
た
み
や
そ
ね
み
、
晴
ら
し
が
た
き
劣
等
感
と
い
っ
た
ど
す
黒
い
感
情
を
、「
平
等
の
正
義
」
な
る
大
義
名
分
に
く
る
ん
で
肥
え
太
ら

せ
て
は
、「
自
由
の
重
荷
に
堪
え
ら
れ
る
少
数
の
エ
リ
ー
ト
し
か
救
わ
れ
な
い
な
ど
と
い
う
〈
不
平
等
〉
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
！
」
と
告

発
し
て
や
ま
な
い
義
憤

0

0

の
形
で
、
吐
き
出
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
自
由
を
鼓
吹
し
た
り
謳
歌
し
た
り
す
る
こ
と
自
体
、
悪
質
な
「
差
別
」

な
の
で
す
。「
強
い
人
た
ち
が
堪
え
忍
ん
だ
こ
と
に
、
そ
れ
以
外
の
弱
い
人
た
ち
が
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
、
何
が
わ
る
い
の

だ
？　

弱
い
魂
が
あ
ん
な
恐
ろ
し
い
贈
り
物
を
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
っ
た
い
何
が
い
け
な
い
の
だ
？
」）

22
（

。
弱
者
を
か
ば

う
こ
の
怨
み
が
ま
し
い
居
直
り
が
、
そ
れ
に
同
調
し
な
い
者
に
向
け
ら
れ
る
や
、「
お
前
に
は
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
気
持
ち
が
分
か
ら

な
い
の
か
！
」
と
い
う
、
あ
の
紋
切
型
の
恫
喝

0

0

と
な
る
わ
け
で
す
。

大
審
問
官
の
雄
弁
に
ひ
そ
む
論
理
は
、
キ
リ
ス
ト
を
難
詰
す
る
次
の
言
葉
に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
誓
っ
て
も
い
い
。
人
間
と
い
う
の
は
、
お
前
が
考
え
て
い
る
よ
り
、
ず
っ
と
弱
く
卑
し
く
創
ら
れ
て
い
る
の
だ
ぞ
！　

そ
の
人
間

に
、
お
前
を
同
じ
こ
と
が
や
り
と
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？　

お
前
は
人
間
を
尊
ぶ
あ
ま
り
、
ま
る
で
同
情
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
人
間
に
あ
ま
り
多
く
の
も
の
を
要
求
し
す
ぎ
た
か
ら
な
の
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
が
だ
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れ
か
と
言
え
ば
、
自
分
を
愛
す
る
以
上
に
人
間
を
愛
し
た
お
前
な
の
だ
か
ら
な
！　

人
間
へ
の
尊
敬
が
も
っ
と
少
な
け
れ
ば
、
人
間
に

対
す
る
要
求
も
も
っ
と
少
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
も
っ
と
愛
に
近
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
っ
て
、
人
間
の
負
担
も

も
っ
と
軽
く
な
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
な
。
人
間
は
弱
く
卑
し
い
も
の
な
の
だ
。」）

23
（

人
間
に
自
由
を
説
い
て
回
っ
た
キ
リ
ス
ト
は
、
大
審
問
官
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
言
う
意
味
で
の
「
同
情
」、
つ
ま
り
「
哀
れ
み
」
を
か
け

る
こ
と
を
怠
り
、
弱
く
卑
し
い
人
間
た
ち
を
い
た
ず
ら
に
苦
し
め
て
き
た
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
前
が
体
を
張
っ
て

守
り
通
そ
う
と
し
て
い
る
「
人
間
へ
の
尊
敬
」
と
は
、
人
間
へ
の
愛
な
ん
か
で
は
な
く
、
悪
質
な
イ
ジ
メ
、
い
や
拷
問
じ
ゃ
な
い
の
か
、

と
。
こ
の
よ
う
に
、
自
由
の
重
荷
に
堪
え
ら
れ
な
い
弱
さ
、
卑
し
さ
を
、
人
間
の
本
性
と
し
て
認
め
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
の
意
味
で
の
人0

間
侮
蔑

0

0

0

（
そ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
よ
う
に
、
自
己

0

0

侮
蔑
も
当
然
含
み
ま
す
）
こ
そ
、
大
審
問
官
の
哀
れ
み
の
根
本
前
提
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
漂
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
を
哀
れ
む
人
間
の
哀
れ
さ
で
す
。

い
や
、
大
審
問
官
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
社
会
福
祉
や
対
外
援
助
は
も
と
よ
り
、
学
校
や
病
院
、
教
会
や
大
学
、
い
ず
こ

も
人
間
の
弱
さ
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
め
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
哀
れ
み
」
が
蔓
延
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
苦
し

ん
で
い
る
人
々
を
助
け
て
あ
げ
た
い
」
と
弱
者
救
済
に
乗
り
出
す
慈
善
家
の
心
暖
ま
る
人
間
愛
の
う
ち
に
は
、「
所
詮
人
間
な
ど
無
力
な

存
在
に
す
ぎ
ぬ
」
と
決
め
て
か
か
る
厭
世
家
の
う
す
ら
寒
い
人
間
蔑
視

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
ひ
そ
ん
で
い
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
の
で
す
。
彼
ら
の
義
援
活

動
が
外
見
上
成
功
を
収
め
れ
ば
収
め
る
ほ
ど
、
他
人
に
頼
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
剝
き
出
し
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、

相
互
の
人
間
不
信

0

0

0

0

と
無
力
感
は
ま
す
ま
す
塗
り
固
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。「
み
ん
な
辛
い
け
れ
ど
も
懸
命
に
生
き
て
い
る
」
と

高
ら
か
に
合
唱
す
る
人
間
讃
歌
の
背
後
に
は
、
現
世

0

0

憎
悪

0

0

の
怨
み
節
が
低
く
響
き
渡
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一

面
涙
の
湿
地
と
な
っ
た
こ
の
地
上
に
鳴
り
響
く
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
蛙
た
ち
の
絶
唱
が
。
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イ
エ
ス
は
ピ
ラ
ト
に
対
し
て
、「
わ
た
し
の
国
は
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
」
と
は
っ
き
り
と
答
え
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
、
ヨ
ハ
ネ

福
音
書
に
は
そ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
（
第
一
八
章
三
六
）。
し
か
る
に
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
構
想
し
た
「
新
キ
リ
ス
ト
教
」
は
、
そ
の
教

え
を
公
然
と
斥
け
、
こ
の
地
上
に
お
け
る
人
類
の
救
い
を
約
束
し
ま
し
た）

24
（

。
そ
し
て
こ
の
「
宗
教
革
命

0

0

」
の
精
神
は
、
弟
子
の
コ
ン
ト
に

よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
「
人
類
教
」
に
正
し
く
受
け
継
が
れ
た
の
で
す
。
今
日
で
は
、
ま
さ
に
こ
の

博
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

愛
の
擬
似
宗
教
が
、
大
同
連

合
の
超
党
派
・
翼
賛
派
と
し
て
、
普
遍
派
・
正
統
派
・
改
革
派
す
べ
て
を
以
っ
て
任
じ
て
い
ま
す
。
世
直
し
を
わ
が
使
命
と
心
得
る
、
社

会
派
の
教
会
関
係
者
。
反
戦
平
和
運
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
免
罪
符
に
し
て
売
り
さ
ば
く
、
善
く
て
義
し
い
人
び
と
。
さ
ら
に
は
、

復
讐
の
精
神
と
利
他
道
徳
と
の
合
い
の
子
の
怪
物
と
化
し
た
、
自
殺
テ
ロ
リ
ス
ト
。
そ
の
好
敵
手
然
と
、
無
限
の
正
義
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に

実
現
す
べ
く
世
界
内
戦
の
泥
沼
に
乗
り
出
す
、
こ
の
世
の
神
の
国
の
指
導
者
。
彼
ら
現
代
に
お
け
る
「
同
情
の
宗
教
」
の
僕
た
ち
の
活
躍

ぶ
り
を
、
大
審
問
官
が
知
れ
ば
、
き
っ
と
、「
わ
し
と
同
じ
く
、
み
な
そ
ろ
っ
て
彼0

に
つ
い
て
い
る
の
だ
」
と
、
そ
う
慈
悲
深
く
言
い
放

つ
こ
と
で
し
ょ
う
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
悪
魔
的
想
像
力
は
、
そ
こ
ま
で
の
深
み
に
達
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な
り
ま

せ
ん
。

六
　
同
情
と
い
う
「
直
情
」

と
こ
ろ
で
、
上
で
引
用
し
た
箇
所
に
は
、
大
審
問
官
の
雄
弁
な
「
哀
れ
み
」
と
対
照
的
な
、
キ
リ
ス
ト
の
無
言
の
「
同
情
」
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
前
者
の
哀
れ
み
が
、
人
間
の
卑
小
さ
を
あ
っ
さ
り
認
め
、
無
力
な
人
類
を
そ
の
無
力
さ
ゆ
え
に
抱

擁
し
て
や
ま
な
い
ベ
ッ
タ
リ
し
た
愛
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
同
情
は
、
人
間
の
強
さ
、
偉
大
さ
を
肯
定
し
、
各
人
に
自
由
で
あ
れ
と

要
求
し
て
や
ま
な
い
、
人
間
存
在
に
対
す
る
尊
敬
と
一
体
と
な
っ
た
も
う
一
つ
の
愛
の
か
た
ち
な
の
だ
、
と
。

同
情
の
う
ち
に
「
人
間
の
尊
厳
」
の
思
想
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
の
解
釈
は
、
な
か
な
か
魅
力
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
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同
情
に
多
く
を
期
待
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
冷
や
か
に
「
情
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
自

他
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
か
け
る
こ
と
も
、
時
に
は
必
要
で
す
。

こ
こ
で
、
問
題
を
整
理
す
る
た
め
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
説
明
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
同
情
と
は
、
ま
る
で
伝
染
す
る
か
の
よ
う
に
他
人
の
苦
悩
に
打
た
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
哀
れ
み
と
は
、
肉
体
的
に
は
動
か
さ
れ
な

い
ま
ま
か
わ
い
そ
う
に
思
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
両
者
は
同
じ
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
互
い
に
無
関
係
で
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
。
同
情

は
、
ま
さ
に
そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
階
級
全
体
や
人
民
の
苦
悩
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
全
体
と

し
て
の
人
類
の
苦
悩
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
な
ど
毛
頭
あ
り
え
な
い
。
同
情
は
、
一
個
の
人
間
が
こ
う
む
っ
た
苦
悩
よ
り
先
に
進
む
こ

と
は
あ
り
え
ず
、
依
然
と
し
て
、
そ
う
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
当
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
共
‐
苦
に
と
ど
ま
る
。
同
情
の
強
さ
は
、
情
念

（passion

）
そ
れ
自
体
の
強
さ
に
左
右
さ
れ
る
の
だ
が
、
情
念
と
い
う
の
は
、
理
性
と
は
対
照
的
に
、
特
殊
な
も
の
し
か
把
握
で
き

ず
、
一
般
的
な
も
の
の
概
念
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
一
般
化
す
る
能
力
も
な
い
。」（O

R, 85

）

同
情
に
関
し
て
、
く
ど
い
ほ
ど
「
…
で
は
あ
り
え
な
い
」
式
の
限
界

0

0

の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
ア
ー

レ
ン
ト
の
同
情
批
判

0

0

が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
哀
れ
み
を
批
判
す
る
の
は
あ
る
意
味
で
容
易
な
こ
と
で
す
が
（
大
審
問
官
の
哀

れ
さ
に
は
誰
で
も
気
が
つ
き
ま
す
）、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
同
情
す
ら
も
批
判
す
る
に
は
、
相
当
の
非
情
さ
が
必
要
で
す
。

ま
ず
は
、
同
情
と
哀
れ
み
と
の
違
い
の
確
認
か
ら
。
哀
れ
み
が
、｢
か
わ
い
そ
う
・
気
の
毒
・
遺
憾
・
残
念
（sorry

）｣

に
思
う
だ
け

で
、
当
人
が
じ
っ
さ
い
に
苦
し
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
、「
共
‐
苦
（co-su�ering

）」
と
し
て
の
同
情
は
、
誰
か
が
苦
し

ん
で
い
る
姿
に
出
会
っ
て
衝
撃
を
受
け
、
そ
の
相
手
の
苦
悩
が
自
分
自
身
に
い
わ
ば
本
能
的
に
乗
り
移
っ
て
、
み
ず
か
ら

0

0

0

0

悶
え
苦
し
む
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「
受
苦
・
受
難
（passion

）」
の
出
来
事
を
指
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
怒
り
や
愛
憎
と
同
じ
よ
う
な
「
情
念
・
激
情
（passion

）」
の
直
接

性
・
第
一
次
性
が
あ
り
、
類
推
や
感
情
移
入
と
い
っ
た
論
証
的
他
我
認
識
の
回
路
が
入
り
込
む
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
他
人
の
痛
み
は

い
か
に
し
て
知
り
う
る
か
？
」
と
い
っ
た
呑
気
な
話
は
、
こ
こ
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
（
も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
擬
似
問
題
の
流
行
自
体

が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
発
祥
の
「
同
情
の
宗
教
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
す
が
））

25
（

。
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
、
認
識
以
前
に
ま
ず
も
っ
て
自0

分
自
身
が
激
し
い
痛
み
に
襲
わ
れ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
す
。
よ
く
、「
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に

0

0

0

同
情
す
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
類
似

性
や
模
写
性
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
同
情
は
我
が

0

0

苦
し
み
」
な
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
い
う
「
伝
染
」
が
起
こ
る
の
か
、
と
い

う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
は
、
な
ぜ
「
一
目
惚
れ
」
は
起
こ
る
の
か
、
を
説
明
す
る
く
ら
い
困
難
で
し
ょ
う
。
青
天
の
霹
靂
も
同
然
な
の
で

す
か
ら
。

一
目
惚
れ
に
手
に
負
え
ぬ
と
こ
ろ
が
ま
ま
あ
る
よ
う
に
、
同
情
も
相
当
厄
介
で
す
。
第
一
、
自
制
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ

く
自
制
は
で
き
な
い
も
の
の
、
歯
痛
や
頭
痛
な
ら
痛
み
止
め
の
薬
の
麻
酔
作
用
で
散
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
同
情
に
は
、
哀
れ
み
を

か
け
て
紛
ら
す
と
い
う
気
休
め
は
効
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
哀
れ
み
が
、
同
情
と
無
縁
な
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
な
り
に
気
休
め
と
な
る
の

は
、
そ
れ
が
、
第
一
次
的
な
「
激
情
（passion
）」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
反
省
的
な
「
感
傷
（sentim

ent

）」（O
R, 88�.

）
で
あ
っ

て
、
自
己
享
楽
的
な
陶
酔
感
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
（「
感
傷
」
の
こ
の
自
己

0

0

感
受
性
が
い
っ
そ
う
露
骨
に
現
わ
れ
る
の
が
、

ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
「
反
感
・
怨
恨
（Ressentim

ent

）」
で
す
）。
か
よ
わ
い
人
び
と
に
哀
れ
み
を
か
け
る
、
け
な
げ
な
自
分
自
身
に
う
っ

と
り
す
る
の
が
、
大
審
問
官
的
自
己
満
悦
の
か
た
ち
で
あ
り
、
自
分
で
自
分
を
煽
る
そ
の
感
情
の
高
潮
は
、
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

て
ゆ
く
ば
か
り
な
の
で
す
。

激
情
と
し
て
の
同
情
が
、
抑
制
の
き
か
な
い
痛
み
で
あ
る
点
以
上
に
厄
介
と
言
え
る
の
は
、
肉
体
的
な
痛
み
が
一
般
に
自
衛
の
た
め
の

シ
グ
ナ
ル
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
と
異
な
っ
て
、
同
情
は
ま
さ
に
「
自
滅
的
」
だ
か
ら
で
す
。
直
観0

で
も
直
感0

で
も
な
い
、
こ
の
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「
直
情0

」
に
襲
わ
れ
た
人
間
は
、
じ
っ
と
し
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
滅
び
ゆ
く
者
に
同
情
し
て
し
ま
っ
た
者
は
、
そ
れ
こ
そ
、
一
緒
に
滅

び
る
か
、
そ
れ
と
も
自
分
が
身
代
わ
り
に
な
る
し
か
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
貧
し
い
人
び
と
に
同
情
す
る
者
が
、
相
手
よ
り
も
裕
福

な
境
遇
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
定
義
上
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
襲
わ
れ
る
者
自
身
を
没
落
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
い

パ
ッ
シ
ョ
ン
の
共
同
生
起

0

0

0

0

、
そ
れ
が
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
激
情
・
受
難
な
の
で
す
。

こ
う
い
っ
た
「
純
粋
同
情
批
判
」
は
、「
共
に
苦
し
む
」
こ
と
を
美
化
し
な
が
ら
も
じ
っ
さ
い
は
余
剰
し
た
富
の
再
配
分
程
度
し
か
思

い
つ
か
な
い
吝
嗇
な
現
代
人
に
と
っ
て
、
極
端
な
絵
空
事
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
イ
エ
ス
の

生
き
方
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
正
直
言
っ
て
、「
人
に
同
情
す
る
よ
り
先
に
、
哀
れ
ん
で
も
ら
っ
た
ら
？
」
と
忠
告
し
た

く
な
る
ほ
ど
、
彼
は
素
寒
貧
で
し
た
。
つ
ま
り
、
施
し
を
受
け
て
生
活
す
る
側
の
人
間
で
し
た
。
そ
う
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
人
民
の
貧

し
さ
は
そ
れ
ほ
ど
彼
の
苦
し
み
の
種
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す）

26
（

。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
が
死
ぬ
こ
と
す
ら
も
、
彼
に
と
っ
て
最
悪

の
共
苦
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
が
神
へ
の
自
由
な
信
仰
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り

0

0

0

「
罪0

」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
死
ぬ
ほ
ど
の
懊
悩
の
的
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
か
く
し
て
彼
は
さ
っ
さ
と
そ
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
死

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ん
で
い
っ
た

0

0

0

0

0

の
で
す
。
こ
れ
は
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
イ
エ
ス
を
同
情
の
人
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
解
釈
が
出
て
く
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
し
ょ
う
。

ア
ー
レ
ン
ト
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
の
イ
エ
ス
は
、
法
外
な
「
共
‐
苦
」
能
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
、
と
見
て
い
ま
す
。

「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
神
性
の
し
る
し
が
、
一
人
一
人
の
個
別
性
に
お
い
て
万
人
に
同
情
す
る
こ
と
の
で
き
る
能

力
、
す
な
わ
ち
、
万
人
を
一
括
り
に
し
て
一
個
の
苦
悩
す
る
人
類
と
い
っ
た
よ
う
な
何
ら
か
の
実
体
へ
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
な
く
万
人
に

同
情
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
、
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（O

R, 85
）。
そ
の
つ
ど
の
他
者
の
苦
し
み
に
電
撃
の
よ
う
に
打
た

れ
、
一
人
一
人
に
感
応
す
る
の
が
同
情
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
は
お
の
ず
と
限
定
さ
れ
て
き
ま
す
。
だ
い
い
ち
、
全
人
類
の
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苦
し
み
に
真
摯
に
対
応
し
て
い
た
ら
、
ふ
つ
う
身
が
も
ち
ま
せ
ん
。「〈
万
人
に
同
情
す
る
〉
―
そ
ん
な
の
は
、
君
自
身
に
対
す
る
虐
待

と
僭
主
的
支
配
で
は
な
い
か
、
わ
が
隣
人
よ
」
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
慨
嘆
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
（『
善
悪
の
彼
岸
』
第
八
二
節
））

27
（

。
万
人
の

苦
し
み
を
こ
と
ご
と
く
自
分
で
も
抱
え
込
ん
で
共
に
苦
し
む
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
ま
と
も
に
実
践
し
て
い
た
ら
、
こ
れ
は
も
う
身
の
破

滅
で
あ
り
、
自
傷
行
為
も
は
な
は
だ
し
い
、
と
。

じ
っ
さ
い
イ
エ
ス
の
場
合
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
あ
る
程
度
ま
で
身
が
も
っ
た
こ
と
自
体
、

「
奇
蹟
」
的
な
こ
と
で
し
た
。
こ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
同
情
能
力
が
、
イ
エ
ス
を
し
て
ま
さ
し
く
神
の
子
と
見
え
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

「
神
性
（divinity

）」
は
、
地
上
に
お
け
る
「
徳
」
の
領
分
を
優
に
は
み
出
る
も
の
で
し
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
徳
の
人
の
極
致
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ソ
ク
ラ
テ
ス

0

0

0

0

0

を
お
そ
ら
く
念
頭
に
置
い
て
、
こ
う
比
較
し
て
い
ま
す
。「
不
正
を
行
な
う
く
ら
い
な
ら
不
正
に
苦
し
む
ほ
う
が
良
い
、
と

徳
が
い
つ
で
も
主
張
す
る
用
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
情
は
、
他
人
が
苦
し
む
の
を
見
る
く
ら
い
な
ら
自
分
が
苦
し
む
ほ
う
が
楽
だ
、
と

ま
っ
た
く
真
摯
に
、
そ
れ
こ
そ
素
朴
な
ほ
ど
真
摯
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
の
主
張
を
超
越
す
る
（transcend

）
だ
ろ
う
」（O

R, 

86

）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
同
胞
の
市
民
に
高
邁
の
徳
を
あ
く
ま
で
訴
え
、
死
す
ら
拒
ま
な
い
と
い
う
気
前
の
よ
さ
を
発
揮
し
て
そ
の
豪
傑
ぶ

り
を
示
し
た
と
す
れ
ば
、
無
垢
の
人
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
こ
そ
バ
カ
の
つ
く
ほ
ど
純
真
な
、
稀
有
の
同
情
に
駆
ら
れ
る
あ
ま
り
、
進
ん
で

「
人
類
の
犠
牲
」
と
な
り
、
人
間
の
レ
ベ
ル
を
軽
く
超
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
。
こ
こ
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
刑
死
と
イ
エ
ス
の
受
難

の
謎
を
解
く
カ
ギ
が
あ
り
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
イ
エ
ス
の
同
情
が
大
審
問
官
の

―
さ
ら
に
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の

―
哀
れ
み
と
似
て
非
な
る
点
は
、
こ
こ
に
も
現
わ

れ
て
き
ま
す
。「
大
審
問
官
の
罪
は
、
彼
が
ロ
ベ
ル
ピ
エ
ー
ル
と
同
様
に
、「
か
よ
わ
い
人
々
を
愛
し
た
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
愛
が
権
力
欲
と
区
別
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
彼
が
苦
し
ん
で
い
る
人
を
非
人
称
化
し
て
一
括
り
に
し
、
一
つ
の
集
合
体

―
つ
ね
に
不
幸
な
人
民
と
か
、
苦
し
ん
で
い
る
大
衆
と
か

―
に
ま
と
め
上
げ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（O

R, 85

）。「
不
幸
な
人
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民
」
や
「
苦
悩
す
る
人
類
」
と
い
っ
た
一
般
概
念
に
対
し
て
、「
同
情
」
を
催
す
な
ど
と
い
う
芸
当
は
、
ふ
つ
う
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
と

同
じ
く
「
第
三
世
界
の
同
胞
」
と
か
「
現
代
の
か
わ
い
そ
う
な
子
供
た
ち
」
と
か
「
か
よ
わ
く
虐
げ
ら
れ
た
女
性
」
と
か
い
っ
た
抽
象
観

念
も
、
同
情
の
対
象
と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
非
人
称
的
な
不
特
定
の
他
者
一
般
の
苦
悩

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
「
思
い
や
る
」

―
も
っ
と
通
り

の
い
い
別
の
言
葉
を
使
え
ば
「
想
像
す
る
」
―
こ
と
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
る
も
の
こ
そ
、
哀
れ
み
と
い
う
名
の
「
感
傷
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
す
。

哀
れ
み
は
、
個
別
者
に
の
み
向
け
ら
れ
る
同
情
と
違
っ
て
、
そ
の
持
ち
前
の
「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
歯
止
め
な
く
一
般
化
さ
れ
、
拡
大

し
て
ゆ
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
す
べ
て
の
他
者
は
全
き
他
者
で
あ
る
」
と
い
う
一
緒
く
た
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
、
暴
力
に
よ
る
人
類
の
苦

悩
す
べ
て
に
「
無
限
の
責
任
」
を
負
う
べ
し
、
と
の
超‒

誠
実
の
モ
ラ
ル
な
ど
、
目
新
し
く
唱
え
ら
れ
て
い
る
「
他
者
論
」
な
ど
に
し
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
「
哀
れ
み
に
よ
る
一
般
化
」
路
線
を
動
い
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
現
代
の
す
れ
っ
か
ら
し
の
良
心

的
知
識
人
た
ち
に
は
、
初
演
を
飾
っ
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
崇
高
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
悪
役
に
徹
す
る
大
審
問
官
の
図
太
さ
さ
え
、

と
う
て
い
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
。

と
こ
ろ
で
、
哀
れ
み
と
異
な
る
同
情
の
個
別
化
的
拘
束
性
は
、
そ
れ
が
「
情
念
」
で
あ
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
を
ア
ー

レ
ン
ト
は
「
理
性
（reason

）」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
ま
し
た
。
特
殊
を
普
遍
に
包
摂
す
る
知
的
能
力
で
あ
る
「
理
性
」
な

ら
、
目
の
前
に
い
る
個
人
が
も
が
い
て
い
る
の
を
見
て
、
全
人
類
の
苦
悩
の
可
能
性
を
冷
静
に
推
論
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
の
結
論
か
ら
は
、
逆
立
ち
し
て
も
「
同
情
」
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
同
情
は
、
理
性
と
は
異
な
る
「
情
念
」
と
し
て
、
そ
う

い
っ
た
認
識
作
用
と
は
別
個
に
、
い
や
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
の
で
す
。
も
し
知
・
情
・
意
と
い
う

区
別
を
使
う
な
ら
、
同
情
は
そ
も
そ
も

0

0

0

0

0

0

0

「
知0

」
で
は
な
い

0

0

0

0

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
「
思
慮
分
別
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
理
論
理

性
」
と
は
別
に
、
人
間
に
は
「
実
践
理
性
」
が
備
わ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
同
情
と
は
同
一
平
面
上
に
な
い
の
で
す
。「
情
念
」
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が
「
理
性
」
よ
り
低
次
の
心
的
能
力
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、「
魂
」
の
こ
の
二
つ
の
領
域
を
む
や
み
に
混
同
す
る
こ
と
は
問
題

で
す
。
そ
こ
に
領
域
侵
犯
の
越
権
行
為
が
ま
か
り
通
ら
な
い
と
も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
同
情
批
判

0

0

の
意
味
も
ま
た
そ
こ
に
あ
り
ま

す
。ア

ー
レ
ン
ト
は
、
一
般
化
を
駆
使
す
る
理
性
と
の
違
い
を
表
わ
す
同
情
と
い
う
情
念
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、「
沈
黙
」
の
う
ち
に
見
て

と
り
ま
す
。「
一
般
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
無
能
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
、
奇
妙
な
無
言
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
言
葉

に
か
ん
す
る
不
器
用
さ
で
あ
る
」（O

R, 85

）。
ビ
リ
ー･

バ
ッ
ド
に
吃
り
癖
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
も
象
徴
的
で
す
が
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
描
く
イ
エ
ス
に
至
っ
て
は
、
と
に
か
く
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
言
も
言
葉
を
発
し
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
ま
り
の
寡
黙
ぶ
り
に
、

さ
す
が
の
大
審
問
官
も
、「
ど
う
し
て
黙
り
こ
く
っ
て
、
そ
ん
な
柔
和
な
目
で
し
み
じ
み
と
わ
し
を
眺
め
て
い
る
？
」）

28
（

と
た
じ
ろ
ぐ
ほ
ど

で
す
。
一
般
化
も
言
語
化
も
で
き
な
い
同
情
の
こ
の
「
無
能
力
」
は
、
で
す
か
ら
、
ま
っ
た
く
の
無
能
・
無
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
沈
黙
と
、
そ
れ
に
伴
う
身
振
り
と
に
よ
っ
て
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
豊
饒
な
意
味
を
紡
ぎ
出
す
の
で
す
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
強

調
す
る
イ
エ
ス
の
「
沈
黙
」
は
、
無
力
さ
の
痛
み
を
分
か
ち
合
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
た

―
た
と
え
ば
遠
藤
周
作
が
脚
色
し
た
よ
う
な

―
「
神
と

の
同
情
」
と
は
、
お
よ
そ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

イ
エ
ス
の
言
動
の
う
ち
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
力
は
、
信
仰
の
領
域
で
の
「
自
由
」
へ
と
人
々
を
鼓
舞
し
超
出
さ
せ
る
パ
ワ
ー
で
あ
る
は

ず
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
同
情
と
関
連
し
て
い
る
か
は
、
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
増
し
て
留
意
す
べ
き
な
の

は
、
イ
エ
ス
が
体
現
し
た
「
神
的
同
情
」
が
、
政
治
的
に
は
ま
っ
た
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
無
効

0

0

」
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

七
　
活
動
の
原
理
と
し
て
の
連
帯

人
間
並
み
を
超
え
た
「
神
的
同
情
」
に
つ
い
て
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
考
察
を
参
照
す
べ
き
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で
す
が
、
さ
ら
な
る
同
情
批
判
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
最
後
に
、
同
情
で
も
哀
れ
み
で
も
な
い
、
も
う
一
つ
の
共
同
性
の
あ
り
方
に
着
目

し
て
、
ひ
と
ま
ず
議
論
を
締
め
括
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
の
二
つ
と
対
照
さ
せ
て
い
る
「
連
帯
（solidarity

）」
が
そ

れ
で
す
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
連
帯
論
は
、『
革
命
に
つ
い
て
』
の
第
二
章
「
社
会
問
題
」
の
第
四
節
第
二
段
落
に
見
ら
れ
ま
す
。
や
や
長
い
引
用
と

な
り
ま
す
が
、
彼
女
な
ら
で
は
の
冷
や
や
か
な
ま
で
に
冷
静

0

0

な
記
述
を
堪
能
し
ま
し
ょ
う
。

「
哀
れ
み
が
、
同
情
の
変
態
だ
と
す
れ
ば
、
同
情
の
対
案
で
あ
る
の
が
、
連
帯
で
あ
る
。
ひ
と
が
「
かレ

・
ゾ
ム
・
フ
ェ
ー
ブ
ル

弱
い
人
々
に
引
き
付
け
ら
れ
」

る
の
は
、
哀
れ
み
か
ら
で
あ
る
が
、
抑
圧
さ
れ
搾
取
さ
れ
た
人
々
と
同
じ
利
害
関
心
を
も
つ
共
同
体
を
、
熟
慮
の
う
え
で
、
い
わ
ば
冷

静
に
（dispassionately

）、
確
立
す
る
の
は
、
連
帯
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
共
通
の
利
害
関
心
と
は
、「
人
間
の
偉
大
さ
」
と
か

「
人
類
の
名
誉
」
と
か
「
人
間
の
尊
厳
」
と
か
い
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
連
帯
は
理
性
に
与

あ
ず
か
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
一

般
性
に
与
る
が
ゆ
え
に
、
多
数
者
を
概
念
的
に
包
括
で
き
る
し
、
そ
の
場
合
の
多
数
者
と
は
、
一
階
級
や
一
国
家
や
一
民
族
に
と
ど
ま

ら
ず
、
最
終
的
に
は
全
人
類
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
連
帯
は
、
受
苦
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
受
苦
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
弱
者
や
貧
乏
人
に
劣
ら
ず
、
強
者
や
金
持
ち
を
も
包
括
す
る
。
哀
れ
み
の
感
傷
と
比
べ

る
と
、
連
帯
は
冷
た
く
抽
象
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
連
帯
は
あ
く
ま
で
「
理
念
」
―
偉
大
さ
、
名
誉
、
尊
厳

―
に
関
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
い
か
な
る
人
間
「
愛
」
に
も
関
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（O

R, 88–89

）

同
情
が
、
そ
の
直
情
性
ゆ
え
に
政
治
的
に
無
効
な
の
に
比
し
て
、
同
情
と
似
て
非
な
る
哀
れ
み
の
ほ
う
は
、
政
治
に
し
ば
し
ば
侵
入
し
て

き
て
は
、
歯
止
め
な
く
拡
大
し
、
つ
い
に
は
政
治
を
食
い
破
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
哀
れ
み
を
同
情
の
「
変
態
・
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倒
錯
（perversion

）」
だ
と
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
同
情
で
も
哀
れ
み
で
も
な
い
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
絆
は
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
に

答
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
政
治
的
領
域
に
お
い
て
、
情
に
流
さ
れ
、
溺
れ
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
さ
に
こ
の
文
脈
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
同
情
の
「
対
案
・
代
替
策
（alternative

）」
と
し
て
持
ち
出
す
の
が
、「
連
帯
」
な
の
で
す）

29
（

。

同
情
が
、
公
的
に
無
効
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
非
政
治
的
」
で
あ
り
、
哀
れ
み
が
、
公
共
性
そ
の
も
の
を
骨
抜
き
に
す
る
が
ゆ
え
に
「
反
政

治
的
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
連
帯
は
、
そ
れ
が
掲
げ
る
理
念
を
語
り
合
っ
て
よ
い
が
ゆ
え
に
、
勝
れ
て
「
政
治
的
」
な
現
象
で
す
。
同
情

を
催
し
つ
つ
沈
黙
を
破
っ
て
語
り
始
め
れ
ば
、
偽
善
と
な
り
、
哀
れ
み
を
自
他
に
強
要
す
れ
ば
、
そ
の
感
傷
の
高
潮
は
公
論
を
水
浸
し
に

し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
帯
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
冷
静
に
論
じ
合
い
合
意
に
達
す
る
こ
と
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、

言
論
に
も
と
づ
く
共
同
体
が
成
り
立
ち
う
る
の
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
人
間
の
偉
大
さ
」
と
か
「
人
類
の
名
誉
」
と
か
「
人
間
の
尊
厳
」
と
か
い
っ
た
抽
象
的
「
理
念
」
が
、
掛
け
声
や

お
題
目
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
政
治
的
実
効
性
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

同
情
が
、
個
別
化
的
で
「
私

プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト

秘
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
哀
れ
み
は
、
特
異
な
一
般
化
的
作
用
を
も
ち
、
公
的
に
影
響
力
を
発
揮
し
ま

す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
公
的
領
域
に
お
い
て
同
情
が
効
力
を
も
つ
か
に
映
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
同
情
で
は
な
く
、
す
で
に
哀
れ
み
と

化
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
連
帯
と
真
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
は
、
同
情
で
は
な
く
、
哀
れ
み
の
ほ
う
で
す
。
声
な
き
共
苦
で
し
か

あ
り
え
ぬ
同
情
と
違
っ
て
、「
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
！
」
と
の
絶
叫
は
、
巷
に
鳴
り
響
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
の
強
制
力
は
、
連
帯
の
さ
さ
や
か
な
効
力
を
、
圧
倒
す
る
か
に
見
え
ま
す
。

ア
ー
レ
ン
ト
が
、「
革
命
家
た
ち
を
動
機
づ
け
る
最
も
強
力
で
お
そ
ら
く
最
も
破
壊
的
な
情
念
、
つ
ま
り
同
情
と
い
う
情
念
」（O

R, 

72

）
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
同
時
に
、
同
情
の
倒
錯
形
態
た
る
哀
れ
み
の
政
治
破
壊
性
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か

も
、
同
情
に
代
わ
る
対
案
と
解
さ
れ
る
連
帯
と
対
比
し
て
、
哀
れ
み
を
限
界
づ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
先
の
引
用
箇
所
に
続
け
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て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
哀
れ
み
と
連
帯
と
を
、
そ
の
政
治
的
機
能
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
対
照
さ
せ
て
い
ま
す
。

「
哀
れ
み
は
、
肉
体
的
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
感
傷
的
距
離
を
保
つ
が
ゆ
え
に
、
同
情
が
い
つ
も
失
敗
す
る
と
こ
ろ
で
、

成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
哀
れ
み
は
、
多
数
者
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
、
連
帯
と
同
じ
く
、
市
場
に

入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
哀
れ
み
は
、
連
帯
と
対
照
的
に
、
幸
運
と
不
運
、
強
者
と
弱
者
を
、
と
も
に
平
等
な
眼
で
眺

め
る
こ
と
が
な
い
。
不
運
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
哀
れ
み
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
力
へ
の
渇
望
が
、
弱
者
の

存
在
に
既
得
権
益
が
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
哀
れ
み
は
、
不
幸
な
人
々
の
存
在
に
既
得
権
益
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
哀
れ
み

は
、
感
傷
で
あ
る
お
か
げ
で
、
哀
れ
み
ゆ
え
に
哀
れ
み
を
味
わ
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
、
哀
れ

み
の
原
因
で
あ
る
他
者
の
受
苦
を
讃
美
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。」（O

R, 89

）

「
受
苦
（su�ering

）」
は
、
そ
の
ま
ま
一
般
化
は
で
き
な
い
も
の
の
、
哀
れ
み
と
い
う
感
傷
の
形
で
一
種
の
普
遍
妥
当
性
を
も
た
せ
る

こ
と
な
ら
で
き
ま
す
。「
受
苦
」
が
い
わ
ば
特
権
と
な
り
、
お
の
れ
に
ひ
れ
伏
す
こ
と
を
万
人
に
要
求
す
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
一
般

化
は
、
選
り
好
み
が
激
し
く
、「
差
別
的
」
で
す
。
不
幸
な
人
々
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
を
哀
れ
む
者
た
ち
の
「
絆
」
が
成
り
立
つ
と
す
れ

ば
、
そ
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
苦
し
み
や
不
運
が
称
賛
の
的
と
な
り
、
そ
れ
と
あ
べ
こ
べ
の
喜
び
や
幸
運
は
、
糾
弾
の
的
と
な
る
の
で

す
。
苦
悩
共
同
体
は
、
そ
れ
と
一
体
化
し
な
い
者
た
ち
を
排
除
せ
ず
に
お
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
肉
親
や
郷
里
を
失
う
住
民
が
多
数
発
生
し
た
と
し
ま
す
。
そ
の
苦
し
み
の
一
つ
一
つ
を
自
分
も
苦

し
ん
で
い
た
ら
、
誰
だ
っ
て
身
が
も
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
報
道
を
聞
き
つ
け
た
人
々
が
、
あ
た
か
も
自
分
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ

う
に
悲
し
み
、
そ
の
悲
痛
の
念
を
一
般
化
し
て
、「
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
救
お
う
」
と
叫
ぶ
こ
と
な
ら
で
き
ま
す
。
そ
の
思
い
を
実
践
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し
よ
う
と
現
場
に
駈
け
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
救
援
行
為
は
、
実
際
に
役
立
つ
か
ぎ
り
で
、
も
ち
ろ
ん
有
益

で
す
。
し
か
し
そ
の
限
度
を
超
え
て
、
不
幸
な
人
々
と
の
一
体
化
が
、
公
共
の
「
善
」
と
し
て
鼓
吹
さ
れ
る
と
き
、
受
苦
を
尺
度
と
す
る

露
骨
な
排
他
性
を
も
つ
の
で
す
。
感
傷
に
浸
る
あ
ま
り
、
真
の
問
題
の
所
在
を
見
失
う
危
険
も
生
じ
ま
す
。
災
害
か
ら
の
復
興
や
故
郷
の

再
建
の
た
め
に
は
、
今
何
を
為
す
べ
き
か
と
冷
静
に
考
え
、
衆
知
を
集
め
る
必
要
が
あ
る
の
に
、
そ
ん
な
暇
は
な
い
と
問
答
無
用
で
議
論

を
打
ち
切
り
、
手
当
た
り
次
第
に
事
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
破
綻
を
き
た
す
の
は
必
至
で
す
。
何
が
足
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

苦
悩
へ
の
一
体
化
強
制
は
あ
っ
て
も
、
現
状
を
広
い
視
野
か
ら
判
断
す
る
う
え
で
の
拠
点
と
な
る
「
一
般
的
な
も
の
」
が
欠
け
て
い
る
の

で
す
。

連
帯
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
普
遍
」
を
掲
げ
る
共
同
性
の
か
た
ち
で
す
。
苦
し
み
は
、
人
々
を
連
帯
へ
と
促
す
き
っ
か
け
と
は
な
り
ま

す
が
、
そ
の
心
情
的
共
有
が
連
帯
の
基
礎
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
家
族
に
し
ろ
友
達
に
し
ろ
教
会
に
し
ろ
国
家
に
し
ろ
、
苦
し

0

0

み
の
共
有
を
専
一
に
願
う
共
同
体
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
倒
錯
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
苦
し
み
の
除
去
を
願
う
場
合
で
も
同
じ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
す
。
苦
悩
を
取

り
去
っ
て
無
く
し
て
し
ま
え
ば
、「
共
通
の
利
害
関
心
」
も
ま
た
消
え
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
共
同
体
は
、
は
じ
め
か
ら
共
同
体
の
体
を

な
し
て
い
な
い
の
で
す
。
苦
の
欠
如
を
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
真
に
「
善
き
も
の
」
が
、
根
底
に
据
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
積
極
的
目
標
の
候
補
と
し
て
、「
人
間
の
偉
大
さ
」
や
「
人
類
の
名
誉
」
や
「
人
間
の
尊
厳
」
を
挙

げ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
種
の
「
理
念
」
は
、
魅
惑
し
た
り
熱
狂
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
は
程
遠
く
、
そ
の
結
合
力
に
は
お
の
ず
と
限

界
が
あ
り
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
、「
際
限
の
な
さ
」（O

R, 92
）
を
特
徴
と
す
る
感
傷
よ
り
も
、
政
治
的
に
は
適
格
な
の
で
す
。
そ

れ
を
共
有
す
る
点
で
誰
し
も
対
等
で
あ
り
、
そ
の
共
有
を
誰
し
も
高
ら
か
に
肯
定
し
て
よ
い
、
そ
し
て
そ
の
共
有
に
も
と
づ
い
て
各
人
が

活
動
へ
赴
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
「
善
き
も
の
」
こ
そ
、
苦
悩
に
満
ち
た
こ
の
世
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
先
の
引
用
箇
所
を
こ
う
ま
と
め
て
い
ま
す
。「
用
語
法
か
ら
言
う
と
、
連
帯
と
は
、
活
動
を
鼓
舞
し
指
導
す
る
こ
と
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の
で
き
る
原
理
で
あ
り
、
同
情
と
は
情
念
で
あ
り
、
哀
れ
み
と
は
感
傷
で
あ
る
」（O

R, 
89

）。
連
帯
は
、
政
治
に
お
け
る
指
導
原
理
と

し
て
、
活
動
す
る
人
々
の
精
神
を
「
鼓
舞
す
る
（inspire

）」
と
言
う
の
で
す
が
、
こ
の
文
脈
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
原
理
（principle

）」

と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、
日
本
語
の
「
初
心
」
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
、
人
々
に
共
有
さ
れ
る
「
始
ま
り
の
志
」
の
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
連
帯
と
は
、
共
同
体
の
原
点
に
据
え
ら
れ
る
「
主
観
的
」
基
礎
で
あ
り
、
情
に
流
さ
れ
ず
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
る
こ

と
な
く
、
冷
静
で
健
全
な
言
論
空
間
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す）

30
（

。

同
情
批
判
の
す
え
に
、
連
帯
と
い
う
活
動
の
原
理
を
共
同
体
に
と
っ
て
の
善
き
絆
と
し
て
取
り
出
し
て
く
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
接

す
る
と
き
、
ふ
と
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
や
は
り
同
情
批
判
の
行
き
着
い
た
先
に
見
出
し
た
、
か
の
「
善
き
も
の
」
で

す
。
本
稿
の
最
初
の
ほ
う
（
前
篇
）
で
取
り
上
げ
た
『
愉
し
い
学
問
』
第
三
三
八
節
「
苦
悩
へ
の
意
志
と
同
情
者
た
ち
」
で
ニ
ー
チ
ェ

は
、
悩
め
る
人
に
同
情
を
か
け
て
助
け
る
の
は
、
悩
め
る
他
人
の
た
め
に
も
助
け
る
本
人
の
た
め
に
も
な
り
そ
う
に
な
い
と
し
つ
つ
、
そ

れ
で
も
人
を
助
け
た
い
と
思
う
の
な
ら
、
お
の
れ
の
「
友
（Freunde

）」）
31
（

を
助
け
よ
、
と
勧
め
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
友
と
共
有

す
る
こ
と
で
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
「
共
に
喜
ぶ
こ
と
」
を
求
め
よ
、
と
。
こ
の
「
友
と
喜
び
を
分
か
ち
合
う
こ
と
・
同
喜
共
歓
（M

it-

freude

）」）
32
（

は
、「
共
に
苦
し
む
こ
と
・
同
情
（M

itleid
）」
と
真
逆
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
同
情
の
説
教
者
」
た
ち
は
理
解
し
よ
う
と
は

し
ま
せ
ん
が
、
か
と
い
っ
て
彼
ら
の
罪
悪
視
す
る
「
他
人
の
不
幸
を
見
る
喜
び
（Schadenfreude

）」
と
も
異
な
り
ま
す
。「
シ
ャ
ー
デ

ン
フ
ロ
イ
デ
」
が
秘
す
べ
き
快
感
で
あ
る
の
と
違
っ
て
、
何
と
い
っ
て
も
、「
同
慶
」
は
公
然
と
表
わ
し
て
よ
い
か
ら
で
す
。
ニ
ー
チ
ェ

の
言
う
「
ミ
ッ
ト
フ
ロ
イ
デ
」
は
、
公
的
な
結
合
原
理
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
連
帯
」
に
呼
応
し
う

る
も
の
な
の
で
す
。

人
々
が
喜
び
を
共
に
で
き
、
か
つ
そ
れ
を
隠
し
立
て
し
な
く
て
よ
い
も
の
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
あ
る
で
し
ょ
う
。
蓄
財
や
奢
侈
を
あ
け
っ
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ぴ
ろ
げ
に
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
ま
す
が
、
物
惜
し
み
し
な
い
精
神
に
よ
っ
て
善
き
も
の
が
万
人
に
分
か
た
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま

た
共
通
善
で
あ
り
え
ま
す
。
死
す
べ
き
身
の
偉
業
が
地
上
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
寿

こ
と
ほ
ぐ
の
も
、
神
に
よ
っ
て
人
間
が
祝
福
さ
れ
て
あ
る
こ

と
を
讃
え
る
の
も
、
万
人
に
と
っ
て
ご
同
慶
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
活
動
と
信
仰
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
特
大
級
の
喜
び
に
比
べ
れ

ば
、
は
る
か
に
さ
さ
や
か
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
共
に
哲
学
す
る
こ
と
」
も
、
そ
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ

う
、
の
ん
び
り
自
由
に
考
え
る
の
を
好
む
友
た
ち
と
共
に
愉
し
く
語
ら
う
こ
と
は
、「
ミ
ッ
ト
フ
ロ
イ
デ
」
と
し
て
連
帯
の
絆
と
な
り
う

る
し
、
苦
し
み
に
満
ち
た
こ
の
世
に
救
い
を
与
え
る
も
の
で
さ
え
あ
る
、
と
。

注

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
二
三
日
、
東
京
女
子
大
学
の
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
で
行
な
っ
た
後
期
宗
教
週
間
オ
ー
プ
ン
レ
ク
チ
ャ
ー
「
ふ
た

た
び
同
情
に
つ
い
て
」
の
原
稿
に
、
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
年
に
行
な
っ
た
オ
ー
プ
ン
レ
ク
チ
ャ
ー
「
同
情
に
つ
い
て
」（
東
京
女
子
大
学
紀

要
『
論
集
』
第
五
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
に
「
同
情
に
つ
い
て
（
上
）」
と
し
て
掲
載
）
の
続
編
で
あ
る
（
付
記
参
照
）。

（
2
） H

. A
rendt, O

n Revolution, Penguin Books, 1990, p, 85. 

以
下
本
書
をO

R

と
略
記
し
頁
数
を
添
え
る
。
邦
訳
は
、
志
水
速
雄
訳
『
革
命
に

つ
い
て
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
。

（
3
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
原
卓
也
訳
、
新
潮
文
庫
、
四
五
六
頁
。

（
4
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
五
二
頁
。

（
5
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
五
六
頁
。

（
6
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
七
三
頁
以
下
。

（
7
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
七
八
頁
。
も
し
く
は
、「
無
限
の
同
情
心
に
か
ら
れ
て
」、
四
七
七
頁
。

（
8
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
七
九
頁
。

（
9
） 

共
観
福
音
書
に
よ
れ
ば
、
ピ
ラ
ト
の
尋
問
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
一
言
、「
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
語
る
の
み
で
あ
っ
た
。「
総
督
が
非
常
に
不

思
議
に
思
っ
た
ほ
ど
に
、
イ
エ
ス
は
何
を
言
わ
れ
て
も
、
ひ
と
言
も
お
答
え
に
な
ら
な
か
っ
た
」（
マ
タ
イ
福
音
書
第
二
七
章
一
四
）。
言
論
の
人

で
あ
っ
た
イ
エ
ス
が
、
こ
こ
で
は
沈
黙
の
人
と
な
る
。

（
10
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
一
頁
。

（
11
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
一
頁
。
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（
12
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
九
四
頁
以
下
。
強
調
は
原
文
。

（
13
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
八
頁
。

（
14
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
六
頁
。

（
15
） 
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
三
頁
。

（
16
） 
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
四
頁
。

（
17
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
五
頁
。

（
18
） 

た
だ
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
必
然
」
と
の
対
比
で
持
ち
出
す
「
自
由
」
と
は
、
人
び
と
が
活
動
と
言
論
に
生
き
る
こ
と
に
や
ど
る
、
あ
く
ま
で
こ0

の
世
的

0

0

0

な
自
由
、
つ
ま
り
「
ポ
リ
ス
的
自
由
」
を
指
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
問
題
と
し
た
よ
う
な
「
信
仰
に
お
け
る
自
由
」
と
同
じ
で
は
な

い
。
さ
ら
に
、
政
治
的
共
存
に
み
な
ぎ
る
自
由
は
、
哲
学
者
の
め
ざ
す
「
自
由
な
精
神
」、
つ
ま
り
理
性
の
現
世
離
脱
、
と
も
区
別
さ
れ
る
。「
自

由
」
概
念
の
こ
の
多
義
性
ゆ
え
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
論
ず
る
さ
い
、「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
の
を
憚
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

（
19
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
七
頁
。

（
20
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
九
頁
。

（
21
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
八
七
頁
。

（
22
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
九
三
頁
以
下
。

（
23
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
九
二
頁
。

（
24
） 

サ
ン
=シ
モ
ン
は
『
新
キ
リ
ス
ト
教
』
で
、「
も
し
ル
タ
ー
の
改
革
が
完
全
な
も
の
で
あ
り
え
た
と
し
た
ら
、
ル
タ
ー
は
次
の
よ
う
な
教
義
を
提
示

し
、
布
告
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
教
皇
と
枢
機
卿
た
ち
に
対
し
て
、
こ
う
言
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
前
置
き
し
て
、
端
的
に
こ
う
述
べ
る
。「
真
の
キ

リ
ス
ト
教
は
、
天
上
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
地
上
に
お
い
て
も

0

0

0

0

0

0

0

、
人
々
を
幸
福
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
（
森
博
訳
『
産
業
者
の
教
理

問
答　

他
一
篇
』
岩
波
文
庫
、
二
七
六
-二
七
七
頁
。
強
調
は
引
用
者
）。
人
類
愛
を
唯
一
の
原
理
と
す
る
普
遍
宗
教
の
こ
の
教
え
に
逆
ら
う
こ
と

の
で
き
る
キ
リ
ス
ト
者
が
、
今
日
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。

（
25
） 

も
う
少
し
だ
け
詳
し
く
言
う
と
、
功
利
主
義
系
統
の
「
安
楽
の
宗
教
」
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
発
祥
の
「
同
情
の
宗
教
」
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た

十
九
世
紀
の
「
同
情
の
哲
学
」（
ニ
ー
チ
ェ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
そ
の
典
型
を
見
た
）
が
、
講
壇
哲
学
的
な
洗
練
化
の
過
程
で
、「
主
観
-客

観
」
問
題
の
変
形
で
あ
る
「
他
我
」
認
識
問
題
に
取
り
組
み
、
そ
の
結
果
、「
感
情
移
入
」
論
や
ら
「
共
同
主
観
性
」
論
や
ら
「
私
的
言
語
」
論
や

ら
「
絶
対
的
他
者
」
論
や
ら
と
い
っ
た
二
十
世
紀
哲
学
の
に
ぎ
や
か
な
ト
ピ
ッ
ク
を
も
た
ら
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
同
情
の
哲
学
の
直
観

原
理
と
は
、「
他
者
の
体
験
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
体
験
で
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

眺
め
、
受
け
と
る
こ
と
」
で
あ
り
、
同
じ
く
、
同

情
の
哲
学
の
行
為
原
理
と
は
、「
他
者
の
災
難
を
、
そ
の
彼
自
身
が
苦
し
ん
で
い
る
通
り
に
苦
し
め
」
で
あ
る
（F. 

N
ietzsche, 

M
orgenröthe, 

137, in: Säm
tliche W

erke. K
ritische Studienausgabe, Bd. 3. de G

ruyter, S. 130. 

強
調
は
原
文
。
以
下
、
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
全
集
批
判
的
学
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習
版
をK

SA

と
略
記
）。
同
情
と
い
う
名
の
下
に
、
他
者
の
苦
痛
経
験
を
忠
実
に
「
な
ぞ
る
」
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
他
者
に
つ
い
て
の

「
正
確
」
な
認
識
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
だ
が
…

―
と
い
う
わ
け
で
、
他
者
は
い
わ
ば
「
超
越
論
的
対
象
X
」
と
化
す
の
で
あ

る
。
ア
ポ
リ
ア
を
自
分
で
ひ
ね
り
出
し
て
は
そ
の
難
問
ぶ
り
に
悩
み
つ
つ
悦
に
入
る
と
い
う
の
は
、
講
壇
哲
学
に
よ
く
あ
る
話
で
あ
る
（
た
と
え

ば
外
界
の
存
在
証
明
や
心
身
問
題
）。

（
26
） 
「
貧
し
い
人
び
と
を
救
お
う
！
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、「
貧
し
い
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
」
と
言
い
放
っ
た
一
人
の
素
寒
貧
の
男
の
教
え
に
沿
っ

た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
貧
し
さ
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
彼
ら
の
幸
せ
ま
で
奪
う
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ス
の
教
え
は
も
っ
と
も
っ
と
ラ
デ
ィ

カ
ル
だ
っ
た
。
隣
人
愛
を
実
践
し
て
い
る
と
自
任
す
る
富
裕
な
若
者
に
、「
そ
れ
な
ら
、
あ
な
た
の
財
産
を
一
切
合
財
喜
捨
し
た
ら
ど
う
か
」
と
勧

告
し
て
、
そ
の
優
し
い
青
年
を
絶
望
さ
せ
、「
金
持
ち
が
神
の
国
に
入
れ
る
だ
っ
て
？　

笑
わ
せ
る
な
」
と
切
っ
て
捨
て
た
の
が
、
イ
エ
ス
だ
っ

た
。

（
27
） 

Jenseits von G
ut und Böse, 82, in: K

SA
, Bd. 5. S. 88. 

同
情
と
は
、
破
滅
を
呼
ぶ
「
危
険
」
で
あ
り
油
断
な
ら
ぬ
「
誘
惑
」
で
あ
る
、
と
す
る

ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。「
同
情
＝
身
の
破
滅
」
説
は
、『
曙
光
』
の
一
連
の
同
情
論
で
も
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で

も
、
一
三
四
番
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。「
か
り
に
、
た
と
え
一
日
だ
け
で
も
同
情
が
支
配
す
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
そ
の
た
め
に
人
類
は
た
だ
ち

に
破
滅
す
る
で
あ
ろ
う
」（M

orgenröthe, 134, in: K
SA

, Bd. 3. S. 128

）。
も
う
一
箇
所
だ
け
、『
愉
し
い
学
問
』
の
箴
言
を
挙
げ
て
お
く
。「
お

ま
え
の
最
大
の
危
険
は
ど
こ
に
あ
る
か
？

―
同
情
に
」（D

ie fröhliche W
issenscha�, 271, in: K

SA
, Bd. 3. S. 519

）。
前
篇
で
挙
げ
た
同
書

三
三
八
番
も
、
同
趣
旨
の
警
戒
心
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
苦
悩
の
大
家
は
、
他
人
の
苦
し
み
に
鈍
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
一
倍
敏

感
だ
っ
た
し
、
敏
感
す
ぎ
て
同
情
が
命
取
り
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
、
自
分
で
よ
く
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
28
） 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
（
上
）』、
四
九
四
頁
。

（
29
） 

『
人
間
の
条
件
』
で
、「
赦
し
」
と
は
「
復
讐
の
正
反
対
」
で
あ
り
、「
赦
し
の
対
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
案
」
で
あ
る
の
が
「
罰
」
だ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ

で
思
い
起
こ
さ
れ
る
。cf. H

. A
rendt, �

e H
um

an Condition, U
niversity of C

hicago Press, 1989, p. 240–241.

（
30
） 

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
、「
情
念
や
原
理
と
違
っ
て
際
限
の
な
い
」（O

R, 
89

）
感
傷
の
、「
ま
さ
に
そ
の
際
限
の
な
さ
が
、
際
限
の
な
い
暴
力

の
奔
流
を
解
き
放
つ
の
を
助
け
た
」（O

R, 92

）
の
と
比
べ
て
、「
同
情
が
主
役
た
ち
の
動
機
づ
け
に
お
い
て
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
か
っ
た
唯
一

の
革
命
が
、
ア
メ
リ
カ
革
命
で
あ
っ
た
」（O

R, 71

）、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
見
る
。「
ア
メ
リ
カ
革
命
の
人
々
」
の
「
健
全
な
現
実
主
義
は
、
同
情
と

い
う
試
練
に
一
度
も
晒
さ
れ
な
か
っ
た
。〔
…
〕
情
念
が
同
情
と
い
う
そ
の
最
も
高
貴
な
か
た
ち
に
お
い
て
、
彼
ら
を
誘
惑
す
る
こ
と
は
一
度
も
な

か
っ
た
」（O

R, 95

）
と
す
る
、
こ
の
特
異
な
ア
メ
リ
カ
建
国
論
の
再
検
討
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。
一
言
だ
け
断
わ
っ
て
お
き
た
い
の

は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
発
祥
に
お
け
る
暗
黒
面
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
社
会
問
題
が

ア
メ
リ
カ
と
い
う
舞
台
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
全
く
の
欺
瞞
で
あ
っ
て
、
ひ
と
を
貶
め
る
卑
し
む
べ
き
悲
惨
は
、

奴
隷
制
と
黒
人
労
働
と
い
う
か
た
ち
で
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
た
」（O

R, 
70

）。
ア
ー
レ
ン
ト
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
革
命
の

人
々
が
同
情
ひ
い
て
は
哀
れ
み
に
取
り
憑
か
れ
る
と
き
、
革
命
は
溺
死
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
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（
31
） 

D
ie fröhliche W

issenscha�, 338, in: K
SA

, Bd. 3. S. 568.
（
32
） 

ibid.
付
記
―
注
⑴
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
稿
は
も
と
も
と
、
執
筆
か
ら
十
三
年
余
り
経
過
し
た
書
き
か
け
原
稿
で
あ
る
。
そ
の
間
、
9
・
11 

テ
ロ
事
件
と
3
・
11
大
震
災
が
あ
り
、
つ
い
で
に
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
と
『
ビ
リ
ー
・
バ
ッ
ド
』
の
新
訳
登
場
も
あ
っ
た
。
反
時
代
的
と
い
う
よ

り
時
代
遅
れ
の
旧
稿
を
、
本
紀
要
に
載
せ
る
こ
と
に
は
た
め
ら
い
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
と
思
い
直
し
、
印
刷
に
付
す
こ
と
と
し
た
。

読
者
諸
賢
の
ご
海
容
を
乞
う
。
い
さ
さ
か
回
顧
め
く
が
、
筆
者
は
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
、
後
期
宗
教
週
間
に
宗
教
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
〇
〇

年
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
に
改
称
）
で
オ
ー
プ
ン
レ
ク
チ
ャ
ー
を
ほ
ぼ
毎
年
行
な
い
、
そ
の
原
稿
を
、
書
き
足
し
て
は
た
び
た
び
本
紀
要
に
載
せ
て

き
た
。
当
時
は
、
宗
教
委
員
（
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
委
員
に
改
称
）
の
は
し
く
れ
の
せ
め
て
も
の
お
勤
め
と
思
っ
て
担
当
し
て
き
た
が
、
実
際
は
自
分

自
身
に
と
っ
て
得
難
き
学
び
の
機
会
と
な
っ
た
。
本
稿
の
テ
ー
マ
「
同
情
に
つ
い
て
」
も
、
見
ら
れ
る
と
お
り
、
ま
だ
ま
だ
研
究
途
上
で
あ
る
。
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
『
キ
リ
ス
ト
教
の
修
練
』
を
題
材
に
し
て
「
神
的
同
情
」
を
「
人
間
的
同
情
」
と
対
比
し
た
続
編
草
稿
も
手
許
に
あ
る
が
、
公
表
は
他
日
を
期
す

こ
と
に
す
る
。

終
わ
り
に
、
ニ
ー
チ
ェ
に
か
こ
つ
け
て
不
遜
な
物
言
い
ば
か
り
し
て
き
た
不
敬
虔
な
教
員
を
、
寛
大
に
見
逃
し
て
く
だ
さ
っ
た
本
学
の
皆
様
、
と
り
わ

け
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
主
事
の
龍
口
奈
里
子
先
生
と
城
倉
由
布
子
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
在
籍
中
に
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神

に
接
し
た
こ
と
で
影
響
を
受
け
た
「
卒
業
生
」
の
一
人
と
し
て
、
本
学
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の
健
や
か
な
発
展
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

キ
ー
ワ
ー
ド

同
情
、
哀
れ
み
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、「
大
審
問
官
」、
ア
ー
レ
ン
ト
、『
革
命
に
つ
い
て
』、
連
帯


