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清

滝

仁

志

は

じ

め

に

１

内
面
的
自
由
と
政
治
的
自
由

２

『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
に
お
け
る
神
学

３

ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
自
由
の
位
置－

お
わ
り
に
か
え
て－

は

じ

め

に

文
人
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
著
作
に
お
い
て
、
自
由
は
最
も
重
要
な
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
。
政
治
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
限
ら
ず
、
詩

作
で
あ
る
『
失
楽
園
（P

arad
ise L

ost

）』
に
お
い
て
も
自
由
と
い
う
言
葉
は
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
お
い
て
ミ

ル
ト
ン
の
伝
記
を
執
筆
し
た
マ
ー
ク
・
パ
テ
ィ
ソ
ン
は
、
ミ
ル
ト
ン
と
同
時
代
の
法
律
家
ジ
ョ
ン
・
セ
ル
デ
ン
の
言
を
引
用
し
な
が
ら
、

ミ
ル
ト
ン
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
、「
す
べ
て
自
由
の
側
に
立
っ
て
書
か
れ
て
い
る
」
と
し
「
主
教
に
対
し
、
宗
教
的
自
由
を
擁
護
し
、
国

王
に
対
し
て
政
治
的
自
由
を
、
検
閲
に
対
し
、
出
版
の
自
由
を
、
長
老
派
に
対
し
、
良
心
の
自
由
を
主
張
す
る
」こ
と
を
指
摘
し
て

（
１
）

い
る
。
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も
っ
と
も
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
自
由
と
い
う
言
葉
は
多
く
の
研
究
者
が
言
及
す
る
割
に
は
政
治
思
想
史
の
観
点
か
ら
の
分
析
は
十
分

で
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の
唱
え
る
自
由
を
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
自
由
と
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う

な
研
究
は
も
は
や
通
用
力
を
失
っ
て
い
る
だ

（
２
）

ろ
う
。
し
か
し
、
近
年
の
ブ
レ
ア
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
古
典
古
代
を
理
想
と
す
る
共

和
主
義
者
と
ミ
ル
ト
ン
を
評
価
し
て
も
、彼
の
自
由
の
概
念
と
共
和
主
義
の
結
び
つ
き
を
明
確
に
は
解
釈
し
え
た
と
言
い
難
い
。ウ
ォ
ー

デ
ン
の
描
く
ミ
ル
ト
ン
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
や
マ
ー
チ
モ
ン
ド
・
ニ
ー
ダ
ム
の
よ
う
な
同
時
代
の
共
和
主
義
者
と
主
張
に

共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
が
、
思
想
に
お
け
る
相
違
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
と
く
に
宗
教
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
他
の

共
和
主
義
者
と
の
知
的
関
心
の
濃
淡
と
し
て
し
か
表
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

（
３
）

い
か
。

ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
が
ミ
ル
ト
ン
研
究
に
対
し
て
抱
く
不
満
は
、
彼
の
唱
え
た
自
由
と
不
自
由
と
い
う
概
念
の
解
明
が
不
十

分
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
自
由
と
古
典
古
代
と
の
つ
な
が
り
を
否
定
す
る
よ
う
な
研
究
ま
で
存
在
す
る
こ
と
で

（
４
）

あ
る
。
ス
キ
ナ
ー
は
ミ

ル
ト
ン
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
批
判
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
古
典
古
代
の
著
述
家
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
時
代
の
他
の
政

治
思
想
家
と
あ
わ
せ
て
「
ネ
オ
・
ロ
ー
マ
的
自
由
」
論
者
と
再
評
価
を
加
え
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
ま
た
逆
に
古
典
古
代
に
引
き

つ
け
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
が
も
つ
宗
教
的
要
素
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

本
稿
で
提
起
す
る
の
は
、
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
自
由
が
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
ア
レ
ク
シ
ス
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
イ
ギ
リ
ス
系

ア
メ
リ
カ
人
に
見
出
し
た
「
宗
教
の
精
神
（l’esp

rit d
e relig

io
n

）」
と
「
自
由
の
精
神
（l’esp

rit d
e lib

erte

）」、
つ
ま
り
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
宗
教
と
共
和
主
義
と
の
結
び
つ
き
と
し
て
理
解
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
の
と
お
り
、
こ
の
両

者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
要
素
の
産
物
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
相
争
う
性
格
を
も
っ
て

（
５
）

い
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
に
関
す
る
概
念
を

み
る
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
描
く
ア
メ
リ
カ
人
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
彼
は
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
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モ
ク
ラ
シ
ー
』
で
語
ら
れ
な
か
っ
た
両
要
素
の
関
係
の
分
析
を
諸
著
作
で
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

ミ
ル
ト
ン
の
自
由
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
散
文
著
作
の
み
な
ら
ず
、
詩
作
を
含
め
た
文
人
ミ
ル
ト
ン
の

思
想
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
共
和
政
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
な
っ
た
時
期
の
ミ
ル
ト
ン
は
、
以
前
に
増

し
て
自
由
の
理
念
を
諸
著
作
で
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
自
ら
の
著
作
活
動
が
自
由
擁
護
の
た
め
の
崇
高
な
使
命
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を

強
く
も
っ
て
お
り
、自
ら
の
失
明
を「
自
由
擁
護
の
た
め
の
高
貴
な
任
務
」の
た
め
で
あ
る
と
彼
の
弟
子
へ
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
述
べ
て

（
６
）

い
る
。

本
稿
で
は
一
六
五
〇
年
代
の
共
和
政
の
時
期
に
お
け
る
ミ
ル
ト
ン
の
散
文
著
作
を
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
自
由
の
概
念
を
解
明
す
る
。

本
稿
で
は
次
の
全
集
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
巻
数
、
頁
数
を
（３

：
123

）
と
い
う
略
号
で
本
文
中
に
表
記
す
る
。

W
o
lfe.

D
.
M
.
ed
s,
C
om
plete P

rose
 
W
orks of Joh

n
 
M
ilton

.
8v
o
ls,
Y
a
le U

n
iv
.
P
ress,

1953
82.

邦
訳
と
し
て
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
の
た
め
の
第
一
弁
護
論
お
よ
び
第
二
弁
護
論
』
新
井
明
・
野
呂
有
子
訳
（
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

三
年
）、
原
田
純
訳
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
理
念－
ミ
ル
ト
ン
論
文
選－

』（
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）
を
参
考
に
し
た
。

１

内
面
的
自
由
と
政
治
的
自
由

ミ
ル
ト
ン
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
一
弁
護
論
（P

ro
 
P
opu

lo
 
A
n
glican

o
 
D
efen

sio

）』
に
お
い
て
自
由
を
福
音
の
賜
物
で
あ
る

と
し
、
そ
れ
を
「
単
に
内
面
の
自
由
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
自
由
も
含
め
た
」
も
の
と
解
釈
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
「
自

身
が
奴
隷
に
身
を
や
つ
し
な
が
ら
も
、
解
放
者
と
し
て
の
精
神
を
も
ち
」、「
我
々
に
政
治
的
自
由
を
あ
が
な
っ
て
く
れ
た
」
と

（
７
）

い
う
。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
と
い
う
場
合
、
通
常
、
内
面
的
な
精
神
上
の
自
由
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
の
観
念
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
、
政
治
的
・
社
会
的
要
素
と
は
別
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で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
内
面
に
お
い
て
神
と
直
接
交
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
教
会
組
織
が
神
と
人
間
と

の
媒
介
を
な
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
身
体
・
財
産
な
ど
の
制
限
を
受
け
な
い
と
い
う
外
面
的
自
由

と
は
別
の
起
源
を
も
ち
、
異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
。
さ
ら
に
ま
た
政
治
参
加
を
含
む
自
由
と
は
距
離
が
あ
る
。

し
か
る
に
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
、
こ
の
内
面
の
自
由
を
外
部
的
な
自
由
と
連
関
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
連
続
性
を
彼
は

次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
我
々
の
自
由
は
カ
エ
サ
ル
か
ら
も
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
神
か
ら
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
エ
サ
ル
か
ら
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
自
由
を
カ
エ
サ
ル
に
渡
す
こ
と
は
最
も
卑
し
い
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
起
源
に
鑑
み
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
顔
と
容
貌
を

見
て
誰
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
か
と
い
う
な
ら
ば
、
誰
も
が
即
座
に
神
の
姿
と
答
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
神
に
属
す
る
者
で
あ
り
、
真
の
意
味
で

自
由
で
あ
り
、
た
だ
神
か
ら
そ
の
身
を
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
単
な
る
人
間
に
す
ぎ
な
い
、
ま
し
て
、
不
法
で
不
信
心
で
暴
君
で
あ

る
カ
エ
サ
ル
な
ど
に
自
分
自
身
を
奴
隷
と
し
て
売
り
渡
す
こ
と
を
我
々
が
お
こ
な
え
ば
、
そ
れ
は
神
を
冒
涜
す
る
邪
悪
な
行
為
で

８
）

あ
る
」。

こ
こ
で
の
主
張
は
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
観
を
見
る
上
で
見
逃
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
通
常
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
返
せ
」

と
の
聖
句
は
、
政
治
を
独
立
し
た
領
域
の
も
の
と
解
釈
し
て
、
国
王
の
政
治
的
権
威
を
尊
重
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
る
に
ミ

ル
ト
ン
は
政
治
的
自
由
を
神
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
カ
エ
サ
ル
と
は
無
関
係
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
マ
グ
ナ
・
カ
ル

タ
で
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
特
権
と
し
て
政
治
的
自
由
を
解
釈
す
べ
き
で
な
く
、
人
間
が
神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
当
初
か
ら
こ
の
自
由

は
認
め
ら
れ
る
べ
き
性
格
を
も
つ
。
そ
こ
で
ミ
ル
ト
ン
は
、
通
常
、
国
王
の
世
俗
的
支
配
を
正
当
化
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト

の
聖
句
を
、
単
に
現
世
に
お
け
る
国
王
へ
の
義
務
を
喚
起
し
た
に
す
ぎ
な
い

（
９
）

も
の
と
解
釈
し
、
国
王
が
国
民
の
政
治
的
自
由
を
制
限
す
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る
権
限
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
支
配
者
と
は
国
民
が
公
共
の
利
益
の
た
め
に
政
治
的
自
由
を
行
使
し
た
結
果

と
し
て
選
ば
れ
る
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
の
い
う
自
由
は
国
王
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
特
権
の
類
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う

に
自
由
を
神
の
与
え
た
自
然
権
と
し
て
考
え
る
見
方
は
古
典
古
代
や
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
政
治
的
自
由
の
主
張
に
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
ミ
ル
ト
ン
は
自
己
が
描
く
自
由
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
『
国
王
と
為
政
者
の
在
位

権
（T

h
e T

en
u
re of K

in
gs an

d
 
M
agistrates

）』
の
冒
頭
で
、
自
ら
の
自
由
観
を
敷
衍
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
内
面
が
理
性
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
者
は
、
自
ら
の
知
性
を
内
外
の
二
重
の
暴
君－

外
な
る
慣
習
と
内
な
る
盲
従－

の
支
配
に
委
ね
た
り
し

な
い
。
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
支
配
が
国
家
の
暴
君
を
好
み
上
に
戴
く
こ
と
を
よ
く
見
分
け
る
。
一
方
、
内
面
に
お
い
て
奴
隷
で
あ
る
者
は
迷
う

こ
と
な
く
、
国
家
に
悪
徳
の
支
配
が
及
ぶ
こ
と
に
心
地
よ
さ
を
感
じ
る
。
実
際
、
よ
き
者
の
他
に
は
自
由
を
健
全
に
愛
し
う
る
者
は
い
な
い
し
、

自
由
を
求
め
な
い
者
は
放
縦
を
求
め
る
の
で

10
）

あ
る
」。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
自
由
を
精
神
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。「
内
外
の
二
重
の
暴
君
」と

は
本
来
、
理
性
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
判
断
を
ゆ
が
め
る
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
昔
な
が
ら
の

慣
習
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
精
神
的
権
威
に
無
批
判
に
従
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
コ
モ
ン
ロ
ー
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教

会
と
い
う
二
大
支
柱
に
依
存
す
る
伝
統
的
国
家
体
制
の
政
治
的
権
威
を
批
判
す
る
視
点
が
み
ら
れ
る
。
人
間
は
あ
く
ま
で
も
独
力
で
理

性
を
働
か
せ
物
事
を
判
断
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
先
入
見
（p

reju
d
ice

）
の
効
用
を
説
い
た
一
八
世
紀
の
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー

ク
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
描
く
ア
メ
リ
カ
人
が
「
政
治
の
原
理
を
法

律
や
人
間
の
諸
制
度
も
意
の
ま
ま
に
方
向
を
変
え
、
汲
み
か
え
ら
れ
る
可
塑
性
を
も
つ
も
の
」
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
共
通
す
る
考
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え
が
ミ
ル
ト
ン
に
は
見
ら

（
11
）

れ
る
。

ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
は
理
性
を
正
し
く
用
い
る
内
面
の
自
由
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
で
、
外
面
の
自
由
が
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
し
て
身
体
・
財
産
の
自
由
と
い
う
消
極
的
自
由
よ
り
む
し
ろ
支
配
者
に
対
し
て
自
己
統
治
を
主
張
す
る
政
治
的
自
由
と
い
う
能

動
的
自
由
を
強
調
し
て
い
る
。
理
性
の
鏡
が
曇
り
、
内
面
の
判
断
を
過
つ
な
ら
ば
、
暴
君
に
従
う
政
治
的
隷
属
が
も
た
ら
さ
れ
、
自
由

を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
自
由
や
隷
属
に
つ
い
て
の
表
現
は
ス
キ
ナ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
な

ど
古
典
古
代
の
論
者
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
内
面
の
自

由
が
前
提
と
な
り
、
外
面
の
自
由
は
そ
れ
に
依
存
す
る
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
自
由
の
根
本
的
概
念
は
、
他
者
に
隷
属
し
な
い

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
内
外
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。
彼
が
政
治
を
語
る
の
に
あ
れ
ほ
ど
国
教
会
や
長
老
派
の
教
権
制
度
に
よ
る

精
神
支
配
を
攻
撃
し
た
の
は
、
彼
独
特
の
自
由
観
に
も
と
づ
い
て
い
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
の
認
識
は
、
同
じ
時
代
の

共
和
主
義
者
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

王
政
復
古
後
の
詩
作
で
展
開
さ
れ
る
自
由
の
概
念
も
こ
の
文
脈
で
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
失
楽
園
』
の
作
中
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
自
由
は
、
今
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
自
由
観
を
端
的
か
つ
雄
弁
に
詩
の
形
式
を
も
っ
て
語
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
人
間
が
み
ず
か
ら
の
中
で
下
劣
な
力
が

自
由
な
理
性
を
支
配
す
る
こ
と
を
許
す
限
り
、

神
の
正
し
い
裁
き
の
手
は
、
人
間
を
外
部
の
力
に
よ
っ
て

暴
君
た
ち
に
屈
伏
さ
せ
、
暴
君
た
ち
は
、
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そ
の
分
を
越
え
、
人
間
の
外
面
的
な
自
由
を

12
）

奪
う
」。

さ
ら
に
ミ
ル
ト
ン
の
最
後
の
詩
作
『
闘
技
士
サ
ム
ソ
ン
（S

am
son

 
A
gon

istes

）』
で
は
、
囚
わ
れ
の
身
で
身
体
の
自
由
を
失
い
、
し
か

も
盲
目
と
な
っ
た
サ
ム
ソ
ン
が
気
高
い
精
神
を
回
復
す
る
こ
と
で
遂
に
身
体
に
絡
ん
だ
鎖
を
断
ち
切
っ
て
そ
の
身
の
自
由
を
回
復
し
、

そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
復
活
さ
せ
る
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
筋
書
き
は
、
彼
の
考
え
る
自
由
を
具
体
的
に
詩
の
形

式
で
描
写
し
た
と
い
え
よ
う
。

ミ
ル
ト
ン
は
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
二
弁
護
論
（P
ro
 
P
opu

lo
 
A
n
glican

o
 
D
efen

sio
 
S
ecu

n
d
a

）』
で
自
由
概
念
の
形
成
に
つ
い

て
回
顧
的
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
さ
に
自
由
に
つ
い
て
の
思
考
の
遍
歴
を
述
べ
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
ま
ず
内
乱
初
期
に

主
教
制
度
を
批
判
す
る
初
期
宗
教
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
公
表
し
た
際
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

「
議
会
が
力
を
発
揮
し
事
を
運
ぶ
に
及
ん
で
、
主
教
た
ち
の
勢
威
は
失
墜
し
始
め
た
。
言
論
の
自
由
が
得
ら
れ
は
じ
め
る
や
否
や
、
誰
も
彼
も

一
斉
に
主
教
た
ち
を
批
判
し
た
。
私
が
こ
う
い
う
事
態
に
際
し
て
思
っ
た
こ
と
は
、「
人
間
が
自
由
に
た
ど
り
つ
く
真
の
自
由
へ
の
道
が
開
か
れ

た
の
だ
。
も
し
、
宗
教
を
基
盤
と
す
る
諸
規
律
が
国
家
の
道
徳
や
制
度
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
人
々
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
奴

隷
の
く
び
き
か
ら
の
人
間
の
全
面
的
な
解
放
へ
と
一
直
線
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
私
は
青
年
時
代
か
ら
、

何
よ
り
も
、
神
の
法
で
あ
れ
人
間
の
法
で
あ
れ
、
何
が
法
で
あ
る
か
を
知
ろ
う
と
努
力
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
役
に
立
つ
か
ど
う
か
は
と
も

か
く
、
今
や
私
は
、
自
分
が
、
わ
が
国
に
、
教
会
に
、
そ
し
て
神
の
福
音
の
た
め
に
危
険
に
身
を
さ
ら
し
て
い
る
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ

て
必
要
な
存
在
な
の
だ
と
思
っ
た
」（４

：
621－

622

）。

こ
の
ミ
ル
ト
ン
の
言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
自
由
の
基
本
と
は
「
宗
教
を
基
盤
と
す
る
諸
規
律
」
で
あ
る
。
こ
の
規
律
が
さ
ま
ざ
ま
の
も
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の
に
及
ぶ
こ
と
で
自
由
の
領
域
が
広
が
る
と
考
え
る
。「
本
質
的
な
自
由
」
と
は
「
外
面
的
な
も
の
で
な
く
、
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
」

と
し
、
そ
れ
が
「
正
し
い
生
活
規
律
と
活
動
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
（４

：
624

）。

さ
ら
に
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
よ
う
な
自
由
の
展
開
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
分
析
を
加
え
て
い
る
。

「
私
は
、
自
由
に
三
種
類
の
自
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
て
取
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
会
の
自
由
、
家
庭
の
自
由
・
私
的
自
由
、
政
治
的
自
由

で
あ
る
。
私
は
す
で
に
最
初
の
も
の
に
つ
い
て
書
い
た
〔
初
期
宗
教
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
〕
の
で
、
二
つ
目
の
家
庭
に
お
け
る
自
由
・
私
的
自
由
に
取

り
掛
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
三
つ
の
問
題
が
関
係
す
る
。
婚
姻
の
性
格
、
子
供
の
教
育
、
最
後
に
表
現
の
自
由
で
あ
る
」（４

：
624

）。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
応
し
て
ミ
ル
ト
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
著
作
を
出
し
て
い
る
。『
離
婚
の
教
理
と
規
律（T

h
e D

octrin
e an

d D
isciplin

e of
 

D
ivorce

）』（
一
六
四
三
年
）、『
教
育
論
（O
f E

d
u
cation

）』、『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
（A

reopagitica

）』（
一
六
四
四
年
）
で
あ
る
。
冒
頭

で
紹
介
し
た
パ
テ
ィ
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
彼
は
自
分
の
前
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
で
き
ご
と
に
つ
い
て
の
自
由
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ

う
に
さ
え
見
え
る
。

そ
し
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
最
後
に
掲
げ
た
政
治
的
自
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
政
治
的
自
由
は
、
残
さ
れ
た
最
後
の
自
由
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
ま
で
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
政
治
的
自

由
が
為
政
者
に
よ
っ
て
う
ま
く
運
用
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
私
は
、
議
会
の
敵
と
宣
言
さ
れ
、
一
敗
地
に
ま
み
れ
、
囚
わ

れ
の
身
と
な
り
、
裁
判
で
死
を
宣
告
さ
れ
る
前
に
、
国
王
が
自
ら
の
大
義
を
弁
明
す
る
ま
で
、
国
王
の
権
限
に
つ
い
て
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
言
及

し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
あ
る
長
老
派
の
聖
職
者
が
（
以
前
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
容
赦
な
き
敵
で
あ
っ
た
者
だ
が
）
独
立
派
が
長
老

派
に
対
し
て
優
位
に
立
ち
、
議
会
で
重
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
恨
ん
で
、
議
会
が
国
王
に
関
し
て
通
過
さ
せ
た
法
令
を
攻
撃
し
、
暴
動
を
起
こ

そ
う
と
画
策
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
改
革
教
会
の
教
義
で
は
国
王
を
攻
撃
す
る
聖
句
は
あ
ま
り
用
い
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
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で
私
は
〔
政
治
的
自
由
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
書
く
こ
と
で
〕
そ
の
虚
偽
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
意
し
た
」（４

：

626
）。

こ
れ
は
、ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
政
治
的
自
由
が
あ
く
ま
で
も
派
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
で
あ
る
。政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
執
筆
の
き
っ
か
け
も
国
王
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
に
は
な
い
と
い
う
宗
教
的
主
張
へ
の
反
撃
か
ら
で
あ
る
。

一
連
の
言
明
に
よ
る
と
ミ
ル
ト
ン
は
、
家
庭
・
私
人
の
自
由
、
政
治
的
自
由
と
い
う
順
に
自
由
に
対
す
る
関
心
を
外
部
世
界
へ
と
次

第
に
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
自
由
の
中
心
に
は
内
面
的
な
規
律
が
あ
り
、
そ
の
規
律
の
出
発
点
に
し
て
基
礎
に
宗
教
が
あ
る
。
出
版
の

自
由
を
掲
げ
た
『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
人
間
は
理
性
を
用
い
て
神
の
真
理
を
よ
り
正
し
く
理
解
し
、
こ
の
判
断

に
従
っ
て
自
己
を
規
律
す
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
い
う
自
由
は
、
非
理
性
的
行
動
、
た
と
え
ば
情
念
に
耽
溺
す
る
放
縦
と
は
別
物
で
あ
る
。

自
由
は
常
に
理
性
を
と
も
な
い
、
非
理
性
的
な
要
素
の
支
配
を
排
除
す
る
自
己
規
律
と
一
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
由
は
古
典
古
代
の
市

民
に
お
け
る
公
共
精
神
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
政
治
的
自
由
は
、王
政
復
古
直
前
の
著
作
『
自
由
共
和
国
樹
立
の
捷
径（T

h
e R

ead
ie
&
E
asie W

ay to E
stablish

 
A
 
F
ree C

om
m
on
w
ealth

）』
で
共
和
政
の
正
統
性
を
論
じ
る
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
国
王
を
廃
位
し
、
共
和
国
を
樹
立
し
た
こ
と

の
意
義
を
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
は
、
宗
教
的
自
由
及
び
政
治
的
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
多
く
の
信
仰
深
い
者
た
ち
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
議
会
は
長
い

経
験
か
ら
、
王
政
を
重
荷
で
無
駄
で
使
い
よ
う
の
な
い
危
険
な
統
治
で
あ
る
と
判
断
し
、
正
し
く
雅
量
を
も
っ
て
そ
れ
を
廃
止
し
た
。
彼
ら
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
を
王
権
支
配
の
束
縛
か
ら
自
由
な
共
和
国
に
変
え
、
そ
の
結
果
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
隣
国
の
賞
賛
と
恐
怖
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ

五
一

宗
教
の
精
神
と
自
由
の
精
神
（
清
滝
）



る
」（７

：
409

）。

共
和
政
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
国
民
の
宗
教
的
自
由
と
政
治
的
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
君
主
政
は
こ
の
よ
う
な
自
由
を
侵
害

す
る
が
ゆ
え
に
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

と
く
に
こ
の
政
治
的
自
由
に
つ
い
て
は
自
己
規
律
と
い
う
こ
と
を
基
本
に
し
て
君
主
政
が
自
由
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
国
王
を
と
り
ま
く
宮
廷
が
巨
額
の
支
出
、
贅
沢
、
虚
栄
、
喧
騒
を
も
た
ら
す
自
堕
落
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
民
の
精
神
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
ゆ
え
で
あ
る
（７

：
425－

426

）。
ミ
ル
ト
ン
は
宮
廷
の
悪
風
に
そ
ま
っ
た
国
民
（
ミ
ル
ト
ン
は
と
く
に
貴
族
と
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
を
挙
げ
て
い
る
）
が
宮
廷
を
見
習
い
、
放
縦
や
奢
侈
に
流
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

さ
ら
に
宮
廷
社
会
の
存
在
に
よ
っ
て
貴
族
や
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
は
宮
廷
の
官
職
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
が
宮
廷
内
の
評
判
を

た
え
ず
気
に
し
、
卑
屈
な
精
神
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
す
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
高
貴

な
精
神
を
も
つ
は
ず
の
ユ
グ
ノ
ー
貴
族
が
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宮
廷
の
存
在
に
よ
っ
て
国
王
は
彼

ら
に
美
酒
や
珍
味
を
下
賜
す
る
だ
け
で
、
何
の
値
打
ち
が
な
い
の
に
神
格
化
さ
れ
、
尊
敬
を
受
け
る
こ
と
で
専
制
が
可
能
と

（
13
）

な
る（７

：

426

）。
こ
の
よ
う
に
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
政
治
的
自
由
の
中
心
は
個
人
の
内
面
に
お
け
る
規
律
の
維
持
で
あ
り
、
道
徳
的
堕
落
は
自
由
の
喪

失
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
取
り
上
げ
る
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
（D

e D
octorin

a C
h
ristian

a

）』
は
こ
う
し
た
自
由
観
を
包

括
的
な
宗
教
体
系
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
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２

『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
に
お
け
る
神
学

共
和
国
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
二
弁
護
論
』
で
護
国
卿
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
や
や
強
引
に
擁
護
し
た
後
、

ミ
ル
ト
ン
は
政
治
的
著
作
を
し
ば
ら
く
控
え
て
い
た
。
再
度
、
政
治
的
著
作
を
世
に
問
う
た
の
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
没
後
の
王
政
復
古
直

前
で
あ
る
。
政
治
的
沈
黙
の
期
間
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
護
国
卿
体
制
が
ま
す
ま
す
独
裁
的
に
な
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
護
国

卿
は
ほ
と
ん
ど
国
王
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
支
持
は
低
調
で
あ
っ
た
。
王
党
派
の
叛
乱
が
相
次
ぐ
中
、

一
六
五
五
年
に
軍
政
官
制
度
が
導
入
さ
れ
、
護
国
卿
体
制
は
軍
事
独
裁
の
色
彩
を
一
層
濃
く
し
て
い
た
。

ミ
ル
ト
ン
は
、
こ
の
時
期
に
自
由
に
つ
い
て
の
自
身
の
考
え
を
宗
教
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
典
型
的
で
あ
る
が
、
当
時
の
知
的
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
知
的
作
業
は
特
別
の
こ
と
で
な
く
、
思

想
家
と
呼
ば
れ
う
る
著
述
家
に
と
り
、
そ
の
政
治
的
主
張
に
知
的
一
貫
性
を
も
た
せ
る
た
め
の
当
然
の
過
程
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
こ
の
知
的
作
業
の
成
果
が
一
五
五
六
年
頃
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
で
あ
る
。
こ

の
著
作
は
、
聖
書
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
自
ら
の
宗
教
的
見
解
を
展
開
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
著
作
を
公
刊
せ
ず
、

そ
の
原
稿
だ
け
が
彼
の
没
後
に
残
さ
れ
た
。
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
は
る
か
後
に
あ
た
る
一
八
二
三
年
で
あ
る
。

こ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
は
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
全
三
三
章
は
神
学
的
議
論
に
あ
て
ら
れ
、
神
、
聖
霊
、
予
定
、

聖
書
解
釈
に
つ
い
て
ミ
ル
ト
ン
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
全
一
七
章
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
道
徳
的
義
務
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
神
学
的
に
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
ミ
ル
ト
ン
の
知
的
関
心
に
あ
わ
せ
て
内
容
が

展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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第
一
部
で
表
明
さ
れ
て
い
る
ミ
ル
ト
ン
の
神
学
的
立
場
の
特
徴
は
、
反
三
位
一
体
的
主
張
、
自
由
意
志
論
、
二
重
予
定
説
へ
の
反
対

と
い
う
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
第
二
部
に
お
い
て
人
間
の
道
徳
的
義
務
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
密
接
に
連
関
す

る
。
こ
の
構
成
の
仕
方
か
ら
、
ミ
ル
ト
ン
は
現
世
に
お
け
る
人
間
の
活
動
を
第
一
の
関
心
対
象
に
置
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
神
学
的
に
基

礎
づ
け
る
こ
と
で
、
一
貫
し
た
宗
教
体
系
が
構
築
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
議
論
方
向
を
確

認
す
べ
く
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
の
議
論
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
に
お
い
て
最
も
衝
撃
的
な
内
容
は
、
三
位
一
体
教
義
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
に
お
い
て
ま
っ
た
く

の
異
端
的
な
教
義
で
あ
っ
た
。
内
乱
期
に
は
群
小
の
異
端
的
教
派
が
登
場
し
て
い
た
が
、
三
位
一
体
を
否
定
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
例

外
と
い
っ
て
よ
い
。

ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
三
位
一
体
の
教
義
は
人
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
を
聖
書
に
見
出
す
こ
と
は

で
き
ず
、
理
性
に
ま
っ
た
く
反
し
て
い
る
と
す
る
。
正
統
的
な
教
義
は
、
三
位
一
体
の
聖
書
上
の
根
拠
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
〇
章
第

三
〇
節
の
「
私
と
父
は
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
箇
所
に
置
き
、
父
と
子
は
「
本
質
的
に
一
つ
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
き
た
。
ミ
ル
ト
ン

は
、
こ
れ
を
「
神
に
つ
い
て
の
軽
率
な
結
論
」
と
論
難
し
、「
人
間
の
創
り
出
し
た
も
の
と
し
て
拒
否
す
る
」
と
明
確
に
断
言
す
る
（６

：

219－
220

）。
彼
に
よ
る
と
、
父
と
子
は
本
質
的
に
一
つ
で
は
な
い
。
父
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
子
は
、
父
の
よ
う
な
絶
対
性
、
永
遠
性
、

自
己
充
足
性
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
位
一
体
の
否
定
と
い
う
主
張
は
、当
時
の
宗
教
状
況
か
ら
み
る
と
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
。ソ
ツ
ィ
ー
ニ
派
が
一
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
に
現
れ
る
の
は
奇
異
で
あ
る
。
こ
れ
を
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヒ
ル
の
よ
う
に
ミ
ル
ト
ン
に
異
端
的
な
民
衆
文
化
と
の
接
点
を
求

め
る
解
釈
も
あ
り
え
よ

（
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）

う
が
、
逆
に
当
時
の
エ
リ
ー
ト
文
化
で
あ
る
人
文
主
義
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
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か
。
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
世
に
お
け
る
徳
の
実
践
と
い
う
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
要
素
と
し
、
そ
の
励
行
の
模
範
者
と
し
て
キ
リ

ス
ト
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
延
長
線
上
に
反
三
位
一
体
の
教
義
が
あ
る
と
考
え
た
と
し
た
な
ら
ば
不
自
然
で
は
な
い
。
神

の
子
イ
エ
ス
に
全
能
を
認
め
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
生
前
イ
エ
ス
が
徳
を
実
践
し
た
努
力
へ
の
評
価
、
賞
賛
は
無
意
味
と
な
る
。
全
能
の

神
な
ら
ば
当
然
、
徳
行
を
実
践
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
。

ミ
ル
ト
ン
が
こ
の
世
に
お
い
て
美
徳
を
発
揮
す
る
と
い
う

過
程

を
重
視
し
た
こ
と
は
『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
で
明
ら
か
に
し

た
と
お
り
で

（
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）

あ
る
。
イ
エ
ス
が
我
々
の
模
範
者
た
る
に
は
、
我
々
人
間
と
同
様
の
試
練
を
体
験
す
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

事
実
、
詩
作
『
復
楽
園
（P

arad
ise R

egain
ed

）』
に
お
け
る
イ
エ
ス
は
、
悪
魔
の
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
に
毅
然
と
し
て
対
処
し
、
神
の
子

で
あ
り
な
が
ら
も
人
間
と
同
様
に
試
練
を
受
け
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
反
三
位
一
体
の
主
張
は
、
純
粋

な
神
学
的
思
弁
の
到
達
点
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
人
間
の
道
徳
的
義
務
を
強
調
し
た
こ
と
に
よ
る
帰
結
で
あ

る
と
い
え
る
。

ミ
ル
ト
ン
は
、
神
が
す
べ
て
の
人
間
に
「
自
ら
の
努
力
で
悪
い
欲
望
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
十
分
な
程
度
の
内
な
る
理

性
を
与
え
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（６

：
186

）。
も
ち
ろ
ん
ミ
ル
ト
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
人
間
の
原
罪
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ

は
人
間
の
絶
対
的
な
堕
落
で
は
な
く
、
人
間
は
こ
の
理
性
に
も
と
づ
く
自
由
意
志
に
よ
っ
て
救
い
に
至
る
こ
と
を
認
め
る
。

ミ
ル
ト
ン
の
考
え
で
は
人
間
が
自
由
意
志
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
神
が
絶
対
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
ミ
ル
ト

ン
は
、
神
が
第
一
原
因
で
あ
り
、
全
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
予
見
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
、
人
間
の
行
為
が
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
神
の
「
予
知
」
は
人
間
の
行
為
の
結
果

を
知
り
得
て
も
、
人
間
の
行
為
過
程
に
は
介
入
し
な
い
も
の
で
あ
る
。「
神
の
必
然
性
や
第
一
原
因
の
必
然
性
は
、
自
由
な
動
因
に
対
し
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て
は
強
制
を
も
た
ら
さ
ず
」、「
神
は
人
間
の
力
に
委
ね
た
こ
と
に
対
し
て
絶
対
的
な
命
令
を
下
す
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
の
活
動

の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
（６

：
155

）。
人
間
は
、
善
悪
い
ず
れ
を
も
意
志
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
神
は
、
そ
う
し
た

人
間
の
意
志
に
強
制
を
加
え
な
い
。
た
と
え
そ
の
こ
と
が
人
間
に
破
滅
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
し
て
も
、
人
間
は
神
の
操
り
人
形
で

な
く
、
こ
の
世
に
お
い
て
主
体
的
に
も
の
ご
と
を
決
定
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
の
絶
対
的
権
威
を
前
提
と
し
な
が
ら
も

人
間
に
活
動
す
る
領
域
を
認
め
る
考
え
は
「
宗
教
は
市
民
的
自
由
に
人
間
の
能
力
の
高
貴
な
実
践
を
見
出
す
」、「
政
治
の
世
界
は
造
物

主
が
知
性
の
努
力
に
委
ね
た
場
所
と
み
な
す
」
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
観
察
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
よ
い

で
あ

（
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）

ろ
う
。
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
の
根
本
に
あ
る
内
面
に
お
け
る
自
己
決
定
は
こ
の
よ
う
な
神
学
的
根
拠
を
も
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
自
由
意
志
説
の
観
点
か
ら
、
ミ
ル
ト
ン
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
に
見
ら
れ
る
二
重
予
定
説
、
す
な
わ
ち
予
定
を
神
の
選
び
と

永
遠
の
罰
と
い
う
二
重
の
決
定
と
み
な
す
理
論
を
否
定
し
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
神
の
予
定
は
「
神
の
慈
愛
、
恩
寵
、
知
恵

の
栄
光
を
示
す
」
と
い
う
積
極
的
意
味
し
か
も
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
救
済
と
い
う
望
ま
し
い
も
の
の
実
現
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
人
間
の
永
遠
の
滅
び
と
い
っ
た
「
忌
む
べ
き
、
嫌
悪
す
べ
き
」
こ
と
は
神
の
予
定
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
、

神
は
、
理
不
尽
に
人
間
を
永
遠
の
罪
に
陥
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
資
本
主
義
の

精
神

』

で
引
用
す
る
「
地
獄
に
落
と
さ
れ
て
も
〔
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
が
い
う
よ
う
な
〕
か
よ
う
な
神
を
尊
敬
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き

（
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）

な
い
」

と
い
う
ミ
ル
ト
ン
の
発
言
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
彼
の
予
定
説
批
判
に
由
来
し
て
い
た
。
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
よ
う
に
二
重
予
定
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
立
場
と
明
確
な
一
線
を
画
し
た
。
何
者
に
も
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
ミ
ル
ト
ン
の
自

由
精
神
は
、
旧
約
的
で
抑
圧
的
な
神
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
け
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
人
間
の
永
遠
の
罰
を
望
ん
で
い
な
い
神
が
人
間
を
邪
悪
に
創
造
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
論
ず
る
。
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神
は
「
邪
悪
な
人
間
に
対
し
、
そ
れ
に
値
す
る
罰
で
脅
し
た
の
で
あ
り
、
無
実
の
人
間
に
罰
を
予
定
し
た
の
で
は
な
い
」（６

：
171

）。

し
か
も
、
神
の
予
定
は
絶
対
的
必
然
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
予
定
は
す
べ
て
の
者
を
対
象
と
し
「
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
特

定
の
人
間
の
、
そ
の
お
こ
な
い
を
み
な
が
ら
下
す
命
令
」
で
あ
っ
た
（６
：
170

）。
一
介
の
漁
師
で
あ
っ
た
ペ
テ
ロ
も
使
徒
ペ
テ
ロ
と
し

て
予
定
さ
れ
選
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
彼
が
イ
エ
ス
を
「
信
じ
、
信
仰
を
維
持
し
た
が
ゆ
え
に
」
選
ば
れ
た
。
予
定
は
「
個
人
的

に
信
者
各
自
に
適
用
さ
れ
、
信
仰
を
維
持
す
る
者
に
堅
く
確
立
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
（６

：
176

）。

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
ト
ン
は
、
神
の
予
定
が
人
間
の
活
動
に
先
行
す
る
も
の
で
な
い
、
と
考
え
た
。
む
し
ろ
予
定
は
個
人
の
決
断
に
依

拠
す
る
。
そ
の
決
断
の
前
提
に
自
由
意
志
が
存
在
し
た
。
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
者
は
、
理
性
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
を
愛
し
、

祈
り
、
自
身
の
救
済
に
も
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
の
主
体
的
判
断
こ
そ
が
救
済
の
予
定
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
も

し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
我
々
が
神
に
奉
ず
る
崇
拝
や
愛
は
意
味
が
な
く
な
り
、
無
価
値
と
な
る
。
外
部
の
命
令
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
、

影
響
を
受
け
る
意
志
は
自
由
で
は
あ
り
え
ず
、
奉
仕
の
た
め
の
尊
敬
の
念
に
ひ
と
た
び
強
制
が
加
わ
れ
ば
、
弱
く
空
し
い
も
の
と
な
る
」

（６
：
176

）
の
で
あ
る
。

人
間
に
お
け
る
理
性
と
自
由
意
志
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
に
立
っ
た
ミ
ル
ト
ン
は
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』
の
第
二
部
全
体
を

割
き
、
人
間
の
道
徳
的
行
為
に
つ
い
て
詳
論
し
た
。
彼
は
正
し
い
お
こ
な
い
が
あ
っ
て
も
信
仰
が
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
真
の
信
仰

が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
正
し
い
お
こ
な
い
が
あ
る
と
考
え
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
第
二
部
の
最
初
の
章
で
「
よ
き
お
こ
な
い
」
に

つ
い
て
論
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
「
神
へ
の
真
の
祈
り
を
主
に
構
成
す
る
の
は
、
よ
き
お
こ
な
い
を
す
る
こ
と
を
願
う
こ
と
で

あ
る
」
と
し
て
、「
よ
き
お
こ
な
い
」
を
個
人
の
信
仰
で
重
要
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
彼
は
「
よ
き
お
こ
な
い
」
を
な
す
に
は
「
徳
」

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
「
徳
の
中
に
神
と
人
に
対
す
る
義
務
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。
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ミ
ル
ト
ン
が
こ
こ
で
展
開
し
て
い
る
徳
の
カ
タ
ロ
グ
は
細
目
に
及
ん
で
い
る
。
と
く
に
出
発
点
と
し
て
掲
げ
て
い
る
「
人
間
の
す
べ

て
の
義
務
に
関
す
る
」
一
般
的
な
徳
は
、
神
の
意
志
を
探
し
そ
れ
を
維
持
す
る

叡
智

と
「
我
々
が
何
を
な
す
べ
き
か
、
そ
れ
を
お

こ
な
う
時
と
場
所
を
知
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
」

思
慮

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
こ
の

叡
智

と

思
慮

は
人
間
に
真
理
の
方

向
と
具
体
的
な
徳
行
を
さ
し
示
し
、
よ
き
お
こ
な
い
を
促
す
働
き
を
す
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
同
時
代
の
熱
狂
的
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
異
な

り
、
知
性
優
位
の
考
え
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
宗
教
的
に
精
緻
化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

議
論
の
中
心
は
、
人
間
の
義
務
に
関
わ
る
具
体
的
徳
で
あ
り
、
詳
細
に
分
類
さ
れ
、
第
二
部
で
は
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ

れ
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
徳
と
隣
人
に
対
す
る
徳
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

自
分
自
身
に
関
す
る
徳
は
、
肉
体
の
享
楽
・
物
的
所
有
・
栄
誉
欲
な
ど
外
的
欲
求
を
制
限
す
る
徳
と
内
面
的
な
精
神
に
関
す
る
徳
が

あ
る
。
前
者
は
、
節
制
、
節
度
、
貞
節
、
上
品
、
礼
儀
、
満
足
、
謹
厳
、
勤
勉
、
優
雅
、
謙
譲
、
雅
量
か
ら
構
成
さ
れ
、
後
者
は
不
屈

の
精
神
と
忍
耐
と
い
う
徳
で
あ
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
徳
は
、
人
間
の
理
性
が
外
的
欲
求
や
情
念
な
ど
の
非
理
性
的
要
因
に
対
し
て
優

位
に
立
つ
こ
と
を
賞
揚
す
る
。

隣
人
に
関
わ
る
徳
は
「
汝
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
他
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
基
本
に
、
謙
遜
、
善
意
、
思
い
や
り
と
か
ら
兄

弟
愛
と
友
好
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
一
般
的
な
意
味
で
の
隣
人
関
係
と
何
ら
か
の
具
体
的
関
係
が
あ
る
隣
人
に
対
す
る
徳
に
分
け
て
い

る
。
一
般
的
意
味
で
の
隣
人
に
つ
い
て
は
、
他
人
の
生
命
、
名
誉
、
財
産
の
尊
重
か
ら
、
市
場
に
お
け
る
売
買
や
貸
借
で
の
信
義
に
ま

で
及
ぶ
。

何
ら
か
の
仕
方
で
関
係
が
あ
る
隣
人
へ
の
義
務
に
関
す
る
徳
は
、
私
的
義
務
と
公
的
義
務
に
関
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、

夫
婦
・
親
子
・
兄
弟
・
主
従
の
義
務
に
か
か
わ
り
、
後
者
は
、
為
政
者
・
国
民
の
義
務
、
戦
争
と
平
和
に
つ
い
て
隣
国
に
関
す
る
義
務
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と
い
っ
た
政
治
的
義
務
や
牧
師
・
信
徒
の
義
務
と
い
う
教
会
的
義
務
に
関
わ
る
（６
：
637ff

）。

以
上
に
列
挙
し
た
諸
徳
に
共
通
す
る
特
徴
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
ミ
ル
ト
ン
が
こ
の
世
の

生
活
全
般
を
対
象
と
し
た
具
体
的
な
指
針
と
し
て
徳
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
徳
を
詳
細
に
規

定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
ミ
ル
ト
ン
の
掲
げ
た
徳
性
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
の
分
類
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
知
的

世
界
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
位
置
づ
け
を
み
る
な
ら
ば
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
枢
要
徳
の
一
つ
で
あ
る
「
思

慮
」
が
基
本
的
な
徳
と
し
て
提
示
さ
れ
、
ま
た
「
雅
量
」
の
徳
が
「
野
心
」、「
高
慢
」、「
臆
病
」
の
悪
徳
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

ミ
ル
ト
ン
の
徳
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
比
べ
、
社
会
的
活
動
を
い
っ
そ
う
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

古
代
哲
学
者
が
掲
げ
る
徳
の
多
く
は
、
個
人
の
観
想
的
生
活
に
お
け
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

他
方
、
ミ
ル
ト
ン
の
徳
は
、
個
人
と
し
て
の
人
間
の
道
徳
的
完
成
に
加
え
、
共
同
社
会
に
お
け
る
人
間
の
義
務
を
広
く
視
野
に
お
い

た
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
要
求
す
る
の
は
自
己
の
身
体
の
節
制
に
留
意
す
る
こ
と
か
ら
、
隣
国
に
対
す
る
条
約
遵
守
の
義
務
な

ど
政
治
的
な
義
務
を
も
果
た
す
こ
と
に
ま
で
及
ん
で
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い
る
。
要
す
る
に
ミ
ル
ト
ン
の
掲
げ
る
徳
は
、
個
人
・
家
族
・
近
隣
・
国
家
と
い

う
場
の
広
が
り
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
の
徳
と
異
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
的
真
理
と
結
び
つ
き
、

救
済
の
原
理
を
備
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
に
お
い
て
有
徳
で
あ
る
こ
と
は
、
神
に
よ
っ
て
課
せ
ら

れ
た
使
命
で
あ
り
、
救
い
の
必
要
条
件
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
審
判
で
は
、
人
間
が
理
性
を
正
し
く
用
い
た
か
ど
う
か
、
が
判

断
材
料
で
あ
る
。
自
由
意
志
を
も
つ
人
間
に
と
っ
て
、
徳
は
命
運
を
決
す
る
行
為
指
標
で
あ
り
、
信
仰
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
。
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ミ
ル
ト
ン
は
、
ル
タ
ー
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
世
に
お
け
る
よ
き
お
こ
な
い
を
義
認
の
結
果
と
し
て
強
調
す
る
の
で
は
く
、
信
仰
の
内

に
属
す
る
も
の
と
考
え
る
。

も
っ
と
も
ミ
ル
ト
ン
は
、
よ
き
お
こ
な
い
を
重
視
し
た
も
の
の
救
い
の
十
分
条
件
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
。
正
し
い
お
こ
な
い
は
、

信
仰
が
常
に
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
は
、『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』に
お
い
て
よ
き
お
こ
な
い
の
一
つ
一
つ
に
聖
句

を
あ
て
は
め
説
明
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
神
の
啓
示
の
書
で
あ
る
聖
書
か
ら
人
間
の
正
し
い
行
動
を
論
証
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
一
体

性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
ミ
ル
ト
ン
は
神
の
意
志
が
絶
対
的
で
あ
る
と
強
調
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
的
な
主
意
主
義
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
神
の

意
志
で
あ
る
が
ゆ
え
に
真
理
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
彼
に
と
っ
て
は
人
間
が
奴
隷
の
ご
と
く
神
に
仕
え
る
も
の
で
あ
り
、
内
面
の
自

由
を
重
視
す
る
彼
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
教
説
で
あ
っ
た
。
理
性
に
よ
っ
て
真
理
は
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
超
越
的
に
啓
示

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
考
え
て
い
た
。『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』に
お
い
て
彼
が
聖
書
の
分
析
を
試
み
た
の
は
、
聖
書
に
あ
ら
わ
れ

た
神
の
教
え
が
理
性
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。ス
コ
ラ
的
と
も
い
え
る
徳
の
カ
タ
ロ
グ
は
、

人
間
に
よ
き
お
こ
な
い
を
示
し
、
理
性
の
判
断
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
理
性
が
一
八
世
紀
の
理
神
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
な
合
理
主
義
的
な

理
性
で
な
く
、あ
く
ま
で
も
神
の
信
仰
が
あ
っ
て
働
く
も
の
で
あ
り
、人
間
の
経
験
的
な
認
識
能
力
を
越
え
た
部
分
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
重
視
し
た
人
文
主
義
的
な
諸
知
識
も
神
に
対
す
る
信
仰
が
な
け
れ
ば
、
無
意
味
な
存
在
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
『
復
楽
園
』
に
お
い
て
象
徴
的
に
詩
の
形
式
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
悪
魔
が
古
典
古
代
の

学
問
を
誇
り
、
異
教
徒
も
自
然
の
光
に
導
か
れ
て
知
識
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
は
「
上
か
ら
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の
光
、
光
の
源
か
ら
の
光
を
授
か
る
者
に
は
そ
の
他
の
教
え
は
必
要
で

（
19
）

な
い
」
と
言
明
し
、
信
仰
を
と
も
な
わ
な
い
古
典
古
代
の
知
識

を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３

ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
自
由
の
位
置－

お
わ
り
に
か
え
て－

ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
自
由
と
は
以
上
述
べ
た
よ
う
に
人
間
の
活
動
に
お
け
る
前
提
条
件
で
あ
っ
た
。
自
由
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
人

間
の
行
動
へ
の
責
任
は
な
い
。
自
由
意
志
、
反
予
定
説
は
必
然
的
に
導
か
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
第
二
七
章
「
福
音
と
キ
リ

ス
ト
教
的
自
由
に
つ
い
て
」で
、「
キ
リ
ス
ト
は
我
々
の
罪
へ
の
隷
属
そ
し
て
律
法
や
人
の
支
配
か
ら
解
放
し
た
」の
で
あ
る
か
ら「
我
々

は
人
の
判
断
か
ら
自
由
で
あ
り
、
と
く
に
宗
教
的
な
問
題
に
お
い
て
の
強
制
や
制
限
か
ら
自
由
で
あ
る
」（６

：
537

）
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
自
由
は
人
間
の
全
領
域－

家
族
、
近
隣
、
国
家－

に
広
が
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
本
来
個
人
の
内
面
に
と
ど
ま
る
べ
き
キ
リ
ス
ト

教
的
自
由
を
人
間
活
動
に
積
極
的
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
社
会
に
ま
で
拡
大
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
本
稿
で
今
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
現
世
に
お
け
る
徳
性
を
宗
教
の
領
域
に
組
み
込
ん
だ
彼
の
神
学
体
系
が
背
景
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ミ
ル
ト
ン
の
語
る
徳
や
自
由
は
宗
教
的
背
景
と
い
う
点
で
同
時
代
の
共
和
主
義
者
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
共
和
主
義

者
の
場
合
、
古
典
古
代
で
理
想
と
さ
れ
る
市
民
的
徳
性
は
、
世
俗
的
性
格
を
持
ち
、
む
し
ろ
宗
教
的
価
値
と
切
り
離
す
こ
と
に
意
義
を

認
め
ら
れ
て
い
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
そ
の
最
た
る
共
和
主
義
者
で
あ
ろ
う
。
政
治
的
自
由
を
論
じ
る
中
で
、
宮
廷
社
会
の
放
縦
、
奢
侈

に
よ
る
国
民
の
精
神
的
堕
落
を
批
判
す
る
議
論
方
法
は
、
一
八
世
紀
の
ネ
オ
・
ハ
リ
ン
ト
ニ
ア
ン
と
呼
ば
れ
る
著
述
家
に
い
た
る
ま
で

存
在
す
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
場
合
、
宮
廷
で
の
放
縦
、
奢
侈
は『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
論
』に
お
い
て
宗
教
に
お
け
る
悪
徳
の
対
象
と
な
っ

て
批
判
さ
れ
る
（６

：
796

）。
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
『
法
の
精
神
』
の
中
で
政
治
的
徳
性
を
道
徳
、
宗
教
的
徳
性
と
分
け
た
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よ
う
な
視
点
は
な
い
。
彼
に
お
い
て
す
べ
て
の
徳
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
に
収
斂
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
乱
期
の
共
和
主
義
者
の
中

で
ミ
ル
ト
ン
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。

他
方
で
、
ミ
ル
ト
ン
の
政
治
思
想
は
同
時
代
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
著
述
家
の
よ
う
に
超
越
的
信
仰
に
よ
る
魂
の
救
済
と
い
っ
た
課
題

を
そ
の
ま
ま
政
治
の
場
に
も
ち
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
共
和
国
擁
護
の
主
張
の
中
で
、
共
和
国
を
宗
教
的
レ

ト
リ
ッ
ク
で
正
当
化
し
な
か
っ
た
の
は
そ
の
表
れ
で

（
20
）

あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
政
治
思
想
は
、
宗
教
的
価
値
を
強
く
意
識
し
て
は
い
る
が
、

あ
く
ま
で
も
政
治
に
お
い
て
宗
教
は
基
調
層
を
な
す
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
原
理
は
世
俗
的
世
界
に
お
け
る
徳
の
概
念
に
変
換
さ
れ
、
直

接
表
面
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
「
宗
教
の
精
神
」
と
「
自
由
の
精
神
」
の
調
和
は
、
宗
教
の
な
か
で
人
間
活
動
を
積
極
的
に
評
価
を
与
え
る
こ

と
で
可
能
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
メ
リ
カ
で
見
出
し
た
「
自
由
は
宗
教
の
な
か
に
、
手
を
携
え
て
戦
い
、
勝
利
を
と
も
に
し
た

盟
友
を
見
出
し
、
自
ら
を
育
て
た
揺
り
籠
、
自
ら
の
権
利
の
神
聖
な
る
源
と
み
な
す
」
状
況
が
ミ
ル
ト
ン
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
と

い
（
21
）

え
る
。

１
）

M
a
rk P

a
ttiso

n
,
M
ilton

(L
o
n
d
o
n
,
1880)

p
.
66.

２
）

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
研
究
と
し
て
次
の
文
献
を
参
照
。A

.
E
.
B
a
rk
er,

M
ilton

 
an
d
 
th
e P

u
ritan

 
D
ilem

m
a 1640

1660
(T
o
r-

o
n
to
,
1942);

W
.
H
a
ller,

L
iberty an

d
 
R
eform

ation in th
e P

u
ritan R

evolu
tion

(C
o
lu
m
b
ia
.
U
.
P
.,
1955);

M
.
W
o
lf,
M
ilton

 
in
 
th
e P

u
ritan

 
R
evolu

tion
(N
ew
 
Y
o
rk
,
1941)

３
）

ウ
ォ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
。B

.
W
o
rd
en
,
“M

ilto
n
’s R

ep
u
b
lica

n
ism
 
a
n
d th

e T
y
ra
n
n
y o

f H
ea
v
en
”,
G
.

B
o
ck
.
ed
s,
M
ach

iavelli an
d
 
R
epu

blican
ism

(C
a
m
b
rid
g
e,
1990)

六
二

宗
教
の
精
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と
自
由
の
精
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（
清
滝
）



４
）

Q
u
en
tin S

k
in
n
er,

Jo
h
n M

ilto
n a

n
d p

o
litics o

f sla
v
ery in V

ision
s of P

olitics,
v
o
l.
II
(C
a
m
b
rid
g
e,
2002),

p
.
298.

５
）

T
o
cq
u
ev
ille,

D
e la D

em
ocratie en A

m
eriqu

e
,
I,
(G
a
lim

a
rd
,
1992),

p
.
47.

邦
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
松
本
礼

二
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
六
九－

七
〇
頁
。

６
）

F
.
A
.
P
a
tterso

n
,
T
h
e
 
W
orks of Joh

n
 
M
ilton

(C
o
lu
m
b
ia
,
1931),

v
o
l.
1.
p
a
rt.

1,
p
.
68.

７
）

M
.
D
zelza

in
is.
ed
,
M
ilton

:
P
olitical

 
W
ritin

gs
(C
a
m
b
rid
g
e,
1991),

p
p
.
105

106.

８
）

Ib
id
.,
p
p
.
107

108.

９
）

Ib
id
.,
p
.
108.

10
）

Ib
id
.,
p
.
190.

11
）

T
o
cq
u
ev
ille,

p
.
47.

邦
訳
七
〇
頁
。

12
）

第
一
二
巻
九
〇－

九
五
行
。
訳
は
新
井
明
訳
『
楽
園
の
喪
失
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

13
）

ミ
ル
ト
ン
の
宮
廷
批
判
は
、
古
典
古
代
の
歴
史
家
タ
キ
ト
ゥ
ス
に
お
け
る
宮
廷
社
会
批
判
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は『
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
第
一
弁
護
論
』
で
タ
キ
ト
ゥ
ス
を
「
暴
君
に
断
固
と
し
て
反
対
し
た
高
貴
な
著
作
家
」
と
評
価
し
て
い
る
。
宮
廷
が
も
た

ら
す
道
徳
的
頽
廃
と
国
民
の
自
由
の
喪
失
と
い
う
図
式
は
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
描
く
構
図
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ッ
ク
は
一
七
世
紀
政
治
思

想
を
検
討
す
る
中
で
「
新
し
い
人
文
主
義
者
は
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
考
え
や
文
書
の
形
式
に
支
配
さ
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ミ
ル
ト

ン
は
ま
さ
に
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。R

.
T
u
ck
,
P
h
ilosoph

y an
d
 
G
overn

m
en
t 1

5
7
2
1
6
5
1
(C
a
m
b
rid
g
e,
1993),

p
.
5.

14
）

C
h
risto

p
h
er H

ill,
M
ilton

 
an
d
 
T
h
e E

n
glish R

evolu
tion

(L
o
n
d
o
n
,
1977),

p
.
111.

15
）

拙
稿
「
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る

政
治

と

宗
教

－

『
ア
レ
オ
パ
ジ
テ
ィ
カ
』
の
考
察
を
通
じ
て－

」、『
法
政
研
究
』
第
六
六
巻
第
一

号
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

16
）

T
o
cq
u
ev
ille,

p
.
47.

邦
訳
七
一
頁
。

17
）

ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の

精
神

』
梶
山
力
訳
（
未
来
社
、
一
九
九
四
年
）
一
八
〇
頁
。

18
）

こ
う
し
た
徳
概
念
の
拡
大
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
文
主
義
者
に
お
け
る
徳
に
関
す
る
議
論
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
グ
デ
は
、
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ダ
ン
テ
の
『

宴
』
に
お
い
て
徳
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
比
べ
、
公
民
的
実
践
活
動
に
ま
で
拡
大
し
、
知
性
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る

存
在
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
Ｊ
・
グ
デ
『
救
済
の
帝
国－

ダ
ン
テ
と
政
治－

』
小
林
公
訳
（
木
鐸
社
、
一
九
七
六
年
）

二
三－

一
〇
三
頁
。

19
）

第
四
巻
二
八
八－

二
九
〇
行
。
新
井
明
訳
『
闘
技
士
サ
ム
ソ
ン

楽
園
の
復
活
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

20
）

拙
稿
「
ミ
ル
ト
ン
・
国
教
会
・
政
治
」、『
駒
澤
法
学
』
第
五
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

21
）

T
o
cq
u
ev
ille,

p
.
48.

邦
訳
七
一
頁
。
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）


