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︱
犯
罪
者
の
︿
内
面
﹀
と
倫
理

︱

中

嶋

優

隆

一
︑
は
じ
め
に

大
正
期
の
中
頃
か
ら
活
躍
し
始
め
た
芥
川
龍
之
介
︑
谷
崎
潤
一
郎
︑
佐
藤
春

夫
ら
は
︑
そ
ろ
っ
て
一
九
一
八
年
七
月
の
﹃
中
央
公
論
﹄﹁
秘
密
と
開
放
﹂
号

で
の
企
画
﹁
芸
術
的
新
探
偵
小
説
﹂
に
寄
稿
し
︑
以
後
︑
断
続
的
に
︿
犯
罪
﹀

を
主
題
と
し
た
作
品
を
発
表
し
て
い
く
︒
日
本
近
代
文
学
を
﹁
意
志
薄
弱
﹂
の

過
程
と
し
て
描
き
出
し
た
坂
口
周
は
︑︿
犯
罪
﹀
が
﹁
意
志
﹂
を
問
題
と
し
て

扱
う
形
式
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
始
発
点
を
特
集
﹁
芸
術
的
新
探
偵
小

説
﹂
に
見
て
い
る①

︒
し
か
し
︑
そ
の
︿
犯
罪
﹀
文
学
の
行
方
を
見
た
と
き
︑
注

目
す
べ
き
な
の
は
﹁
探
偵
小
説
﹂
が
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
に

と
も
な
っ
て
︑
谷
崎
潤
一
郎
や
芥
川
龍
之
介
は
︿
犯
罪
﹀
を
描
く
こ
と
か
ら
距

離
を
と
っ
て
い
っ
た
一
方
︑
佐
藤
春
夫
は
断
続
的
に
で
は
あ
る
が
︑
繰
り
返
し

︿
犯
罪
﹀
を
描
き
︑﹁
探
偵
小
説
﹂
に
関
心
を
示
し
つ
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
︒

佐
藤
春
夫
の
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
︿
犯
罪
﹀
と
は
︑
い
か
な
る
機
能
を

担
う
装
置
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
そ
の
検
討
の
た
め
に
﹃
警
笛
﹄
と

い
う
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
︒
﹃
警
笛
﹄
は
一
九
二
六
年
一
一
月
五
日
か
ら
一

九
二
八
年
三
月
一
一
日
に
か
け
て
﹃
報
知
新
聞
﹄
に
一
二
四
回
に
わ
た
っ
て
連

載
さ
れ
た
長
編
小
説
で②

︑
の
ち
﹃
現
代
長
編
小
説
全
集
20

佐
藤
春
夫

宇
野

浩
二
篇
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
二
九
・
一
〇
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒
初
出
で
は
連
載

回
が
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
て
お
り
︑
一
回
か
ら
三
五
回
ま
で
に
﹁
上
篇

街
上

椿
事
﹂︑
三
六
回
か
ら
一
〇
五
回
ま
で
に
﹁
中
篇

愛
す
る
者
の
道
﹂︑
一
〇
六

回
か
ら
一
二
四
回
ま
で
に
﹁
下
篇

刺
の
あ
る
百
合
﹂
と
い
う
章
題
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
︒﹁
上
篇

街
上
椿
事
﹂
は
︑
タ
ク
シ
ー
の
中
で
男
︵
牧
沢
信
吉
︶

が
情
婦
︵
涼
枝
︶
を
刺
し
殺
す
場
面
か
ら
始
ま
り
︑
そ
の
報
道
の
さ
れ
方
と
事

件
関
係
者
の
反
応
が
描
か
れ
︑
﹁
殺
人
者
﹂
が
牧
沢
信
吉
と
い
う
小
説
家
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
続
く
﹁
中
篇
﹂
は
︑
そ
の
牧
沢
が
事
件
に
至
る
経
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緯
を
記
し
た
﹁
手
記
﹂
が
引
用
さ
れ
て
大
部
分
を
な
し
て
い
る
︒﹁
下
篇
﹂
で

は
︑
牧
沢
の
﹁
手
記
﹂
を
牧
沢
の
周
辺
人
物
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
解
釈
す
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

﹃
警
笛
﹄
の
主
な
評
価
が
定
ま
っ
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
︒
島
田
謹
二③

︑
中
村
光
夫④

︑
山
本
健
吉⑤

ら
は
そ
ろ
っ
て
﹁
小
田
原
事
件⑥

﹂︑

お
よ
び
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
さ
れ
る
小
説
﹃
こ
の
三
つ
の
も
の
﹄
な
ど
を

補
助
線
と
し
て
︑﹃
警
笛
﹄
に
佐
藤
春
夫
の
私
生
活
や
心
理
の
反
映
を
読
み
取

る
こ
と
を
試
み
た
︒
た
し
か
に
牧
沢
信
吉
の
造
形
は
佐
藤
春
夫
と
重
な
る
と
こ

ろ
が
多
い⑦

︒
し
か
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
見
過
ご
し
て
し
ま
う
の
は
︑
佐
藤
春

夫
と
重
ね
ら
れ
る
牧
沢
が
﹁
殺
人
者
﹂
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
お
よ

び
﹁
殺
人
者
﹂
の
﹁
手
記
﹂
が
作
品
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

事
実
︑
の
ち
に
佐
藤
春
夫
自
身
が
﹃
警
笛
﹄
に
つ
い
て
︑﹁
殺
人
者
﹂
と
い
う

﹁
境
涯
に
置
か
れ
た
と
し
た
ら
ど
ん
な
感
懐
を
抱
い
て
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
る

だ
ら
う
か
を
﹂
想
像
し
な
が
ら
書
い
た
と
し
つ
つ
︑﹁
そ
れ
故
そ
の
底
に
ど
ん

な
潜
在
意
識
が
流
れ
現
れ
て
ゐ
る
か
を
作
者
自
身
も
知
ら
﹂
な
い
﹁
実
験
的
な

試
み
﹂
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
佐
藤
春
夫
は
︑
私
小
説
の
一
種
と
し
て
読
ま

れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る⑧

︒
本
稿
で
は
﹁
殺
人
者
﹂
と
し
て
そ
の
心
理
を

書
く
と
い
う
﹁
実
験
的
な
試
み
﹂
が
︿
犯
罪
﹀
を
巡
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
重

視
し
︑﹃
警
笛
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
︿
犯
罪
﹀
の
機
能
を
検
討
し
た

い
︒

な
お
︑
作
品
発
表
の
同
時
代
に
お
い
て
は
︑﹃
警
笛
﹄
は
︿
犯
罪
﹀
に
注
目

し
て
読
ま
れ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
一
九
二
七
年
一
一
月
の
﹃
文
藝
春
秋
﹄
で
の

座
談
会
﹁
探
偵
術
座
談
会
﹂
で
は
︑
細
か
な
評
価
こ
そ
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も

の
の
︑﹃
警
笛
﹄
の
名
が
探
偵
小
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ

れ
は
︑
従
来
の
評
者
が
作
家
の
心
理
的
反
映
と
し
て
前
景
化
し
て
き
た
﹁
中

篇
﹂︵
牧
沢
の
﹁
手
記
﹂︶
を
︑
﹁
殺
人
者
﹂
の
﹁
手
記
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
︑

﹃
警
笛
﹄
を
︿
犯
罪
﹀
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
糸
口
に
な
る
︒
ま
た
︑
近
年

で
は
浜
田
雄
介
が
﹃
警
笛
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
小
説
論
を
﹁
探
偵
小
説
の
骨
法

そ
の
ま
ま
で
あ
る
﹂
と
解
釈
し
︑
﹁
心
理
の
告
白
を
虚
構
化
す
る
た
め
に
︑
探

偵
小
説
の
形
式
を
利
用
し
た
﹂
と
意
味
づ
け
﹁
探
偵
小
説
﹂
と
の
近
接
性
を
指

摘
し
た⑨

︒
た
だ
し
︑
浜
田
の
指
摘
は
︑
佐
藤
春
夫
の
心
理
表
出
を
前
提
に
し
て

い
る
点
で
は
従
来
の
評
価
の
延
長
に
あ
る
︒
ま
た
︑
﹃
警
笛
﹄
の
作
中
に
は
︑

こ
の
作
品
を
﹁
探
偵
小
説
﹂
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
お
り
︑
﹃
警
笛
﹄
を
当
時
の
一
般
的
な
﹁
探
偵
小
説
﹂
に
当
て
は
め
る

こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
河
野
龍
也
が
︑﹃
警
笛
﹄

で
は
﹁
探
偵
小
説
﹂
読
者
の
よ
う
な
﹁
筋
﹂
だ
け
を
興
味
の
主
眼
と
す
る
読
者

が
﹁
牽
制
﹂
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る⑩

︒

私
小
説
的
に
読
む
こ
と
に
留
保
し
つ
つ
︑
同
時
に
︿
犯
罪
﹀
を
描
い
て
い
た

が
た
め
に
︑
呼
び
込
ま
れ
て
し
ま
う
﹁
探
偵
小
説
﹂
と
の
類
縁
性
を
今
一
度
捉

え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
本
稿
で
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
﹃
警
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笛
﹄
の
な
か
で
﹁
殺
人
者
﹂
の
﹁
手
記
﹂
が
作
品
の
基
軸
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
︑﹁
手
記
﹂
の
叙
述
を
中
心
に
検
討
し
た
い
︒
こ
の
検
討

を
通
し
て
︑︿
犯
罪
﹀
を
用
い
て
試
み
ら
れ
た
こ
と
の
内
実
を
探
る
と
と
も
に
︑

﹃
警
笛
﹄
に
お
け
る
︿
犯
罪
﹀
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
︒

二
︑
刑
罰
か
ら
倫
理
的
な
罪
へ

本
節
で
は
﹃
警
笛
﹄
で
︿
犯
罪
﹀
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い
る
の
か
を
︑
刑
法
上
の
犯
罪
の
規
定
を
参
照
枠
と
し
て
析
出
し
た
い
︒

ま
ず
は
刑
法
の
規
定
を
み
て
お
き
た
い
︒
一
九
〇
七
年
四
月
に
現
行
の
刑
法

が
公
布
さ
れ
︑
翌
年
一
〇
月
施
行
さ
れ
た
︒
こ
の
刑
法
の
最
た
る
特
徴
は
︑

﹁
情
状
に
よ
っ
て
は
刑
罰
が
免
除
さ
れ
︑
そ
れ
に
対
し
て
窃
盗
と
い
う
よ
う
な

軽
微
な
犯
罪
で
も
︑
そ
れ
が
累
犯
者
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
き
に
は
︑
最
高

で
二
十
年
の
懲
役
が
科
さ
れ
る⑪

﹂
と
い
う
︑
累
犯
率

︱
社
会
に
対
す
る
﹁
危

険
性
﹂

︱
に
基
づ
く
量
刑
主
義
が
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な

転
換
の
一
方
で
︑
旧
刑
法
か
ら
引
き
続
き
維
持
さ
れ
た
の
は
︑
犯
罪
行
為
の
刑

事
責
任
を
犯
罪
者
と
い
う
犯
罪
行
為
の
主
体
に
求
め
る
あ
り
方
で
あ
る⑫

︒﹁
故

意
﹂
を
規
定
す
る
条
文
に
変
更
は
な
く
︑
第
三
十
八
条
第
一
項
に
は
﹁
罪
を
犯

す
意
思
が
な
い
行
為
は
︑
罰
し
な
い
︒
た
だ
し
︑
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る

場
合
は
︑
こ
の
限
り
で
は
な
い
︒﹂
と
あ
り
︑
細
部
を
明
確
化
し
た
以
外
は
旧

刑
法
の
趣
旨
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
︒
刑
法
は
犯
罪
行
為
者
の
﹁
意
思
﹂

を
前
提
と
し
︑
行
為
の
刑
事
責
任
を
犯
罪
者
に
帰
着
さ
せ
る
︒
つ
ま
り
︑
犯
罪

行
為
︱

犯
罪
者
の
﹁
意
思
﹂
-
刑
事
責
任
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
因
果
的
に

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
刑
法
上
の
図
式
に
対
し
て
︑
﹃
警
笛
﹄
は
﹁
上
篇
﹂
の
始
ま
り

か
ら
︑
そ
れ
と
は
異
な
る
図
式
を
提
示
し
て
い
る
︒
冒
頭
に
描
か
れ
る
涼
枝
の

恋
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
城
雪
雄
と
彼
を
取
り
調
べ
る
刑
事
の
や
り
と
り
が
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
︒
﹃
警
笛
﹄
の
殺
害
事
件
は
︑
刑
法
上
の
図
式
に
則
れ
ば
牧
沢

が
行
為
の
主
体
で
あ
り
︑
刑
事
責
任
を
負
う
身
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
︑

城
は
﹁
僕
が
︑
僕
が
︑
あ
の
人
を
︑
死
な
せ
た
も

︱
殺
し
た
も
同
じ
こ
と
で

す
﹂
と
述
べ
︑
行
為
の
主
体
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
責
任
を
感
じ
て
い
る
︒

こ
れ
と
同
じ
く
︑
語
り
手
も
﹁
彼
自
身
を
そ
の
手
が
血
で
よ
ご
れ
た
殺
人
者
で

で
も
あ
つ
た
か
の
や
う
に
見
せ
た
﹂
と
︑
こ
の
奇
妙
な
責
任
の
所
在
を
補
っ
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
な
犯
罪
の
行
為
者
以
外
へ
の
責
任
の
拡
が
り
を
語
る
と
き
︑

語
り
手
が
意
識
的
に
区
別
す
る
の
が
﹁
当
事
者
﹂
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
涼
枝
の
恋
人
で
あ
っ
た
城
は
﹁
当
事
者
﹂
の
ひ
と
り
だ
が
︑
た
と
え
ば
殺

人
が
行
わ
れ
た
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
つ
い
て
は
﹁
罪
は
明
ら
か
に
こ
の
男
に

は
な
﹂
い
と
語
ら
れ
て
い
る
︒﹁
上
篇
﹂
で
繰
り
返
し
描
か
れ
る
の
は
刑
法
が

規
定
す
る
刑
事
責
任
と
は
異
な
っ
た
﹁
当
事
者
﹂
た
ち
が
感
じ
取
る
責
任
の
所

在
な
の
で
あ
る
︵
以
下
︑
本
稿
で
は
刑
法
の
図
式
に
基
づ
く
行
為
者
の
責
任
に

つ
い
て
は
﹁
刑
事
責
任
﹂
と
記
し
︑﹁
当
事
者
﹂
間
に
広
が
る
意
識
を
指
す
場
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合
は
﹁
責
任
﹂
を
用
い
る
︒︶︒
た
と
え
ば
︑
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
青
年
の
城

雪
雄
は
︑
殺
人
行
為
の
責
任
を
感
じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
楯
並
は
﹁
牧
沢
と
全
く

同
じ
運
命
に
出
会
は
な
か
つ
た
と
は
誰
も
断
言
出
来
な
い
﹂
が
ゆ
え
に
﹁
心
の

中
に
未
だ
犯
し
た
こ
と
も
な
い
罪
を
感
じ
﹂﹁
罪
人
と
し
て
彼
に
第
一
の
石
を

投
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
﹂
と
考
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
路
子
は
﹁
わ
た
し
が
︑

も
し
も
つ
と
早
く
身
を
退
い
て
ゐ
た
な
ら
︑
こ
ん
な
結
果
に
は
な
ら
な
か
つ
た

の
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
か
﹂
と
︑
自
分
の
振
る
ま
い
を
顧
み
る
こ
と
で
︑
あ

る
い
は
︑
牧
沢
が
女
を
殺
す
﹁
運
命
﹂
に
あ
る
と
い
う
予
言
を
路
子
に
伝
え
た

田
鶴
代
は
﹁
わ
た
し
を
お
怨
み
な
さ
い
﹂
と
路
子
に
伝
え
る
こ
と
で
責
任
の
一

端
を
担
お
う
と
し
て
い
る
︒﹁
当
事
者
﹂
た
ち
は
︑
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で

牧
沢
の
殺
人
行
為
の
責
任
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
警
笛
﹄
に
描
か
れ
た
︿
犯
罪
﹀
は
︑
刑
事
責
任
を
行
為
主
体

に
限
定
す
る
刑
法
の
図
式
と
は
異
な
り
︑
責
任
が
﹁
当
事
者
﹂
の
間
に
拡
が
っ

て
い
く
さ
ま
を
提
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
刑
法
が
裁
く
対
象
と
す
る

刑
事
責
任
の
主
体
を
空
虚
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
刑
事
責
任
が
外
在
化
さ
れ
る
︑

刑
法
に
よ
る
裁
き
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒
い
や
︑
正

確
に
は
﹃
警
笛
﹄
の
ね
ら
い
は
刑
事
責
任
の
問
題
で
は
な
く
︑
刑
法
に
よ
っ
て

は
裁
け
な
い
犯
罪
者
の
倫
理
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

語
り
手
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
誰
が
彼
を
裁
く
こ
と
が
出
来
よ
う

か
︒
彼
の
罪
は
何
で
あ
つ
た
か
︒
高
貴
な
霊
が
ひ
づ
ん
で
つ
く
ら
れ
た
の
だ
︒

神
の
み
ぞ
知
ろ
し
召
す
︒﹂
︒
犯
罪
の
責
任
が
刑
法
の
規
定
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま

う
と
き
︑
そ
の
﹁
罪
﹂
は
刑
罰
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
り
︑

﹁
神
の
み
ぞ
知
﹂
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
︒
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
牧
沢
が
受
け

る
裁
き
に
つ
い
て
は
﹁
下
篇
﹂
に
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
下
篇
﹂
は
︑﹁
牧

沢
の
退
院
と
は
︑
と
り
も
直
さ
ず
︑
彼
が
未
決
監
に
移
さ
れ
た
事
の
知
ら
せ
に

外
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
︑
す
な
わ
ち
牧
沢
が
刑
事
責
任
を
審
議
さ
れ
る
立

場
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
﹁
当
事
者
﹂
た
ち
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
閉

じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
設
定
は
︑
テ
ク
ス
ト
の
中
心
が
刑
事
裁
判
で
は

な
く
︿
犯
罪
﹀
を
め
ぐ
る
﹁
当
事
者
﹂
た
ち
の
心
境
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
が
︑
そ
の
う
え
で
重
要
な
の
は
こ
の
最
終
場
面
で
路
子
は
﹁
恥
を
持
つ
て

生
き
残
つ
た
人
を
も
し
そ
の
妻
が
迎
へ
な
か
つ
た
な
ら
ば
︑
世
の
中
で
誰
が
迎

へ
る
だ
ら
う
か
︒﹂
と
決
心
す
る
と
同
時
に
﹁
家
庭
へ
来
る
前
に
︑
彼
の
煉
獄
﹂

﹁
人
間
界
の
審
判
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
﹂
い
と
意
識
す
る
こ
と
だ
︒
こ
こ

で
の
﹁
人
間
界
の
審
判
﹂
と
は
︑
す
な
わ
ち
刑
事
裁
判
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ

に
も
﹁
人
間
﹂
に
対
置
さ
れ
る
﹁
神
﹂
の
審
判
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒

牧
沢
の
﹁
手
記
﹂
で
路
子
は
﹁
神
﹂
に
喩
え
ら
れ
︑
牧
沢
の
﹁
良
心
﹂
や

﹁
道
徳
﹂
を
照
ら
し
出
す
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
つ
つ
︑

牧
沢
に
と
っ
て
は
路
子
と
の
﹁
家
庭
﹂
が
彼
自
身
の
倫
理
的
な
︿
罪
﹀
を
意
識

さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
牧
沢
は
涼
枝
を
殺
害
す
る
直

前
に
生
活
を
改
め
よ
う
と
路
子
が
い
る
家
に
一
度
だ
け
帰
っ
て
い
る
︒
そ
の
と
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き
路
子
は
女
学
生
た
ち
を
寄
宿
さ
せ
﹁
家
族
﹂
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
︒

そ
こ
に
帰
宅
し
た
牧
沢
は
﹁
ま
だ
人
生
な
ど
を
少
し
も
知
ら
な
い
や
う
な
少
女

た
ち
の
前
﹂
で
︑
情
婦
涼
枝
と
の
浮
浪
生
活
を
反
省
し
︑
自
身
が
﹁
あ
の
過
去

の
影
を
後
に
ひ
い
た
私
は
ど
う
し
て
も
適
当
で
は
な
﹂
く
︑﹁
罰
せ
ら
れ
て
ゐ

る
自
分
を
見
﹂
出
す
︒
そ
し
て
﹁
罰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
自
分
﹂
は
︑
路
子
と
女
学

生
た
ち
に
と
っ
て
﹁
異
端
者
﹂﹁
異
人
種
﹂﹁
異
国
人
﹂
だ
と
感
じ
る
の
で
あ
る
︒

牧
沢
に
と
っ
て
は
妻
路
子
が
営
む
﹁
家
庭
﹂
が
︑﹁
倫
理
﹂
的
な
裁
き
の
場
と

し
て
存
在
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
人
間
の
審
判
﹂︵
刑
事
裁
判
︶
に
対
置

さ
れ
る
﹁
神
﹂
の
審
判
と
は
︑﹁
神
﹂
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
路
子
が
与
え
た
よ

う
な
︑
牧
沢
の
倫
理
を
問
う
こ
と
だ
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
警
笛
﹄
の
︿
犯
罪
﹀
は
刑
法
上
の
刑
罰
で
は
な
く
︑
倫
理
的

な
意
味
を
帯
び
た
︿
罪
﹀
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三
︑
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
書
き
手

前
節
で
は
﹃
警
笛
﹄
に
描
か
れ
た
︿
犯
罪
﹀
が
倫
理
的
な
︿
罪
﹀
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
本
節
で
は
︑﹁
中
篇
﹂
に
あ
た
る
﹁
殺
人

者
﹂
の
﹁
手
記
﹂
が
﹃
警
笛
﹄
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
か
を
確
認
し
た
い
︒

﹃
警
笛
﹄
に
は
﹁
上
篇
﹂
最
後
の
節
に
﹁
作
者
の
言
葉
﹂
と
い
う
一
節
が
挿

入
さ
れ
︑
こ
の
小
説
つ
い
て
の
メ
タ
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
︒﹁
作
者
の

言
葉
﹂
で
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
小
説
と
は
︑﹁
筋
﹂
や
﹁
三
面

記
事
﹂
の
よ
う
な
出
来
事
の
﹁
外
面
的
な
現
れ
﹂
で
は
な
く
︑﹁
な
ぜ
さ
う
な

つ
た
か
﹂
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ⑬

︒
ま
た
︑
そ
の
因
果

関
係
は
﹁
千
波
万
波
が
海
で
は
な
い
﹂
﹁
そ
こ
に
そ
の
下
に
潮
流
が
あ
る
﹂
と

い
う
よ
う
に
喩
え
ら
れ
て
お
り
︑
物
事
の
潜
在
的
な
つ
な
が
り
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
﹁
作
者
﹂
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
だ
︒
﹁
小
説
の
冒
頭
に
一
つ

の
犯
罪
が
書
か
れ
た
か
ら
と
て
︑
私
の
こ
の
作
を
探
偵
小
説
の
類
と
思
ひ
込
ん

だ
と
し
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
諸
君
の
考
へ
違
ひ
で
あ
る
﹂︒
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
﹁
探
偵
小
説
﹂
と
は
︑
文
脈
か
ら
推
察
す
る
に
﹁
筋
の
変
る
期
待
﹂
だ

け
を
主
眼
と
す
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
そ
う
考
え
れ
ば
︑

こ
の
言
葉
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
を
描
く
装
置
と
し
て
︿
犯
罪
﹀
を
描
い
た

の
で
は
な
い
と
い
う
﹁
作
者
﹂
の
側
か
ら
の
言
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

む
し
ろ
﹁
作
者
﹂
は
︑
︿
犯
罪
﹀
と
い
う
出
来
事
に
至
る
潜
在
的
な
因
果
関
係

を
描
い
た
も
の
と
し
て
小
説
﹃
警
笛
﹄
を
価
値
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
︒

そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
価
値
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て
︑﹁
殺
人
者
﹂
の

﹁
手
記
﹂
で
あ
る
﹁
中
篇
﹂
が
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

︱
﹁
私
の
こ
こ
ま

で
の
文
字
は
︑
い
は
ば
書
物
の
表
紙
や
そ
の
包
紙
の
上
に
あ
る
文
字
ぐ
ら
ゐ
に

お
思
ひ
に
な
つ
て
︑
内
容
は
こ
の
表
紙
を
披
い
た
今
︑
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
﹂
︒

﹁
作
者
﹂
は
︑﹁
手
記
﹂
が
﹃
警
笛
﹄
に
お
け
る
主
眼
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
小
説
論
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
︿
犯
罪
﹀
は
︑
そ
れ
に
い
た
る
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ま
で
の
潜
在
的
な
因
果
関
係
を
描
く
た
め
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

で
は
︑
そ
の
よ
う
な
装
置
と
し
て
の
︿
犯
罪
﹀
は
ど
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ

る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
︑︿
犯
罪
﹀
に
至
る
ま
で
を
自
己
反
省
す
る
牧
沢

の
あ
り
方
を
見
て
み
よ
う
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
な
装
置
と
し
て
︿
犯
罪
﹀
を
用

い
る
こ
と
は
︑
作
中
で
﹁
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
﹂
と
し
て
︿
犯
罪
﹀
を
捉
え
る

観
点
と
対
比
さ
れ
て
い
る
︒﹁
退
廃
﹂
的
な
﹁
一
八
九
〇
年
代
の
世
界
の
文
学

に
よ
つ
て
心
を
養
は
れ
た
﹂
牧
沢
の
殺
人
は
︑﹁
オ
ス
カ
ア
・
ワ
イ
ル
ド
が
か

つ
て
歌
つ
た
﹂﹁
人
お
の
〳
〵
は
そ
の
愛
す
る
も
の
を
殺
す
﹂﹁
情
最
も
篤
き
者

は
刃
を
用
ゆ
﹂
と
い
う
思
想
を
実
行
し
た
も
の
だ
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る⑭

︒
し

か
し
︑﹁
手
記
﹂
の
な
か
で
牧
沢
は
﹁
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
﹂
を
自
己
批
判
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
と
合
わ
せ
て
﹁
手
記
﹂
の
な
か
で
﹁
観
察
﹂
と
い
う
態
度
が
批
判
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
牧
沢
は
い
く
つ
か
の
小
説
を
発
表
し
て

い
る
が
︑
そ
の
ひ
と
つ
に
殺
人
を
犯
す
直
前
に
﹁
十
年
間
の
生
活
の
単
純
な
告

白
﹂
を
綴
っ
た
小
説
が
あ
る
︒﹁
手
記
﹂
中
で
は
こ
の
小
説
に
対
す
る
批
評
が

引
用
さ
れ
て
い
る
︒
批
評
家
は
︑
牧
沢
の
小
説
が
﹁
人
生
を
た
だ
動
物
的
存
在

の
一
現
象
と
し
て
の
み
見
る
自
然
主
義
的
﹂
な
も
の
だ
と
酷
評
し
︑﹁
観
察
や

思
索
﹂
で
は
な
く
︑﹁
人
生
﹂
を
﹁
意
思
に
よ
つ
て
の
み
樹
立
す
る
﹂﹁
信
念
﹂

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
︒
裏
を
返
し
て
言
え
ば
︑﹁
観
察
﹂
者
と

は
︑﹁
信
念
﹂
を
持
た
ず
︑
自
身
の
﹁
良
心
や
道
徳
﹂
を
括
弧
に
く
く
る
こ
と

で
︑
周
辺
環
境
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
直
視
し
な
い
存
在
と
し
て
批
判
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
牧
沢
は
こ
の
批
判
を
﹁
私
の
作
品
に
対
す
る
鋭
い
批
評
で

は
な
く
︑
私
の
生
活
そ
の
も
の
に
対
す
る
厳
な
忠
告
の
や
う
に
さ
へ
私
に
は
響

い
た
﹂
と
振
り
返
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
時
系
列
と
し
て
は
︑
こ
の
批
判
と
反
省

を
経
た
の
ち
に
﹁
手
記
﹂
を
書
い
て
お
り
︑
﹁
手
記
﹂
で
は
情
婦
涼
枝
に
お
ぼ

れ
︑
結
果
﹁
殺
人
者
﹂
と
な
っ
た
当
時
の
自
分
を
﹁
奇
妙
な
牝
の
動
物
の
本

体
﹂
を
探
る
﹁
科
学
者
﹂﹁
リ
ア
リ
ス
ト
の
芸
術
家
﹂
で
あ
っ
た
と
喩
え
て
い

る
︒︿

犯
罪
﹀
に
対
す
る
﹁
頽
廃
﹂
的
な
興
味
と
︑﹁
観
察
﹂
と
い
う
傍
観
的
な
態

度
は
︑
ど
ち
ら
も
そ
の
﹁
当
事
者
﹂
と
し
て
の
倫
理
が
問
わ
れ
な
い
立
場
で
あ

る
点
で
重
ね
ら
れ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
う
し
た
批
判
を
内
面
化

し
た
結
果
︑﹁
手
記
﹂
で
は
自
ら
の
倫
理
性
を
自
己
反
省
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒四

︑
犯
罪
の
原
因
と
し
て
の
︿
内
面
﹀

前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
書
き
手
の
倫
理
性
が
前
提
に
さ
れ
た
﹁
手
記
﹂
で

は
ど
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑﹁
手
記
﹂
の
読
ま
れ
方
を
参
照
す
る
こ
と
で
︑
全
体
像
を
確
認
し
て

お
き
た
い
︒
特
に
注
目
し
た
い
の
は
﹁
裁
判
官
﹂
の
読
み
方
で
あ
る
︒﹁
手
記
﹂

は
過
去
の
﹁
事
実
﹂
に
多
少
の
﹁
錯
覚
﹂
が
あ
っ
た
と
し
て
も
﹁
真﹅

実﹅

と
い
ふ
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も
の
は
ど
の
仮
面
の
下
に
で
も
あ
る
も
の
﹂︵
傍
点
引
用
者
︑
以
下
同
様
︒︶
だ

と
い
う
姿
勢
で
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
姿
勢
は
﹁
作
者
の
言
葉
﹂
が
強
調
し
て

い
た
潜
在
的
な
因
果
律
を
想
起
さ
せ
る
一
節
で
あ
る
︒
一
方
︑﹁
涼
枝
の
希
望

に
よ
つ
て
彼
女
の
自
殺
を
幇
助
し
た
と
い
ふ
﹂
こ
と
だ
け
に
焦
点
を
当
て
る

﹁
裁
判
官
﹂
は
﹁
極
単
純
な
事
件
﹂
だ
が
︑﹁
手
記
﹂
で
は
﹁
愚
痴
と
し
か
思
へ

な
い
﹂
も
の
ば
か
り
の
冗
長
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒
こ
の
﹁
愚

痴
﹂
は
︑
過
去
を
﹁
観
察
﹂
し
た
﹁
外
面
的
な
現
れ
﹂
で
は
な
く
︑
過
去
に
つ

い
て
悩
む
牧
沢
の
実
存
的
な
あ
り
よ
う
が
表
出
し
た
部
分
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ

う
な
﹁
裁
判
官
﹂
に
と
っ
て
は
﹁
愚
痴
﹂
の
よ
う
な
も
の
こ
そ
先
に
見
た
﹁
作

者
の
言
葉
﹂

︱
﹁
外
面
的
な
流
れ
﹂
で
は
な
く
潜
在
的
な
因
果
関
係
を
重
視

す
る
主
張

︱
で
は
︑
価
値
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
そ
の
﹁
愚
痴
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
叙
述
な
の
か
︒
ま
ず
﹁
手
記
﹂
の

﹁
真
の
目
的
﹂
と
叙
述
の
特
徴
を
み
て
お
こ
う
︒

自
分
は
初
め
︑
自
分
自
身
の
た
め
に
こ
れ
を
書
き
か
け
た
︒
か
う
な
つ

た
自
分
自
身
の
姿
を
鏡
に
映
し
て
自
分
で
眺
め
て
見
よ
う
と
考
へ
た
か
ら

で
あ
る
︒︵
中
略
︶
自
分
は
か
う
は
な
つ
て
ゐ
な
が
ら
も
︑
な
ほ
︑
自
分

で
自
分
を
統
一
し
て
見
た
い
の
だ
︒

牧
沢
は
︑
事
件
を
機
に
分
裂
し
た
自
己
を
﹁
統
一
﹂
し
よ
う
と
試
み
る
︒
こ

の
﹁
手
記
﹂
は
そ
の
目
的
か
ら
し
て
︑
客
観
的
な
整
理
よ
り
も
書
き
手
自
身
の

な
か
で
完
結
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
書
き
手

の
牧
沢
が
自
己
に
一
貫
性
を
見
て
取
る
た
め
に
用
い
る
の
が
︑﹁
運
命
﹂
と
い

う
タ
ー
ム
で
あ
る
︒
こ
の
タ
ー
ム
は
﹁
上
篇
﹂
の
語
り
手
や
登
場
人
物
た
ち
が

用
い
た
タ
ー
ム

︱
路
子
の
友
人
で
あ
る
田
鶴
代
が
伝
え
た
行
者
の
予
言
に
涼

枝
は
﹁
い
づ
れ
は
男
に
殺
さ
れ
る
運﹅

命﹅

に
あ
る
﹂
と
い
う
の
が
最
初

︱
で
も

あ
る
︒
牧
沢
は
︑
た
と
え
ば
﹁
愚
な
事
を
い
ふ
や
う
だ
け
れ
ど
も
︑
運﹅

命﹅

と
い

ふ
も
の
は
何
も
別
に
重
大
な
一
つ
の
何
物
か
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
﹂﹁
ご
く

些
細
な
事
ど
も
の
集
積
の
排
列
や
結
合
の
順
序
や
重
な
り
方
の
う
ち
に
︑
自
づ

か
ら
い
つ
の
間
に
か
出
来
上
つ
て
来
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒﹂
と
記
し
て
お
り
︑

﹁
自
分
で
自
分
を
統
一
﹂
す
る
た
め
に
︑
過
去
の
当
時
に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ

た
物
事
の
﹁
配
列
や
結
合
の
順
序
や
重
な
り
方
﹂
を
﹁
運
命
﹂
と
し
て
意
味
づ

け
な
お
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
︒

ま
た
﹁
運
命
﹂
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
の
が
︑
そ
れ
を
左
右
す
る
﹁
魔
﹂
の

存
在
で
あ
る
︒﹁
魔
﹂
と
は
牧
沢
が
幼
い
こ
ろ
に
漁
師
か
ら
聞
か
さ
れ
た
順
風

な
航
海
を
狂
わ
せ
る
と
い
う
﹁
魔
女
神

サ

イ

レ

ン

﹂
の
物
語
に
そ
の
原
型
が
あ
る
︒
牧
沢

は
こ
の
物
語
を
想
起
し
て
自
分
の
﹁
怖
し
い
運
命
﹂
を
導
く
存
在
と
し
て
涼
枝

を
﹁
魔
女
﹂
と
し
て
造
形
し
て
い
く⑮

︒
牧
沢
の
叙
述
は
こ
の
よ
う
に
超
越
的
な

タ
ー
ム
を
用
い
て
冗
長
的
に
︑
犯
罪
行
為
に
至
る
ま
で
の
﹁
何
十
年
﹂
に
も
わ

た
る
心
境
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
手
記
﹂
の
特
徴
を
見
た
う
え
で
︑
同
時
代
的
な
︿
犯
罪
﹀
に

対
す
る
理
解
の
傾
向
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
大
正
期
に
は
犯
罪
と
原
因
に
つ
い
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て
心
理
学
︑
刑
事
人
類
学
な
ど
様
々
な
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た⑯

︒
そ
の
中
で
も

本
稿
が
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
犯
罪
学
の
歴
史
を
整
理
し
た
長
谷
川

如
是
閑
﹁
犯
罪
と
社
会
組
織
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
第
四
三
年
第
二
号
︑
一
九
二

八
・
二
︑
特
集
﹁
現
代
と
犯
罪
﹂
に
掲
載
︒︶
の
指
摘
で
あ
る
︒
長
谷
川
は
ま

ず
犯
罪
行
為
の
﹁
動
因
﹂
の
捉
え
方
が
﹁
依
憑
主
義
や
悪
魔
主
義
﹂
か
ら
﹁
人

間
主
義
﹂
へ
と
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
た
と
素
描
す
る
︒﹁
原
始
的
の
犯
罪
的

意
志
は
︑
人
間
を
超
越
し
︑
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
外
部
的
動
因
で
あ
り
︑
従

つ
て
犯
罪
に
関
す
る
責
任
は
人
間
以
外
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
た
も
の
だ
が
︑
や

が
て
人
間
主
義
の
時
代
が
起
こ
る
に
伴
つ
て
︑
犯
罪
の
動
因
が
犯
罪
者
た
る
人

間
自
体
に
求
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
﹂︒
し
か
し
︑
今
後
は
﹁
科
学
の
発
達
﹂
に

と
も
な
っ
て
﹁
個
人
﹂
で
は
な
く
﹁
社
会
的
方
面
﹂
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と

述
べ
る
︒
つ
ま
り
︑
長
谷
川
は
犯
罪
者
個
人
の
﹁
動
機
﹂
や
﹁
意
思
﹂
で
は
な

く
﹁
社
会
的
構
造
﹂
に
行
為
の
原
因
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
﹁
科
学
﹂
だ
と
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る⑰

︒

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
﹃
警
笛
﹄
が
描
く
︿
犯
罪
﹀︑
特
に
﹁
手
記
﹂
で

記
さ
れ
て
い
る
︿
犯
罪
﹀
ま
で
の
因
果
的
経
緯
を
見
れ
ば
︑
長
谷
川
如
是
閑
が

﹁
依
憑
主
義
や
悪
魔
主
義
﹂
と
呼
ん
だ
も
の
に
近
く
︑
長
谷
川
の
論
理
に
則
し

て
言
え
ば
︑﹁
近
代
の
科
学
の
発
達
﹂
と
逆
行
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒﹃
警
笛
﹄
で
描
か
れ
た
︿
犯
罪
﹀
の
経
緯
は
︑
反
﹁
科
学
﹂
の
方

向
を
向
い
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
手
記
﹂
が
超
越
的
な
タ
ー
ム
を
用
い
︑

冗
長
的
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
連
づ
け
る
必
要
が
あ
る
︒

再
び
牧
沢
の
﹁
手
記
﹂
に
戻
ろ
う
︒
殺
人
を
犯
す
ま
で
の
連
続
性
を
示
す
た

め
に
﹁
運
命
﹂
や
﹁
魔
﹂
と
い
っ
た
超
越
的
な
タ
ー
ム
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
既
に
指
摘
し
た
︒
一
方
﹁
手
記
﹂
で
は
﹁
ニ
イ
チ
ェ
の
や
う
に
︑
私
は
詩

人
を
あ
ざ
け
り
た
い
︒
﹂
﹁
メ
エ
テ
ル
リ
ン
ク
の
﹁
知
恵
と
運
命
﹂
と
い
ふ
論

文
﹂
を
﹁
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
﹂
と
あ
り
︑
ニ
ー
チ
ェ
と
メ
ー
テ
ル
リ

ン
ク
の
思
想
が
﹁
手
記
﹂
の
思
想
的
な
支
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

大
正
期
の
ニ
ー
チ
ェ
理
解
を
主
導
し
た
和
辻
哲
郎
は
︑﹃
ニ
イ
チ
ェ
研
究
﹄

︵
内
田
老
鶴
圃
︑
一
九
一
三
年
︶
の
な
か
で
ニ
ー
チ
ェ
と
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の

共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る⑱

︒
和
辻
は
ま
ず
ニ
イ
チ
ェ
の
思
想
と
科
学
の
関
係
に

つ
い
て
﹁
直
覚
と
科
学
的
方
法
と
の
融
合
は
ニ
イ
チ
ェ
に
お
い
て
実
現
せ
ら
れ

た
﹂﹁
彼
が
﹁
力
﹂
と
呼
ぶ
も
の
は
﹁
内
よ
り
動
く
力
﹂
で
あ
っ
て
機
械
論
的

の
エ
ネ
ル
ギ
イ
で
は
な
い
﹂
と
い
う
理
解
を
示
し
た
上
で
︑﹁
メ
エ
テ
ル
リ
ン

ク
も
ま
た
ニ
イ
チ
ェ
と
同
じ
く
人
の
悟
性
や
思
想
を
斥
け
て
︑
霊
魂
の
直
感
的

の
力
を
生
の
最
大
な
る
も
の
と
し
た
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
ニ
ー
チ
ェ
と
メ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
は
﹁
霊
魂
の
直
感
的
の
力
﹂
を
主
張
し
た
と
い
う
点
で
︑﹁
生
﹂
の

哲
学
と
い
う
同
じ
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
時
期
に
﹃
マ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
全
集
﹄
全
八
巻
︵
冬
夏
社
︑
一
九
二
〇
～
一
九
二
二
年
︶
を
翻
訳

編
集
し
た
鷲
尾
浩
は
﹁
普
通
に
考
へ
ら
る
ゝ
処
で
は
︑
人
間
の
生
活
を
指
導
す

る
も
の
は
理
性
で
あ
る
と
言
は
る
ゝ
が
︑
我
々
の
霊
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
持
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つ
て
ゐ
る
︒
そ
れ
が
﹁
叡
智
﹂
で
あ
る
︒﹂
と
述
べ
て
い
る⑲

︒
ニ
ー
チ
ェ
お
よ

び
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
︑﹁
理
性
﹂
に
基
づ
く
﹁
科
学
﹂
と
は
異
な
る
﹁
叡
智
﹂︑

霊
知
を
主
張
し
た
﹁
生
﹂
の
哲
学
の
論
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
生
﹂
の
次
元
に
根
ざ
し
た
反
﹁
理
性
﹂
的
な
﹁
叡
智
﹂︵
非

︱

理
性
で
は
な
い
︶
と
行
為
に
つ
い
て
︑
同
じ
く
同
時
代
に
荒
木
秀
一
が
重
要

な
指
摘
を
し
て
い
る
︒
荒
木
に
よ
れ
ば
﹁
写
実
家
﹂
は
﹁
自
然
科
学
の
力
﹂
で

﹁
行
為
の
動
機
を
描
き
出
し
た
﹂
の
に
対
し
︑﹁
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
現
実
の
行

為
や
動
機
よ
り
も
一
層
深
い
所
を
覗
つ
て
︑
潜
在
意
識
の
世
界
に
劇
を
作
つ

た⑳

﹂︒
つ
ま
り
︑
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
思
想
は
﹁
理
性
﹂︑
お
よ
び
﹁
科
学
﹂
に

よ
る
﹁
写
実
﹂
す
な
わ
ち
観
察
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
﹁
潜
在
意
識
﹂
の
働
き
を

﹁
叡
智
﹂
を
通
し
て
把
捉
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
だ
︒
そ
し
て
︑
メ

ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
実
作
で
は
︑﹁
叡
智
﹂
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
た
﹁
潜
在
意
識
﹂

を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
超
越
的
な
ロ
マ
ン
主
義
的
タ
ー
ム
が
用
い
ら
れ
た
と

い
う
の
で
あ
る
︒

牧
沢
の
﹁
手
記
﹂
で
は
︑
こ
れ
ら
の
思
想
背
景
に
基
づ
い
て
﹁
霊
﹂﹁
悪
魔
﹂

﹁
運
命
﹂﹁
潜
在
意
識
﹂
と
い
っ
た
タ
ー
ム
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
単
純
に
ニ
ー
チ
ェ
や
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
反
映
だ
と
は
言
い
切
れ

な
い
側
面
も
あ
る
︒
特
に
﹁
潜
在
意
識
﹂
や
﹁
無
意
識
﹂
と
い
っ
た
語
は
フ
ロ

イ
ト
精
神
分
析
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ㉑

︒
た
と
え
ば
︑

﹁
幼
時
に
各
自
の
母
に
対
し
て
い
だ
い
た
感
情
を
無
意
識
の
う
ち
に
基
礎
に
し

て
ゐ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
︑
さ
う
い
へ
ば
私
は
甚
だ
厳
格
な
一
面
を
そ
な
へ

た
母
に
よ
つ
て
育
て
ら
れ
て
来
た
人
間
で
あ
つ
た
﹂
と
い
う
箇
所
な
ど
か
ら
は

フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
受
容
の
痕
跡
が
見
て
取
れ
る
︒
同
時
代
の
一
部
の
犯
罪
科

学
が
︑
人
間
を
規
定
す
る
根
拠
と
し
て
社
会
構
造
を
論
じ
た
の
に
対
し
︑﹁
手

記
﹂
で
は
人
間
の
行
動
は
幼
少
期
か
ら
意
識
外
で
形
成
さ
れ
た
﹁
無
意
識
﹂
に

よ
っ
て
導
か
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
図
式
に
お
い
て
︑
犯
罪
者
の
行
為
の
原
因
は
行
為
者
の
内
に
あ
り

な
が
ら
も
意
識
化
で
き
な
い
﹁
潜
在
意
識
﹂
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
﹁
そ

れ
が
偶
然
で
あ
つ
た
か
︑
そ
れ
と
も
私
が
甚
だ
深
い
無
意
識
の
奥
底
に
そ
れ
か

ら
の
暗
示
を
受
け
て
ゐ
た
も
の
か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
︑
一
切
は
も
う
そ
の

時
か
ら
も
う
き
ま
つ
て
ゐ
た
か
と
さ
へ
感
ぜ
ら
れ
て
自
分
は
宿
命
論
者
の
や
う

な
気
持
ち
に
も
な
る
﹂︒﹁
無
意
識
﹂
の
働
き
は
﹁
宿
命
﹂
と
い
う
表
現
へ
と
転

じ
ら
れ
て
言
表
さ
れ
て
い
る
︒﹁
手
記
﹂
の
書
き
手
が
︑
﹁
運
命
﹂
を
捉
え
て
い

く
こ
と
は
︑
個
人
の
内
部
に
存
在
す
る
が
意
識
で
き
な
い
﹁
潜
在
意
識
﹂
に
沈

潜
し
て
︑
そ
の
必
然
的
な
働
き
を
捉
え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
働
き
は
超

越
的
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
寓
意
的
に
表
現
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
手
記
﹂
は
社
会
構
造
に
よ
っ
て
人
間
を
説
明
づ
け
る
﹁
科

学
﹂
と
は
異
な
る
叙
述
と
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る㉒

︒

佐
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五
︑︿
内
面
﹀
と
非
︱

探
偵
小
説

以
上
︑﹃
警
笛
﹄
で
は
︑︿
犯
罪
﹀
が
倫
理
的
な
︿
罪
﹀
と
し
て
描
か
れ
︑
犯

罪
者
の
︿
内
面
﹀
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
や
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
下
地
と
し
た
思

想
に
基
づ
い
て
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒

こ
の
よ
う
な
犯
罪
者
自
体
へ
の
興
味
は
︑
実
は
刑
法
学
に
お
き
た
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
で
も
あ
っ
た
︒
従
来
は
﹁
な
さ
れ
た
犯
罪
に
ふ
さ
わ
し
い
刑
罰
を
た

だ
宣
言
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
﹂
存
在
で
あ
っ
た
裁
判
官
は
︑
裁
量
が
拡
大

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
犯
罪
者
ご
と
の
﹁
危
険
性
﹂︑﹁
人
格
﹂︑﹁
情
状
﹂
を
裁

く
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
転
換
を
推
し
進
め
た
の
が
新
派
刑
法

学
の
論
者
た
ち
で
あ
る㉓

︒
な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
︑
新
派
刑
法
学
の
中
心
的

な
論
者
で
あ
っ
た
牧
野
英
一
が
﹁
人
を
罰
し
つ
つ
︑
し
か
し
︑
そ
の
罰
す
る
と

い
う
こ
と
の
間
に
悔
い
な
き
を
得
よ
う
と
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
神﹅

を

求
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い㉔

﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
犯
罪
者

の
裁
き
に
﹁
神
﹂
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
先
に
見
た
﹃
警

笛
﹄
の
語
り
手
が
牧
沢
の
倫
理
的
な
罪
を
﹁
神
の
み
ぞ
知
ろ
し
召
す
︒﹂
と
述

べ
て
い
る
こ
と
類
似
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
新
派
刑
法
学
の
論
者
が
字
義
通
り

に
﹁
神
﹂
に
よ
る
超
越
的
な
裁
き
を
主
張
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
︒
牧
野
英
一
と
同
じ
く
新
派
刑
法
学
の
論
者
で
あ
っ
た
泉
二
新
熊
い
わ
く

﹁
刑
法
ハ
︵
中
略
︶
科
学
的
知
識
ノ
補
助
ヲ
要
求
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル㉕

﹂
も
の

に
な
っ
て
き
た
︒
泉
二
が
﹁
科
学
﹂
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
︑
新
派
刑
法
学

の
﹁
神
﹂
と
は
刑
法
学
と
隣
接
す
る
犯
罪
学
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
つ
ま

り
︑
犯
罪
者
の
人
格
そ
の
他
の
︿
内
面
﹀
的
な
も
の
を
裁
く
と
い
う
量
刑
主
義

を
進
め
た
新
派
刑
法
学
の
論
者
ら
は
︑
︿
内
面
﹀
を
﹁
科
学
﹂
に
よ
っ
て
取
り

扱
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
刑
法
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
対
し
︑﹃
警
笛
﹄
は
︑
犯

罪
者
の
﹁
手
記
﹂
を
中
心
に
置
く
こ
と
で
犯
罪
者
の
︿
内
面
﹀
を
そ
れ
自
体
に

沈
潜
し
て
描
い
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹃
警
笛
﹄
が
同
時
代
の

新
派
刑
法
学
を
明
ら
か
に
相
対
化
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
︒
あ
く
ま
で

も
﹁
科
学
﹂
と
は
異
な
る
方
法
を
意
図
的
に
用
い
て
︿
内
面
﹀
を
叙
述
し
た

﹁
試
み
﹂
に
過
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
﹃
警
笛
﹄
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

が
犯
罪
学
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
改
め
て
﹃
警

笛
﹄
に
お
け
る
︿
犯
罪
﹀
の
機
能
を
明
確
に
す
る
た
め
に
︑
同
時
代
の
探
偵
小

説
に
描
か
れ
た
︿
犯
罪
﹀
と
の
差
異
を
見
て
お
こ
う
︒
原
仁
司
は
佐
藤
春
夫
の

探
偵
小
説
に
つ
い
て
︑
山
本
健
吉
の
指
摘
を
引
用
し
つ
つ
﹁
佐
藤
に
は
︑﹁
人

間
の
真
理
と
い
ふ
複
雑
で
繊
細
で
曖
昧
な
も
の
﹂
を
﹁
学
問
や
理
論
で
割
切
る

こ
と
﹂
に
対
す
る
﹁
不
信
﹂
が
あ
っ
﹂
た
と
述
べ
て
い
る㉖

︒
ま
た
︑﹁
探
偵
小

説
﹂
一
般
に
お
い
て
﹁
犯
人
の
﹁
内
面
﹂
が
直
截
描
か
れ
る
機
会
が
少
な
い
た

め
に
︑
個
別
の
﹁
罪
﹂
の
問
題
は
ど
う
し
て
も
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
︵
紋
切
り

型
︶
化
さ
れ
て
取
り
扱
わ
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
探
偵
小
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説
﹂
一
般
の
な
か
に
﹃
警
笛
﹄
を
お
く
な
ら
ば
︑
個
別
特
殊
な
﹁
殺
人
者
﹂
の

倫
理
と
︿
内
面
﹀
を
提
示
す
る
こ
と
は
︑
非
︱

探
偵
小
説
と
し
て
の
性
格
を

も
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
非
︱

探
偵
小
説
と
し
て
の
性
格
は
︑﹃
警
笛
﹄﹁
作

者
の
言
葉
﹂
の
主
張
と
一
致
す
る
同
時
期
の
佐
藤
春
夫
の
小
説
論
﹁
イ
ヒ
・
ロ

オ
マ
ン
の
こ
と
﹂︵﹃
文
芸
倶
楽
部
﹄
第
一
一
巻
第
七
号
︑
一
九
二
六
・
七
︶
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
文
学
論
に
接
続
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ

う
︒こ

の
エ
ッ
セ
イ
で
は
︑
作
家
が
日
常
生
活
を
書
き
︑
読
者
は
そ
れ
を
﹁
三
面

記
事
や
特
種
を
読
む
や
う
な
気
分
﹂
で
読
む
の
で
は
な
く
︑﹁
一
人
の
人
間
が

一
つ
の
運
命
に
対
し
て
如
何
に
其
中
で
踠
い
た
か
︑
如
何
に
其
運
命
と
戦
は
う

と
し
た
か
﹂
が
小
説
の
核
に
あ
る
べ
き
で
︑
そ
の
と
き
︑
作
者
は
﹁
人
間
の
標

本
﹂
と
し
て
自
身
の
経
験
を
仮
構
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
︒

同
時
代
の
﹁
私
小
説
﹂
ジ
ャ
ン
ル
を
め
ぐ
る
論
争
を
こ
こ
で
整
理
す
る
紙
幅
は

な
い
が
︑
佐
藤
春
夫
は
︿
犯
罪
﹀
を
用
い
て
︑
個
人
が
﹁
運
命
﹂
を
記
述
す
る

さ
ま
を
描
い
た
︒︿
犯
罪
﹀
を
非
︱

探
偵
小
説
的
に
描
く
こ
と
は
︑
春
夫
な
り

の
﹁
私
小
説

イ
ヒ
・
ロ
オ
マ
ン

﹂
に
着
地
さ
せ
ら
れ
る
文
学
営
為
の
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い

た
の
で
あ
る
︒

注①

坂
口
周
﹃
意
志
薄
弱
の
文
学
史

日
本
現
代
文
学
の
起
源
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
︑
二
〇
一
六
・
一
〇
︶

②

初
出
及
び
初
刊
に
は
中
沢
弘
光
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
初
出
連
載

五
五
回
目
お
よ
び
七
八
回
目
の
挿
絵
は
︑
佐
藤
春
夫
が
作
画
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
︵﹃
定
本

佐
藤
春
夫
全
集

第
六
巻
﹄
﹁
月
報
五
﹂
臨
川
書
店
︑
一
九
九
八
・

八
︶︒

③

島
田
謹
二
﹃
自
選
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
七
巻
﹁
解
説
﹂
︵
河
出
書
房
新
社
︑
一
九

五
七
・
一
〇
︶

④

中
村
光
夫
﹃
佐
藤
春
夫
論
﹄
︵
文
藝
春
秋
新
社
︑
一
九
六
二
・
一
︶

⑤

山
本
健
吉
﹃
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
巻
﹁
解
説
﹂
︵
講
談
社
︑
一
九
六
六
・
五
︶︑

第
三
巻
﹁
解
説
﹂︵
講
談
社
︑
一
九
六
六
・
一
〇
︶

⑥

谷
崎
と
春
夫
ら
の
作
品
と
両
事
件
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
千
葉
俊
二
﹁
潤
一
郎

と
春
夫
﹂︵
辻
本
雄
一
監
修
・
河
野
龍
也
編
﹃
佐
藤
春
夫
読
本
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇

一
五
・
一
〇
︶
な
ど
に
詳
し
い
︒

⑦

﹃
警
笛
﹄
に
登
場
す
る
架
空
の
小
説
﹃
恋
と
友
情
﹄
は
︑
春
夫
が
実
際
に
発
表
し

た
小
説
﹃
こ
の
三
つ
の
も
の
﹄
︵﹃
改
造
﹄
第
七
巻
第
六
号
～
第
八
巻
第
一
〇
号
︑
一

九
二
五
・
六
～
翌
・
一
〇
︑
一
九
二
五
・
八
と
一
九
二
六
・
三
は
休
載
︑
未
完
︶
の

エ
ピ
グ
ラ
フ
﹁
ま
こ
と
の
恋
と
友
情
と
智
恵
の
石
と
こ
の
三
つ
の
も
の
を
世
間
で
は

宝
だ
と
言
ひ
そ
や
す
︒
﹂
と
重
な
る
︒
ま
た
︑
同
じ
よ
う
に
登
場
す
る
架
空
の
詩
集

﹃
寒
蝉
詩
集
﹄
に
関
す
る
設
定
は
春
夫
の
﹃
殉
情
詩
集
﹄
︵
新
潮
社
︑
一
九
二
一
・

七
︶
を
想
起
さ
せ
る
︒

⑧

佐
藤
春
夫
﹁
う
ぬ
ぼ
れ
か
が
み
﹂
︵﹃
新
潮
﹄
第
五
八
巻
第
一
〇
号
︑
一
九
六
一
・

一
〇
︶︒
こ
れ
は
中
村
光
夫
が
﹃
警
笛
﹄
を
﹁
私
小
説
﹂
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
へ
の

応
答
と
し
て
書
か
れ
た
︒

⑨

浜
田
雄
介
﹁
佐
藤
春
夫
と
探
偵
小
説
﹂
︵﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄
第
二
八
巻
﹁
月
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報
八
﹂︵
臨
川
書
店
︑
一
九
九
八
・
一
一
︶

⑩

河
野
龍
也
﹁
佐
藤
春
夫
の
足
跡
︵
年
譜
と
業
績
︶﹂︵
辻
本
雄
一
監
修
・
河
野
龍
也

編
﹃
佐
藤
春
夫
読
本
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
・
一
〇
︶

⑪

芹
沢
一
也
﹃︿
法
﹀
か
ら
解
放
さ
れ
る
権
力
︱
犯
罪
︑
狂
気
︑
貧
困
︑
そ
し
て
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄︵
新
曜
社
︑
二
〇
〇
一
・
一
〇
︶

⑫

坂
口
周
︵
前
掲
①
︶

⑬

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
踏
ま
え
︑
河
野
龍
也
は
﹃
警
笛
﹄
に
お
い
て
春
夫
が
﹁
筋
の

発
展
性
し
か
念
頭
に
な
い
読
者
を
牽
制
﹂
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒︵
前
掲
⑩
︶

⑭

﹃
警
笛
﹄
の
﹁
作
者
﹂
は
﹁
中
篇
﹂
の
タ
イ
ト
ル
を
﹁
愛
す
る
者
の
道
﹂
と
し
て

お
り
︑
こ
れ
は
ワ
イ
ル
ド
の
詩
句
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒﹃
警
笛
﹄
は
ワ
イ
ル
ド
が

詠
っ
た
愛
す
る
者
を
殺
す
人
間
の
行
く
末
を
描
い
た
も
の
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒

⑮

﹁
魔
﹂
に
つ
い
て
は
遠
藤
郁
子
﹃
佐
藤
春
夫
作
品
研
究

大
正
期
を
中
心
と
し
て
﹄

︵
専
修
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
四
・
三
︶
を
参
照
︒

⑯

佐
藤
達
哉
﹃
通
史

日
本
の
心
理
学
﹄︵
北
大
路
書
房
︑
一
九
九
七
・
一
一
︶

⑰

同
種
の
指
摘
は
︑
風
早
八
十
二
﹁
エ
ン
リ
コ
・
フ
ェ
ー
リ
と
犯
罪
社
会
学
︱
フ
ェ

ー
リ
教
授
の
訃
を
悼
む
︱
﹂︵﹃
中
央
公
論
﹄
第
四
四
年
第
六
号
︑
一
九
二
九
・
六
︶

な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

⑱

杉
田
弘
子
﹃
漱
石
の
﹃
猫
﹄
と
ニ
ー
チ
ェ

稀
代
の
哲
学
者
に
震
撼
し
た
近
代
日

本
の
知
性
た
ち
﹄︵
三
秀
社
︑
二
〇
一
〇
・
二
︶

⑲

鷲
尾
浩
﹃
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
評
伝
﹄︵
冬
夏
社
︑
一
九
二
二
・
六
︶

⑳

荒
木
秀
一
﹃
近
代
劇
物
語
﹄
第
二
巻
︵
大
日
本
図
書
株
式
会
社
︑
一
九
一
四
・

八
︶

㉑

佐
藤
春
夫
の
テ
ク
ス
ト
に
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
へ
の
関
心
が
う
か
が
え
る
こ
と
は

生
方
智
子
﹃
精
神
分
析
以
前

無
意
識
の
日
本
近
代
文
学
﹄︵
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇

九
・
一
一
︶︑
新
田
篤
﹁
佐
藤
春
夫
﹃
更
生
記
﹄
に
お
け
る
精
神
分
析
と
精
神
医
学
﹂

︵﹃
精
神
医
学
史
研
究
﹄
第
一
六
巻
第
一
二
号
︑
二
〇
一
二
・
一
〇
︶
ら
が
指
摘
し
て

い
る
︒

㉒

鷲
尾
浩
︵
前
掲
⑲
︶
は
﹁
理
性
︱

正
し
さ
︱

有
限
︱

愛
を
押
え
︱

人
間
性
﹂
と

﹁
叡
智
︱

善
︱

無
限
︱

愛
を
興
え
︱

神
性
﹂
と
を
そ
れ
ぞ
れ
対
置
さ
せ
て
解
説
し

て
い
る
︒﹁
叡
智
﹂
と
は
﹁
理
性
﹂
の
﹁
有
限
﹂
性
を
越
え
︑﹁
無
限
﹂
に
ま
で
高
め

ら
れ
た
知
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

㉓

芹
沢
一
也
︵
前
掲
⑪
︶

㉔

牧
野
英
一
﹃
法
律
と
の
五
十
年
﹄︵
有
斐
閣
︑
一
九
五
五
・
九
︶

㉕

泉
二
新
熊
﹁
責
任
能
力
ノ
観
念
﹂︵
﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
第
二
九
巻
第
一
号
︑
一
九

一
一
・
一
︶

㉖

原
仁
司
﹁
前
衛
と
し
て
の
﹁
探
偵
小
説
﹂
﹂
︵
吉
田
司
雄
編
﹃
探
偵
小
説
と
日
本
近

代
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
〇
四
・
三
︶

※
本
稿
に
お
け
る
佐
藤
春
夫
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
︑
全
て
﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄

︵
臨
川
書
店
︑
一
九
九
八
～
二
〇
〇
〇
年
︶
に
よ
っ
た
︒
な
お
引
用
に
際
し
て
︑
旧

字
は
新
字
に
改
め
︑
ル
ビ
は
省
略
し
た
︒

佐
藤
春
夫
﹃
警
笛
﹄
論

五
〇


