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ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
の
哲
学
二
）

浜

谷

征

「
彦

ヘーゲルの入倫の哲学

は
　
じ
　
め
　
に

　
我
々
が
、
そ
の
最
も
深
い
自
覚
の
例
を
カ
ン
ト
に
み
る
こ
と
の
で
き
る
近
代
的

人
間
の
倫
理
思
想
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
到
っ
て
新
し
い
問
題
に
遭
遇
す
る
。
た
と
え

ば
、
人
間
性
の
疎
外
と
よ
ば
れ
る
事
態
、
市
民
社
会
的
人
間
と
国
家
と
の
関
係
、

歴
史
的
意
識
の
発
展
と
超
歴
史
的
な
意
識
の
動
揺
等
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

諸
問
題
は
、
近
代
の
倫
理
思
想
を
い
わ
ば
突
き
破
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
に
続
く

新
し
い
時
代
が
産
み
出
し
つ
つ
あ
っ
た
問
題
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
が
自
ら

の
歴
史
的
現
実
の
内
奥
に
お
い
て
当
面
し
て
い
た
諸
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
か
か
る
、
歴
史
的
現
実
が
自
ら
の
内
に
含
む
諸
問
題
－
矛
盾
一
は
、
、
そ

れ
を
問
題
と
し
て
受
け
止
め
把
握
す
る
主
体
に
お
い
て
は
同
時
に
克
服
さ
る
べ
き

課
題
と
な
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
す
る

も
の
と
し
て
成
立
し
て
き
た
、
と
言
い
う
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
時
代
の
内
奥
に
ひ
そ
む
以
上
の
如
き
根
本
問
題

を
自
覚
す
る
に
先
立
っ
て
、
彼
の
い
わ
ば
直
接
的
な
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
領
域

が
存
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
ず
、
・
宗
教
の
問
題
、
中
で
も
原
始
キ
リ
ス
ト
教

の
歴
史
的
諸
研
究
で
あ
り
、
次
に
は
政
治
・
社
会
的
な
現
実
問
題
で
あ
っ
た
。
あ

と
の
問
題
は
、
宗
教
の
そ
れ
と
合
表
裏
す
る
形
で
つ
ね
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
の
対

象
で
あ
っ
た
が
、
対
仏
戦
争
に
破
れ
、
祖
国
の
荒
廃
と
悲
惨
さ
を
目
の
当
り
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
り
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
以
降
に
、
・
と
く
に
差
し
迫
っ
た
問

題
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
一
見
す
る
と
異
な
っ
た
系
列
に
属
す
る
か
に
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ

の
領
域
を
貫
き
、
両
者
を
構
成
要
素
と
し
て
自
ら
の
内
に
担
っ
て
い
る
も
の
は
、

我
々
が
そ
の
成
員
で
は
あ
っ
て
も
単
な
る
個
人
の
集
合
体
と
は
見
徹
さ
れ
な
い
社

会
・
精
神
的
な
領
域
、
す
な
わ
ち
民
族
共
同
体
の
理
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
若

き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
傾
注
し
た
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
宗
教
を
主
題
的
に

取
り
扱
っ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
、
民
族
の
生
命
と
精
神
の
本
質
的
な
諸
契
機
の

一
つ
で
あ
り
、
政
治
的
な
も
の
と
相
侯
っ
て
民
族
共
同
体
の
理
念
を
構
成
し
て
い

る
主
要
素
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
教
説
家
、
み
る
い
は
政
論
家
・

と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
足
下
に
、
彼
の
哲
学
以
前
に
お
い
て
さ
え
、
我
々
は
哲
学

者
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
哲
学
は
か
く

て
、
宗
教
と
国
家
の
問
題
を
契
機
と
し
て
共
同
体
の
理
念
（
人
倫
の
哲
学
）
を
究
明

す
る
中
で
、
漸
次
自
覚
さ
れ
て
き
た
先
の
根
本
問
題
に
対
す
る
対
処
と
解
決
を
、

そ
の
つ
ど
含
ん
だ
も
の
と
し
て
成
立
し
て
き
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
哲
学
は
ま
ず
人
倫
の
哲
学
と
し
て
現
わ
れ
る
。
確
か

に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
（
ω
一
け
二
一
〇
丁
犀
Φ
騨
）
は
、
後
の
雄
大
な
体
系
の
中
で
は
、
精
神
哲

学
の
客
観
精
神
の
部
に
属
し
、
あ
た
か
も
彼
の
体
系
の
一
構
成
部
門
に
す
ぎ
な
い

か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
形
成
過
程
か
ら
み
れ
ば
む
し
ろ
逆
で

あ
っ
て
、
人
倫
の
哲
学
の
成
立
過
程
の
中
に
こ
そ
、
後
の
哲
学
体
系
へ
の
墓
盤
が

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
倫
の
問
題
は
、
単
に
へ
｝
ゲ
ル
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の
抑
々
の
初
あ
か
ら
関
心
の
中
心
を
占
め
て
い
た
分
野
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
お

そ
ら
く
は
彼
の
哲
学
体
系
が
こ
れ
を
周
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
見
倣
し
う
る
程
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
、
い
わ
ば
根
抵
に
存
す
る
実
存
的
な
問
題
領
域
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
人
倫
の
間
題
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
リ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
か
の
思
弁
的
な
『
論
理
学
』
の
根
抵
に
も
た
え
ず
人
倫
の
領
域
、

あ
る
い
は
現
実
界
へ
の
顧
慮
が
払
わ
れ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

．
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
実
存
的
な
人
倫
の
哲
学
の
解
明
を
、
へ
；
ゲ
ル
の
思
想

形
成
の
過
程
に
一
つ
の
照
明
を
与
え
る
意
図
を
も
っ
て
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
歴
史
上
か
つ
て
例
を
み
な
い
程
巨
大
な
世
界
史
的
出
来

事
が
続
発
し
た
激
動
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
。
彼
は
『
法
哲
学
』
の
序
文
で
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
「
思
惟
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
が
彼
の
時
代
に
起
っ
た
す
べ
て
の
事
柄
に
、
い
か
に
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
哲
学
の
本
質
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
ま
ず
、
彼
の
思
索
生
活
が
本
格
的
な
意
味
で
開
始
さ

れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
一
七
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
の
社
会
的
政
治
的
背
景
を
知
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
近
世
初
頭
、
一
は
や
く
封
建
諸
勢
力
を
克
服
し
、
強
力
な
中
央
集
権
的
統
一
国

家
を
形
成
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
先
進
国
と
は
対
照
的
に
、
ド

イ
ツ
は
当
時
、
ま
だ
中
世
的
雰
囲
気
を
多
分
に
残
し
て
い
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
、

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
名
の
下
に
広
大
な
領
土
を
擁
し
て
い
た
が
、
事
実
は
、
プ
ロ

シ
ア
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
む
大
小
三
百
余
り
の
領
邦
国
家
の
集
合
体
に
す
ぎ
ず
、

一
九
世
紀
に
至
っ
て
も
、
統
一
国
家
を
形
成
し
え
な
い
で
い
た
。
領
主
の
主
権
は
、

外
国
と
の
同
盟
締
結
権
を
も
含
め
て
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
で

最
後
的
に
確
定
さ
れ
て
い
た
し
、
彼
ら
は
ド
イ
ツ
の
利
害
に
反
し
て
で
も
、
自
国

の
強
化
に
専
念
し
て
い
た
の
で
、
帝
国
公
法
は
さ
な
が
ら
私
法
の
「
土
地
台
帳
」

の
如
く
で
あ
っ
た
。
政
治
機
構
は
各
地
に
分
散
さ
れ
て
機
能
は
麻
鳳
肥
、
一
経
済
は

遅
れ
ば
せ
な
が
ら
の
重
商
主
義
的
政
策
に
も
拘
ら
ず
一
、
般
に
脆
弱
で
あ
っ
た
。
農

奴
制
は
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
し
、
農
民
は
封
建
的
な
身
分
制
度
に
し
ば
ら
れ
て

隷
従
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
領
主
た
ち
の
多
く
は
、
専
制
君
主
の
つ
ね
と
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
流
の
豪
奢
な
宮
廷
生
活
に
あ
け
く
れ
、
財
政
が
窮
し
て
く
る
と
重
税
を

課
し
、
な
か
に
は
領
民
を
傭
兵
と
し
て
賃
貸
し
た
り
（
あ
げ
く
の
果
に
は
自
分
の

国
さ
え
売
り
渡
す
も
の
さ
え
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
は
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
言
う
如

く
、
、
「
も
し
、
無
数
の
出
典
が
そ
れ
を
証
拠
だ
て
な
か
っ
た
ら
、
五
〇
年
前
の
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

イ
ツ
の
状
態
が
こ
ん
な
だ
っ
た
と
は
誰
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
位
で
あ
っ
た
。
当
時

の
ド
イ
ツ
国
は
、
い
み
じ
く
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
冒
頭
で
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
る
よ
う
に
、
も
は
や
国
家
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
自
国
の
、
か
か
る
後
進
性
に
も
拘
ら
ず
、
否
む
し
ろ
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

一
七
八
九
年
忌
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
当
代
の
青
年
知
識
層
に
、
と
く
に
強
い
衝
撃

を
与
え
た
。
彼
ら
は
、
自
由
・
平
等
・
博
愛
に
象
徴
さ
れ
る
革
命
の
理
念
の
中
に
、

絶
対
自
由
と
自
律
的
な
人
間
の
尊
厳
を
挙
揚
す
る
カ
ン
ト
の
哲
学
と
同
一
の
原
理

が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
そ
こ
に
歴
史
の
決
定
的
な
転
換
を
目
撃
し
て
熱
狂

し
た
。
苛
酷
な
圧
制
の
時
代
は
去
り
、
新
し
い
時
代
が
、
今
ま
さ
に
始
ま
る
と
思

わ
れ
た
。
政
治
ク
ラ
ブ
が
結
成
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
が
熱
心
に
読
ま
れ
た
。

学
生
た
ち
は
マ
ル
セ
イ
ユ
を
高
唱
し
、
中
に
は
興
に
乗
じ
て
自
由
の
樹
を
植
え
た

も
の
も
い
た
。
そ
の
中
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
他
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
シ
ェ
リ
ン
グ

も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
仲
間
の
う
ち
で
も
、
自
由
と

平
等
の
最
も
熱
心
な
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
の
一
人
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
カ

ン
ト
の
哲
学
体
系
と
そ
の
最
高
の
完
成
か
ら
、
ぼ
く
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
革
命
を

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

期
待
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
は
、
当
時
の
育
年
た
ち
の
精
神

的
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
激
昂
せ
る
意
識
の
自
然
な
発
露
で
は
あ

っ
て
も
、
現
実
的
に
は
無
力
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
革

一52一



ヘーゲルの人倫の哲学　（一与

命
の
理
念
は
、
革
命
遂
行
の
主
体
た
る
中
産
市
民
層
の
う
ち
に
こ
そ
毒
言
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
欠
く
場
合
に
は
、
単
な
る
理
想
に
止
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
と

は
異
な
り
、
革
命
へ
の
現
実
的
な
担
い
手
を
欠
く
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
啓
蒙
思
想

の
展
開
も
、
現
実
的
な
政
治
権
力
の
場
で
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
り
か
む
し
ろ
、
精
神

的
な
領
域
に
移
さ
れ
、
そ
こ
で
、
あ
る
内
的
な
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
て
、
青
年
た
ち
の
関
心
は
、
過
去
へ
向
け
ら
れ
、
個

人
と
国
家
と
が
あ
る
調
和
的
な
統
一
を
形
成
し
て
い
た
古
代
の
都
立
国
家
の
上
に

そ
そ
が
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
、
美
と
崇
高
の
精
神
に
満
さ
れ
て
お
り
、
国
民

の
自
由
と
平
等
の
権
利
が
保
証
さ
れ
て
い
た
ポ
リ
ス
で
の
生
活
は
、
彼
ら
の
羨
望

の
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
は
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
た

ん
に
過
ぎ
去
っ
た
歴
史
上
の
一
時
期
で
は
な
く
、
社
会
・
国
家
の
現
実
的
変
革
の

た
め
の
永
遠
の
指
標
で
あ
り
、
同
時
に
無
比
の
典
型
な
の
で
あ
っ
た
。

　
宗
教
改
革
以
来
、
ド
イ
ツ
に
は
、
外
的
な
現
実
や
形
式
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
揺

が
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
美
と
自
由
と
道
徳
の
王
国
が
根
を
下
し
て
い
た
。
こ
の

伝
統
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
を
内
的
に
規
定
し
て
お
り
、
法
的
現
実
界
が
対
象
で
あ

る
場
合
に
で
も
、
そ
れ
に
心
情
の
平
安
を
付
与
し
た
。
カ
ン
ト
は
国
家
の
基
礎
を

道
徳
に
お
い
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
精
神
を
う
け
て
、
国
民
の
道
徳
的
改
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
革
命
に
不
可
欠
な
前
提
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
彼
は
、
道
徳
性
を
規
定
す

る
要
素
を
歴
史
の
中
に
求
め
、
そ
の
要
素
を
宗
教
に
お
い
て
み
い
だ
し
た
の
で
あ

る
。
宗
教
こ
そ
、
人
間
の
心
的
状
態
の
最
上
の
表
現
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
そ
の
入

子
と
相
関
的
で
あ
る
。
か
く
て
、
祖
国
の
改
革
を
求
め
る
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ

の
担
い
手
を
、
彼
に
と
っ
て
理
想
と
思
わ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
に
範
を
と
り
つ

つ
、
民
族
宗
教
と
し
て
構
想
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ニ

　
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
神
学
校
在
学
中
に
起
草
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
『
民
族
宗
教

と
キ
リ
ス
ト
教
』
の
基
本
稿
は
、
周
知
の
如
ぐ
、
ル
ソ
ー
の
「
市
民
の
宗
教
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

同
じ
く
、
「
国
民
の
精
神
的
高
揚
と
醇
化
」
を
目
指
す
真
の
宗
教
を
、
・
．
民
族
宗
教

に
み
い
出
し
、
道
徳
と
宗
教
・
歴
史
の
関
係
を
、
国
民
生
活
と
の
統
一
的
な
結
合

の
場
に
お
い
て
究
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
の
主
導
的

立
場
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
思
想
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
我
々
が
出
会
う
の
は
、

む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
の
理
想
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
時
代
か
ら

親
灸
し
、
大
学
時
代
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
交
友
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
ギ
リ
シ

ア
精
神
に
対
す
る
深
い
理
解
と
強
い
憧
憬
と
が
反
映
し
て
い
る
。
一
切
の
も
の
が

人
間
的
で
あ
り
、
美
し
い
調
和
を
た
も
っ
て
い
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
対
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
強
い
憧
憬
は
、
三
十
年
戦
争
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
物
心

両
面
に
亘
る
分
裂
を
、
と
く
に
強
く
意
識
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
当
時
の
ド
イ
ツ

の
知
識
層
一
般
に
み
ら
れ
る
新
人
文
主
義
的
傾
向
で
あ
る
が
、
と
の
思
潮
は
カ
ン

ト
の
「
道
徳
性
」
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
固
有
な
意
味
で
の
「
人
倫
」
た
ら
し
め
て
い

る
か
と
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
・
人
間
存
在

の
本
質
と
共
同
体
の
理
念
を
、
と
も
に
一
つ
の
生
け
る
具
体
的
な
統
一
体
と
し
て

捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
理
性
か
ら
与
え
ら
れ
る
最
高
の
課
題
は
、
「
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

の
世
に
最
高
善
を
実
現
す
る
こ
と
、
道
徳
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
の
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
実
現
す
る
に
は
、
「
人
間
的
な
性
向
の
全
て
に
わ
た
っ
て
拡
が
り
」
精
妙
な
影

響
力
を
も
つ
宗
教
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
理
性
と
感
性
、
あ
る
い
は

理
論
と
実
践
と
は
、
人
間
存
在
の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
し
て
不
可
分
に
結
び
つ

い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
あ
る
道
徳
体
系
の
中
で
は
」
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
、

「
純
然
た
る
道
徳
心
を
抽
象
的
に
感
性
か
ら
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

ら
、
そ
の
区
別
が
厳
密
に
行
な
わ
れ
ば
行
な
わ
れ
る
だ
け
、
感
性
を
道
徳
心
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

低
く
み
る
こ
と
に
な
る
」
と
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
両
者
の
峻
別
は
、
む
し

ろ
我
々
が
そ
れ
に
ま
つ
わ
ら
れ
て
い
る
感
性
に
独
立
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
っ

道
徳
が
実
践
理
性
の
法
則
を
遵
奉
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
以
上
、
，
理
性
に
従
ヶ
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こ
と
は
も
と
よ
り
不
阿
次
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
人
個
の
一
切
の
行

為
や
努
力
の
構
成
要
素
」
で
あ
る
感
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
道
徳
性
の
実
現
と

い
う
本
来
の
目
的
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
を
「
感
性
と
理
性
か
ら
合

　
　
　
　
　
（
1
2
）

成
さ
れ
た
存
在
」
と
し
て
規
定
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
理
性
と
感
性
は
、
あ

た
か
も
料
理
に
お
け
る
塩
、
自
然
に
お
け
る
光
の
如
き
関
係
に
あ
り
、
両
者
の
調

和
的
な
結
合
の
も
と
に
人
間
の
行
為
は
、
そ
の
特
有
の
光
沢
を
湛
え
て
発
現
す
る
。

そ
れ
故
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
追
及
す
る
民
族
宗
教
は
、
神
学
の
如
く
、
単
る
知
識
や
弁

説
に
係
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
宗
教
」
で
は
な
く
、
．
感
情
と
行
為
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

表
現
さ
れ
る
「
主
体
的
宗
教
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
は
「
心
胸
の
事
柄
」

な
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
観
点
か
ら
へ
竃
ゲ
ル
は
、
も
っ
ぱ
ら
感
性
に
働
き
か
け
、
そ
れ
に
内
在

す
る
道
徳
的
な
も
の
に
対
す
る
感
覚
を
喚
び
起
し
、
か
く
て
道
徳
法
則
を
遵
奉
す

る
高
貴
な
心
情
を
育
成
す
る
こ
と
を
、
宗
教
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
、

民
族
宗
教
の
主
体
的
な
原
理
は
、
理
性
と
類
似
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
感

能
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
愛
」
に
求
め
ら
れ
る
。
彼
は
言
う
、

「
経
験
的
な
性
格
の
根
本
原
理
は
愛
で
あ
る
。
愛
は
理
性
に
類
似
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
丁
度
、
理
性
が
普
通
妥
当
的
な
法
則
の
原
理
と
し
て
、
叡
智
的
世
界
の
市

民
と
し
て
、
自
己
を
一
切
の
理
性
的
存
在
者
の
中
で
再
認
識
す
る
如
く
、
愛
は
、

他
の
人
間
に
お
い
て
自
己
を
見
い
出
す
も
の
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
己
れ
を
忘
却
し
、

自
己
の
存
在
を
脱
し
て
他
者
の
中
で
生
き
、
そ
し
て
感
じ
働
く
も
の
で
あ
％
」

　
愛
の
も
つ
、
こ
の
脱
型
的
な
姓
格
と
共
に
、
宗
教
の
他
の
側
面
で
あ
る
共
同
性

が
出
現
す
る
。
愛
と
は
、
例
え
ば
敬
愛
で
あ
り
、
友
情
で
あ
り
、
好
意
で
あ
り
、

同
情
で
あ
る
。
愛
の
働
く
と
こ
ろ
個
と
し
て
の
個
人
は
あ
り
え
な
い
。
個
人
は
、

愛
の
脱
自
性
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
へ
参
入
出
来
る
が
、
そ
こ
で
は

自
己
の
我
欲
か
ら
解
放
さ
れ
る
が
故
に
、
共
同
体
に
お
い
て
こ
そ
、
自
己
の
自
由

を
積
極
的
に
実
現
す
る
ζ
ど
が
で
き
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
後
の
イ
エ
ナ
時
代
に

到
っ
て
明
確
な
自
覚
に
も
た
ら
さ
れ
る
人
倫
の
命
題
の
先
駆
思
想
を
確
認
し
う
る

で
あ
ろ
う
。
人
倫
の
命
題
に
は
、
次
の
如
ぐ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
・
「
他
者
と
の
入
格

の
共
同
は
、
本
質
的
に
、
個
人
の
真
の
虚
像
を
制
限
す
み
も
の
と
し
て
で
は
な
く
馬

却
っ
て
自
由
の
拡
張
と
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
最
高
の
共
同
が
最
高
の
自
由

　
　
　
　
（
1
5
）

な
の
で
あ
る
。
」
1
そ
れ
故
に
、
真
の
宗
教
は
、
個
で
あ
る
限
り
の
人
間
を
、
そ

の
全
一
性
に
お
い
て
捉
え
る
「
主
体
的
」
な
宗
教
で
あ
る
と
共
に
、
か
か
る
個
人

を
超
個
人
的
な
共
同
体
へ
と
超
越
せ
し
め
る
「
公
共
的
」
な
宗
教
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
宗
教
研
究
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

（
民
族
）
共
同
体
に
関
連
づ
け
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
我
を
は
ま
ず
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
共
同
体
は
、
浪
漫
派
に
お
け
る
と
同
様
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
目
的

論
的
に
解
明
さ
れ
る
既
成
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
か
ら
理
解
さ
る
べ

き
一
つ
の
生
命
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
最
も
完
全
な
形
態
を
有
す

る
も
の
は
民
族
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
家
族
、
政
治
的
、
お
よ
び
宗
教
的

な
個
々
の
共
同
体
を
自
ら
の
現
象
形
態
と
し
て
も
ち
、
そ
れ
ら
を
力
動
的
な
、
生

け
る
相
互
作
用
の
ま
ま
に
包
括
す
る
最
高
の
現
実
態
で
あ
る
。
民
族
精
神
と
は
、

民
族
共
同
体
の
中
に
あ
っ
て
種
々
の
共
同
体
の
関
係
を
内
面
よ
り
統
一
す
る
主
体

と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
概
念
に
他
な
ら
な
い
。
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
宗
教
を

も
生
け
る
民
族
生
活
の
一
要
素
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
例
え
ば

「
基
本
稿
」
に
お
け
る
次
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
民
族
の
精
神
と

そ
の
歴
史
、
そ
の
宗
教
及
び
そ
の
政
治
的
自
由
の
段
階
は
、
そ
の
相
互
の
影
響
か

ら
い
っ
て
も
、
そ
の
性
質
か
ら
い
っ
て
も
、
相
互
に
切
り
離
し
て
考
察
す
べ
き
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
一
つ
の
紐
で
編
み
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
恰
も
、
三
者
の

内
の
い
ず
れ
を
欠
い
て
も
何
も
為
し
え
ず
、
ま
た
各
自
そ
れ
ぞ
れ
、
他
の
も
の
か
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

ら
、
何
程
か
の
も
の
を
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
」

　
以
上
、
簡
単
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
基
本
稿
」
に
お

け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
は
、
人
間
の
本
質
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
、
対
立
と
し
て

で
は
な
く
、
逆
に
一
つ
の
綜
合
と
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
歴
史
と
宗
教
・
政
治
を
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ヘーゲルの人倫の哲学　←う

表
現
形
式
と
し
て
有
す
る
民
族
共
同
体
の
理
念
の
う
ち
に
止
揚
し
て
捉
え
る
こ
と
、

そ
の
意
味
で
の
共
同
体
の
理
念
に
参
加
し
う
る
宗
教
を
民
族
宗
教
と
し
て
解
明
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
「
基
本
稿
」
の
う
ち
に

は
、
晩
年
の
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
構
想
を
、
萌
芽
的
に
で
は
あ

れ
、
全
て
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
『
精
神
現
象
学
』

の
く
。
旨
巴
①
の
中
の
次
の
言
葉
－
－
「
真
理
と
は
、
自
己
自
身
が
生
成
す
る
こ

と
で
あ
り
．
自
ら
の
終
り
を
目
的
と
し
て
前
提
し
、
始
ま
り
と
し
、
そ
落
命
現

さ
れ
、
終
り
に
達
し
た
時
に
初
め
て
現
実
的
で
あ
る
よ
う
な
円
環
で
あ
る
」
一

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
遍
歴
そ
の
も
の
を
も
表
し
て
い
て
興
味
深
い
。
他
の
全
て

の
天
才
と
同
じ
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
そ
の
最
初
に
お
い
て
既
に
完
成
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
「
．
個
体
の
成
長
と
共
に
、
全
体
は
均
衡
を
も
っ
て
進
歩
す
る
も
の
で

な
晦
臣
よ
う
に
、
あ
る
契
機
の
偏
重
が
も
た
ら
す
対
立
に
よ
っ
て
統
一
が
破
ら
れ

る
こ
と
は
、
あ
り
得
喪
こ
と
で
あ
惹
。
哲
学
を
「
時
代
の
子
5
と
規
定
す
る
へ
：

ゲ
ル
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
就
中
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
と
そ
の
思
想
的
基
礎
づ

け
と
解
さ
れ
る
カ
ン
ト
哲
学
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
だ
が
、
あ
る
契
機
の

偏
重
に
よ
っ
て
統
一
が
分
裂
せ
し
め
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
の
は
疎
外
の

事
態
で
あ
る
が
、
か
か
る
事
態
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
定
性
と
運
命
の
両
概
念
に
よ

っ
て
深
く
省
察
し
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
「
愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解
」
の
思
想

の
う
ち
に
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

三

　
一
七
九
三
年
の
秋
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
大
学
を
卒
業
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ス

イ
ス
に
赴
き
、
そ
こ
で
三
年
に
亘
る
不
幸
な
家
庭
教
師
時
代
を
過
ご
す
。
ベ
ル
ン

滞
在
中
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
　
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
1
続
稿
一
、
　
『
イ
エ
ス

の
生
涯
」
、
『
キ
リ
ス
ト
教
の
定
定
性
』
な
る
三
篇
の
手
記
を
残
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
諸
篇
を
支
配
し
て
い
る
根
本
精
神
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
カ
ン
ト
の
実
践
理

性
の
思
想
で
あ
る
。
チ
ュ
レ
ビ
ン
ゲ
ン
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
ら
の
患
想
的
拠
点

を
カ
ン
ト
に
求
め
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
カ
ン
ト
的
用
語
を
用
い
て
い
た
に
も
拘

ら
ず
、
行
間
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
独
自
性
が
に
じ
み
で
て
い
た
。
し
か
る
に
こ
こ
で

は
、
判
然
と
カ
ン
ト
の
立
場
に
立
つ
。
そ
れ
は
、
九
三
年
に
出
た
カ
ン
ト
の
『
単

な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
が
作
用
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
よ
り
も

実
定
的
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
基
準
を
明
確
化
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
『
民
族
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
の
続
稿
の
中
で
、
ヘ
ー
ゲ

ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
宗
教
の
働
き
は
、
道
徳
の
立
法
者
と
し
て
の

神
の
理
念
を
つ
う
じ
て
、
道
徳
の
動
機
を
強
め
る
こ
と
で
あ
り
、
、
．
神
の
理
念
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
究
極
目
的
で
あ
る
最
高
善
に
対
す
る
、
我
々
の
実
践
理
性
を
充

す
こ
と
で
あ
塑
と
・
つ
ま
り
・
コ
切
の
真
な
ゑ
爪
教
・
従
・
て
ま
義
・
の

宗
教
の
目
的
と
査
は
道
挫
で
あ
る
」
が
故
に
、
宗
教
は
か
か
る
道
徳
性
購

良
し
・
完
成
に
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
見
、
「
理
性
の
実
践
的
要
求
」

に
根
差
し
た
道
徳
宗
教
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
，
．

　
『
イ
エ
ス
の
生
海
』
は
、
こ
の
立
場
に
立
っ
て
、
イ
エ
ス
を
カ
ン
ト
の
意
味
で

の
実
践
理
性
の
体
現
者
と
し
て
描
い
て
い
る
、
イ
エ
ス
は
、
そ
こ
で
は
徹
底
し
て

人
間
イ
エ
ス
で
あ
り
、
一
人
の
理
性
的
人
間
と
し
て
登
場
し
て
い
、
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
エ
ス
を
し
て
超
越
的
な
キ
リ
ス
ト
た
ら
し
め
る
超
自
然
的
な
出
来
事
、
処
女
懐

妊
、
奇
蹟
、
復
活
等
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
を
思
わ
ぜ
る

章
句
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
非
神
話
化
の
作
業
が
施
さ
れ
て
い
る
。
「
敵
を
愛
せ

よ
」
と
は
「
敵
の
人
間
性
を
尊
敬
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
荒
野
に
お
け
る

悪
魔
の
誘
惑
は
「
自
然
支
配
の
力
を
追
求
す
る
こ
と
」
と
、
内
在
化
し
て
解
ざ
れ
、

か
か
る
努
力
に
狂
奔
す
る
こ
と
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
恥
か
し
め
る
所
以
で
あ

る
と
判
断
し
、
心
に
か
か
れ
た
不
滅
の
「
道
徳
の
永
遠
の
法
」
に
対
し
て
、
あ
ぐ

ま
で
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
、
自
己
の
心
胸

の
内
に
「
神
的
発
狂
と
し
て
宿
る
理
性
に
照
し
て
立
法
し
・
、
ζ
れ
に
則
ぞ
行

為
す
る
こ
と
を
説
く
内
面
的
な
道
徳
の
教
師
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
の
宗
教
を
、
㌦
か
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か
る
道
徳
宗
教
と
解
す
る
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
精
神
は
、
フ

ラ
ン
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
で
の
如
く
愛
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
的
な
律
法
を

補
回
す
る
も
の
は
、
愛
で
は
な
ぐ
、
こ
ζ
で
は
、
道
徳
的
心
情
で
あ
る
。
宗
教
の

目
的
と
本
質
を
「
道
徳
性
」
に
狂
い
出
し
て
い
る
先
の
引
用
文
は
、
次
の
よ
う
に

続
い
て
い
る
。
「
全
て
の
特
殊
な
教
説
、
こ
れ
を
弘
布
す
る
一
切
の
手
段
等
は
、

誘
一
鞭
神
聖
度
に
関
し
て
、
あ
目
的
と
の
親
疎
に
よ
・
て
評
価
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
」
と
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
我
々
は
、
「
人
間
の
道
徳
的
改
善
は
、

全
て
の
理
性
宗
教
の
棄
の
目
的
を
な
す
も
裟
あ
・
か
ら
、
・
れ
は
ま
た
、
一

切
の
聖
書
解
釈
の
最
高
原
理
を
含
む
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
精
神
が
、
当

時
の
へ
；
ゲ
ル
の
思
想
動
向
を
根
本
的
に
支
配
し
て
い
た
こ
と
を
、
認
め
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
故
、
ベ
ル
ン
時
代
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
問
的
課
題

は
、
宗
教
の
本
質
を
実
践
理
性
の
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
の
中
に
見
い
だ
す
立
場
か
ら
、

イ
エ
ス
の
宗
教
を
か
か
る
理
性
宗
教
と
し
て
挙
揚
し
つ
つ
、
歴
史
的
宗
教
、
と
く

に
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
に
批
判
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

け
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
実
定
性
（
勺
8
三
謀
＆
什
）
と
い
う
概
念
は
、
理
性
に
基
づ

い
て
で
は
な
く
、
外
的
な
権
威
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
遊
、
そ
の
権
威
の
故

に
儒
ず
る
一
他
律
的
1
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
当
時
の
、
著
し
く
カ
ン
ト
的
色
調
を
お
び
た
普
遍
理
性
の
立
場
で
は
、

民
族
や
完
教
の
如
き
歴
史
性
を
本
質
的
要
素
と
す
る
事
象
に
対
し
て
充
分
な
理
解

を
示
す
こ
と
は
、
も
と
よ
り
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
鋭
い
歴
史

感
覚
も
、
カ
ン
ト
哲
学
の
圧
倒
的
な
支
配
下
に
あ
っ
て
は
そ
の
威
力
を
充
分
に
発

揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
モ
ラ
リ
テ
口

添
の
立
場
は
、
．
そ
れ
自
体
普
遍
的
な
実
践
理
性
が
自
己
立
法
的
に
直
接
個
別
意
志

を
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
以
上
、
単
な
る
個
別
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い

ご
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
嘱
か
か
る
普
遍
意
志
が
要
求
と
し
て
当
為
の
形

で
現
わ
さ
れ
る
場
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
個
的
自
己
の
立
場
を
脱
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
理
念
的
に
は
普
遍
性
を
主
張
し
え
て
も
・
現
実

的
に
は
個
別
性
を
脱
し
え
な
い
が
故
に
、
民
族
、
国
家
と
い
っ
た
歴
史
的
社
会
的

現
実
を
真
に
基
礎
づ
け
る
原
理
と
は
な
り
え
ず
、
た
だ
当
為
と
し
て
そ
れ
ら
に
対

置
せ
ら
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教

に
含
ま
れ
た
非
理
性
的
要
素
、
そ
の
歴
史
的
性
格
、
言
い
換
え
れ
ば
実
定
性
の
問

題
を
、
宗
教
の
本
質
に
反
す
る
も
の
と
考
え
、
一
般
に
歴
史
的
宗
教
の
も
つ
積
極

的
な
意
義
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
、
け
だ
し
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ

・
つ
。

　
に
も
拘
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
行
程
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
同
一
だ
と
思
う
な
ら
、

見
間
違
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
ベ
ル
ン
時
代
の
主

著
と
も
見
倣
さ
る
べ
き
「
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
的
に
解

さ
れ
た
イ
エ
ス
の
理
性
宗
教
が
、
実
定
的
な
キ
リ
ス
ト
教
に
転
化
し
て
い
っ
た
歴
・

史
的
必
然
性
を
、
当
時
の
社
会
的
枠
組
の
中
で
イ
エ
ス
が
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
教
化
活
動
の
形
態
そ
の
も
の
の
申
に
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
ギ
リ
シ

ア
の
自
由
な
宗
教
の
没
落
と
キ
レ
ス
下
教
受
容
の
歴
史
的
根
拠
を
、
ロ
ー
マ
末
期

の
時
代
精
神
の
中
に
求
め
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
法
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
示
す
こ

と
は
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
彼
の
思
索
の
内
奥
に
お
い
て
既
に
歴
史
的
で
あ

る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
分
別
的
悟
性
、
あ
る
い
は
抽
象
的
な
露
性
の

立
場
に
止
ま
り
え
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
的
な
も
の
を
軽
視
す
る
こ
と
自
体
，
自
ら
の
思
想
的
基
盤

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
の

下
に
お
い
て
の
み
、
我
々
は
、
純
粋
理
性
と
実
定
性
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
要
素
と

を
所
謂
弁
証
法
に
よ
っ
て
再
び
結
合
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
そ
の
後
の
試

み
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

．
・
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
自
律
と
共
に
生
命
の
豊
か
さ
と
歴
史
的
変
容
の
大
ぎ
さ

も
放
棄
す
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
、
だ
か
ら
、
ベ
ル
ン
時
代
の
終
り
に
彼
は
、

人
間
理
性
の
抽
象
的
な
諸
概
念
に
生
命
の
諸
相
を
対
立
ざ
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
純
粋
理
性
の
人
間
本
性
に
関
す
る
抽
象
的
な
理
念
は
、
宗
教
及
び
社
会
全
体
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ヘーゲルの人倫の哲学　←1

に
お
い
て
、
実
定
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
基
準
と
は
な
ら

な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
　
「
人
間
本
性
の
一

般
的
な
諸
概
念
は
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
あ
る
の
で
、
宗
教
の
特
殊
な
、
ま
た
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

的
に
多
様
な
要
求
に
対
し
て
尺
度
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
か
く
て
、
カ

ン
ト
の
よ
う
に
純
粋
に
否
定
的
で
な
い
自
由
が
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
き
生

き
し
た
自
由
、
従
っ
て
、
人
聞
と
そ
の
歴
史
と
の
和
解
が
問
題
と
な
る
。

　
宗
教
は
、
元
来
、
人
間
的
本
性
の
特
殊
な
歴
史
的
形
態
と
し
て
独
自
な
人
倫
的

性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
理
解
に
は
、
非
歴
史
的
な
啓
蒙
主

義
の
合
理
的
諸
概
念
の
放
棄
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
抽
象
的
悟

性
は
歴
史
を
介
し
て
理
性
へ
と
発
展
し
、
啓
蒙
主
義
的
反
省
は
思
弁
的
汎
神
論
へ

と
転
換
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
の
対
象
が
歴
史
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
転
換
の
内
的
必
然
性
は
、
す
で
に

熟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
後
期
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の

実
定
性
」
の
改
稿
に
お
い
て
、
実
定
性
に
つ
い
て
の
新
し
い
規
定
づ
け
が
登
場
し

て
く
る
。
「
宗
教
に
お
い
て
は
行
為
、
人
格
、
思
い
出
が
神
聖
な
も
の
と
し
て
通

る
こ
と
が
、
あ
り
う
る
。
理
性
は
そ
れ
ら
す
べ
て
に
、
偶
然
性
を
指
摘
す
る
。

一
理
性
は
、
神
聖
で
あ
る
も
の
が
永
遠
で
あ
り
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

し
か
し
、
理
性
は
そ
の
よ
う
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
宗
教
的
事
物
の
実
定
性
を
示
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
、
不
滅
な
も
の
や
神
聖
な
も
の
を
偶
然

的
な
も
の
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
、
ま
た
、
あ
る
偶
然
な
も
の
に
結

び
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
永
遠
な
も
の
を
考
え
る
に
あ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
あ
）

て
、
永
遠
な
も
の
を
思
推
の
偶
然
性
に
結
び
つ
け
る
。
」

　
実
定
性
は
、
宗
教
の
社
会
的
発
展
と
密
接
に
結
ば
れ
て
一
体
と
な
り
、
そ
の
具

体
的
な
歴
史
的
展
開
を
担
う
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
悪
い
意
味
で
は
実
定

性
は
、
す
べ
て
生
き
て
い
る
も
の
の
必
然
的
な
変
化
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
、
し

た
が
っ
て
、
死
ん
だ
残
り
か
す
、
そ
の
生
き
生
き
し
た
意
味
を
失
っ
て
、
も
は
や

歴
史
の
残
葎
で
し
か
な
い
要
素
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
定
性
に
つ
い
て
の
新
し

い
見
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
、
宗
教
的
な
も
の
一
般
に
つ
い
て
の
理
解
を
可
能
に
す

る
。
そ
れ
故
、
実
定
性
の
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
の
民
族
宗
教
の
直
観
を
、

歴
史
的
展
開
の
場
へ
も
た
ら
す
た
め
の
媒
概
念
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程

に
お
い
て
カ
ン
ト
の
抽
象
的
理
性
は
破
棄
さ
れ
、
歴
史
的
理
性
－
一
弁
証
怯
的
理

性
が
－
一
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
は
、
す
で
に
ベ
ル
ン
を
あ
と
に
し
た

一
七
九
六
年
八
月
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
送
っ
た
詩
エ
ロ
イ
ジ
ス
に
顕
著
に
認
め
ら

れ
る
神
秘
的
汎
神
論
へ
の
傾
斜
の
中
に
も
窺
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
決
定
的

な
転
回
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
も
の
さ
れ
た
断
片
的
手
記
、

『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

四

　
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
七
九
八
年
八
月
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
』
の
批
判
的
研
究
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、

カ
ン
ト
倫
理
に
お
け
る
合
法
性
と
道
徳
性
と
を
、
高
次
の
概
念
で
あ
る
「
生
」
に

お
い
て
統
一
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
す
で
に
、
カ
ン
ト
哲
学
と
挟
を
わ
か
っ

て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
い
ま
や
カ
ン
ト
の
道
徳
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
正
面

切
っ
た
批
判
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
「
人
間
を
、
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
再
建

し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
人
間
の
破
砕
状
態
　
（
N
①
凪
門
一
Q
6
ω
①
昌
7
①
置
）
　
に
頑
迷
な
自
ぼ

れ
を
加
え
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
途
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
r
か

か
る
破
砕
状
態
に
お
い
て
は
、
一
方
は
排
除
す
る
も
の
、
従
っ
て
、
制
限
さ
れ
允

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

も
の
で
あ
り
、
他
方
は
圧
迫
さ
れ
た
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
道
徳
性
は
、

理
性
と
感
性
、
義
務
と
傾
向
と
の
鋭
い
対
立
を
人
間
の
内
に
持
込
ん
で
、
人
間
性

全
体
を
内
的
に
分
裂
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
支
配
と
服
従
の
掟
を
内
に
宿
し
た
　
「
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

幸
な
意
識
」
で
あ
り
、
「
破
壊
し
が
た
い
実
定
性
」
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、

ユ
ダ
ヤ
教
と
カ
ン
ト
の
倫
理
と
の
間
に
は
、
「
前
者
が
主
人
を
外
に
も
つ
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
・

後
者
は
自
己
の
内
に
も
ち
、
同
時
に
自
分
自
身
の
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
区
別
↑
が

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
道
徳
性
に
固
執
し
、
感
性
に
よ
る
幸
福
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を
自
ら
は
断
念
し
な
が
ら
、
両
者
の
統
一
を
彼
岸
の
神
に
要
請
す
る
意
識
の
在
り

方
が
如
何
に
高
貴
で
あ
り
、
崇
高
で
は
あ
っ
て
も
、
へ
欝
ゲ
ル
は
そ
こ
に
止
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
内
的
に
は
理
性
と
感
性
が
調
和
を
も
ち
、
外
的
に
は

運
命
と
和
解
し
た
幸
福
な
魂
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
も
法
則
と
し
て
は
理
性
と
感
性
と
の
統
一
で
あ

る
。
従
っ
て
、
人
間
が
こ
の
法
を
破
る
時
、
法
は
、
そ
の
行
為
の
内
容
に
対
応
し

た
内
実
を
も
っ
て
立
ち
現
わ
れ
、
そ
の
人
間
に
き
び
し
ぐ
対
立
す
る
。
し
か
も
、

罪
を
犯
し
た
も
の
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
外
的
脅
威
を
伴
っ
て
お
そ
い
か
か
る
、
こ

れ
が
犯
罪
者
に
伴
う
必
然
性
で
あ
ひ
、
・
罰
で
あ
る
。
そ
し
て
、
・
法
は
罰
を
必
然
的

に
加
え
る
け
れ
ど
も
、
．
決
し
て
罪
そ
の
も
の
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

法
は
そ
れ
を
犯
し
た
も
の
を
裁
く
抽
象
的
普
遍
だ
か
ら
で
あ
る
。
罰
せ
ら
れ
た
罪

人
は
放
免
さ
れ
．
て
も
、
法
は
決
し
て
彼
を
暖
か
く
包
ま
な
い
。
彼
の
心
に
は
変
る

こ
と
な
く
良
心
の
苛
責
、
罪
の
や
ま
し
ざ
、
卑
窟
さ
が
賎
る
ゆ
そ
こ
で
は
、
概
念

と
生
命
と
の
全
ぎ
不
｝
致
は
避
け
ら
れ
な
い
。
正
義
の
法
に
お
い
て
ば
和
解
は
決

じ
て
存
在
せ
ず
、
一
だ
び
傷
つ
け
ら
れ
た
魂
は
、
癒
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「

こ
れ
が
法
則
と
律
法
に
お
い
て
類
似
ず
る
カ
ン
ド
の
道
徳
性
に
基
づ
く
宗
教
と
ユ

　
　
　
ワ

ダ
や
教
に
対
す
る
、
・
へ
」
ゲ
ル
の
解
釈
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
レ
ゲ
ル
は
、
・
イ
エ
ス
を
し
て
法
く
律
法
）
を
軽
蔑
し
、
・
そ
の

上
に
高
ま
る
こ
と
を
要
求
せ
し
め
で
い
る
。
彼
は
、
法
よ
り
も
深
く
人
阻
を
支
配

す
る
根
源
的
な
も
の
を
、
生
・
運
命
の
う
ち
に
み
い
だ
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

運
命
は
特
殊
を
裁
く
抽
象
的
普
遍
で
は
な
く
、
、
特
殊
を
む
包
む
具
体
的
普
遍
で
あ

る
。
「
運
命
に
お
い
て
は
、
罰
は
敵
意
を
も
っ
た
力
、
、
、
．
個
体
と
し
て
あ
る
。
そ
の

個
体
に
お
い
て
倉
皇
特
殊
と
は
宣
さ
れ
て
い
葡
遮
命
は
ま
た
・
存
在
論
的

に
は
、
、
未
展
開
の
生
一
分
裂
し
た
生
「
再
合
一
し
た
生
と
い
う
v
生
の
自
己

運
動
の
一
契
機
と
し
て
の
「
生
の
分
裂
態
」
・
で
あ
る
。
を
れ
故
、
運
命
と
は
彼
自

身
の
生
命
で
あ
頓
、
し
か
も
そ
の
生
命
が
分
裂
し
て
敵
と
し
て
現
わ
れ
た
場
合
の
、

彼
自
身
の
意
識
で
あ
る
ρ

．
、
一
こ
の
運
命
は
、
行
為
に
よ
っ
て
我
々
に
自
覚
さ
れ
・
る
膨
「
行
為
以
前
に
は
い
か

馨
分
離
対
立
も
な
ぐ
・
さ
ら
に
・
支
配
す
る
も
の
も
施
・
」
未
展
開
の
生

は
人
間
の
行
為
に
よ
？
て
穣
さ
れ
、
・
傷
づ
け
ら
れ
、
た
時
に
分
裂
し
、
罰
と
し
て
の

人
間
と
な
る
。
人
間
は
、
他
人
を
傷
づ
け
た
よ
う
に
思
う
が
、
実
は
、
自
分
の
生

を
破
壊
し
、
・
失
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
良
心
に
鋭
く
喰
い
入
る
刺
に
悶
え
、
懊

悩
に
陣
き
な
が
ら
、
失
な
わ
れ
た
生
を
憧
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
、
運
命
と
の

和
解
の
可
能
性
は
、
す
で
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
「
運
命
の
法
と
権
利
は
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

間
か
ら
生
ず
る
が
故
に
、
根
源
的
状
態
・
・
全
体
性
へ
の
還
帰
が
可
能
と
な
る
。
」

そ
し
て
、
「
再
び
自
己
を
み
い
だ
ル
た
生
の
感
情
が
愛
で
あ
り
、
愛
に
お
い
て
運

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

命
は
自
己
と
和
解
す
る
」
の
で
あ
る
。
、

・
若
い
ヘ
ユ
ゲ
ル
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
的
分
裂
を
こ
え
た
綜
合
の
思
想
は
、
こ
の

和
解
の
思
想
と
し
て
現
わ
れ
る
。
「
哲
学
に
お
い
て
も
生
に
お
い
て
も
、
、
重
要
な

の
は
対
立
者
の
和
解
で
あ
る
。
哲
学
で
和
解
を
行
な
う
の
は
悟
性
よ
り
も
広
汎
な

理
性
で
あ
り
、
生
に
お
い
て
は
愛
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ
こ
で
は
反
省
に
よ
る
悪

し
き
悟
性
統
軸
に
対
す
る
拒
否
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
後
年
の
高
次
の
哲
学
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

に
対
す
る
完
全
な
類
比
が
あ
る
」
そ
の
よ
う
に
、
・
生
命
の
統
・
一
感
情
が
、
愛
と
規

定
さ
れ
る
之
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
神
秘
的
汎
神
論
の
原
理
が
、
生
命
で
あ

る
と
同
時
に
愛
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
法
則
に
よ
っ
て
悪
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
罪
と
し
て
、
善
及
び
正
義
か
ら
差
別
さ
れ
、
排
除
さ
れ
た
反
価
値
を
、

永
遠
の
不
道
徳
性
と
堕
落
か
ら
救
い
、
和
解
さ
せ
る
も
の
が
愛
で
あ
る
。
、
－
そ

し
て
、
こ
の
愛
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
学
生
の
時
、
民
族
宗

教
の
主
体
的
原
理
と
さ
れ
、
い
ま
や
、
生
の
様
態
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
、
，

こ
の
よ
う
な
高
次
の
愛
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
晶
愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解
重
め

立
場
こ
そ
、
本
来
的
に
．
へ
r
ゲ
ル
に
固
有
な
立
場
な
の
で
は
な
い
か
。
デ
ィ
ル
タ

イ
が
沸
こ
の
立
場
を
神
秘
的
汎
神
論
と
名
づ
け
て
い
る
の
も
、
．
お
そ
ら
く
は
へ
じ

ゲ
ル
の
こ
の
立
場
が
、
・
愛
と
い
う
生
命
感
情
に
お
い
で
、
絶
対
的
生
命
と
適
合
す

る
．
こ
ど
に
、
人
間
の
到
達
し
う
る
晟
高
の
境
地
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
た
か
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ヘーゲルの人倫の哲学　C一う

ら
で
あ
ろ
う
。
彼
の
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
か
ら
間
断
な
く
続
け
ら
れ
て
き
た

若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
研
究
の
意
義
は
、
そ
の
歴
史
的
研
究
を
つ
う
じ
て
、
自
ら

の
新
し
い
思
想
的
拠
点
を
獲
得
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
生
命
反
び
愛
の
原
理
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
理
性
宗
教
、
、
あ

る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
矛
盾
に
対
し
て
、
一
応
の
解
決
が
下
さ
れ
た
と
は
言

え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
で
全
て
問
題
が
解
決
し
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

イ
エ
ス
の
原
理
で
あ
る
愛
は
、
生
命
の
統
一
感
情
で
あ
噸
、
換
言
す
れ
ば
、
r
愛

は
心
胸
の
事
柄
で
あ
り
、
主
観
性
を
そ
の
性
格
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
イ
エ
ス
の
教
え
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。

心
胸
の
原
理
で
あ
る
愛
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
客
観
的
な
歴
史
的
現
実
の
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
を
イ
エ
ス
に
即
し
て
言
え
ば
、
彼
の
心
胸
の
法
則
に
は
罪
と
汚
濁
に

満
ち
た
世
俗
の
世
界
が
厳
し
く
対
立
し
、
こ
れ
と
の
対
決
に
お
い
て
彼
を
待
ち
う

け
て
い
た
の
は
、
十
字
架
の
運
命
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
ス

の
よ
う
に
完
全
な
生
を
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
命
と
和
解
し
た
者
も
、
現
実
と

の
抗
争
に
お
い
て
は
、
悲
劇
的
な
運
命
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
イ
エ
み
⑳
没
落
は
、
国
家
と
の
対
立
抗
争
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
確

認
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
、
国
家
を
運
命
と
し
て
担
う
こ
と
を
要

求
せ
し
め
た
。

　
も
と
よ
り
国
家
ど
宗
教
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
ウ
て
は
つ
ね
に
相
関
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
い
ま
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
宗
教
の
方
が
よ
り
重
要
な
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
初
め
、
民

族
宗
教
を
構
想
す
る
こ
と
が
、
祖
国
の
改
革
に
寄
与
し
う
る
真
に
現
実
的
な
方
途

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
ま

ず
カ
ン
ト
的
な
理
性
宗
教
の
中
に
、
次
い
で
イ
エ
ス
の
愛
の
宗
教
の
中
に
求
め
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
は
す
で
に
辿
ら
れ
た
。
い
ま
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、

道
徳
性
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
外
的
実
定
性
を
否
定
し
、
自
律
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
自

身
の
内
に
支
配
と
服
従
の
関
係
を
宿
し
た
不
幸
な
る
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
に
内
在

す
る
対
立
の
止
揚
を
、
根
源
的
な
生
の
領
域
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に

し
た
の
が
イ
エ
ス
の
愛
の
教
え
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

イ
エ
ス
の
受
難
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
関
係
に
も
転
換
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
エ
ス
の
宗
教
も
現
実
と
和
解
し
え
ず
、
す
で
に
考

察
し
た
よ
う
な
民
族
宗
教
た
り
え
ぬ
と
す
れ
ば
、
真
の
民
族
宗
教
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
国
家
が
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
の
共
生
が
自
由
の
伸
張
と
共
に
可

能
で
あ
る
よ
う
な
国
家
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
想
定
に
到

る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
国
家
論
は
、
い
ま
や
必
然
的
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
愛
は
、

自
ら
の
豊
か
さ
を
そ
の
拡
が
り
に
お
い
て
も
享
受
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
を
社
会

や
国
家
と
宥
和
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
未
完
）
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
『
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