
5 「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

（
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【著作】

『ディアロゴス —手探りの中の対話』（共著／晃洋書房 ’07年）
『西洋哲学の10冊』（共著／岩波ジュニア新書 ’09年）
『哲学と大学』（共著／未來社 ’09年）
『エシックス・センス —倫理学の目を開け』（共著／ナカニシヤ出版 ’13年）
『続・ハイデガー読本』（共著／法政大学出版局 ’16年）
『世界哲学史７』（共著／ちくま新書 ’20年）
『European / Supra-European: Cultural Encounters in Nietzsche’s Philosophy』

（共著／De Gruyter ’20年）
「自由精神と自由意志 —『人間的、あまりに人間的』におけるニーチェの自由論」

（『倫理学研究』第38号／’08年）
「『悲劇の誕生』の形而上学再考」（『龍谷哲学論集』第25号／’11年）
「ニーチェにおけるニヒリズムと身体」（『宗教哲学研究』第33号／’16年）
「「神は死んだ」のか？ —ニーチェにおける宗教と科学」

（『ショーペンハウアー研究』第23号／’18年）
「超越者なき自己超越 —ニーチェにおける超越と倫理」

（『倫理学研究』第49号／’19年）
「ニーチェの同情＝共苦批判について」（『龍谷哲学論集』第34号／’20年）
「Think Rationally but Feel Spiritually: A Nihilistic Dualism in Modern Japan」

（『Teoria. Rivista di filosofia』Vol.40 No.1／’20年）
ほか多数。

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

竹
内
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
私
は
、
経
営
学
部
所
属
で
す
け
れ
ど
も
、
教
養
で
宗
教
学
を

担
当
し
て
お
り
ま
す
。
研
究
上
の
専
門
は
近
現
代
ド
イ
ツ
の
宗
教
哲
学
で
す
。

今
日
は
「
カ
ル
ト
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
が
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
専
門
家
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
深
草
学
舎
で
は
宗
教
学
担
当
教
員
は
私
だ
け
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
授
業
あ
る
い
は
他

の
か
た
ち
で
も
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
カ
ル
ト
問
題
な
ど
を
扱
っ
た
り
勉
強
し
た
り
し
て
お

り
ま
す
。

大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
カ
ル
ト
教
団
あ
る
い
は
カ
ル
ト
集
団
に
と
っ
て
非
常
に
都
合
の
よ
い
場
所
で
、
昔
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
カ
ル
ト
が
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で
多
く
の
学
生
が
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
勧
誘
が
き
っ
か
け
で

そ
う
い
っ
た
集
団
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
日
の
お
話
の
タ
イ
ト
ル
は
「『
カ
ル
ト
』
の
楽
し
さ
、『
自
由
』
の
し
ん
ど
さ
」
で
す
。
ち
ょ
っ
と
奇
を
て
ら
っ

た
と
い
う
か
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
狙
っ
た
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
カ
ル
ト
と
い
う
問
題
を
考
え
る
う
え
で
は
お

そ
ら
く
こ
こ
が
一
番
重
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
カ
ル
ト
」
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ

「
カ
ル
ト
」
の
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
は
、「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
集
団
」
で
あ
っ
た
り
、「
現
実

か
ら
逃
げ
た
く
て
ハ
マ
っ
ち
ゃ
う
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
オ
ウ
ム
真
理
教
と
い
う
教
団
が

大
き
な
事
件
を
起
こ
し
て
、
あ
の
事
件
と
教
団
が
カ
ル
ト
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
づ
け
て
い
ま
す
か
ら
、
多
く
の
方

は
「
反
社
会
的
な
こ
と
を
た
く
ら
ん
で
い
る
人
た
ち
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
自
分
に
は
関
係
な
い
」「
そ
ん
な
も
の
に
自
分
が
関
わ
る
は
ず
が
な
い
」
と
思
う
の
が
普
通

で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
「
カ
ル
ト
」
と
い
う
呼
称
で
呼
び
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
自
体
に
「
自
分
た
ち
と
は
関

係
が
な
い
人
た
ち
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
は
、「
自
分
に
は
関
係
な
い
」
と
か
「
そ
ん
な
も
の
に
自
分
が
関
わ
る
は
ず
が
な
い
」

と
い
っ
た
一
般
的
な
「
カ
ル
ト
」
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
本
当
に
そ
う
で
す
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
で

す
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

「
カ
ル
ト
」
の
実
際

「
カ
ル
ト
」
の
実
際
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
最
初
接
触
す
る
と
、「
親
切
で
品
行
方
正
で
道
徳
的
な
人
」
と
い
う
印
象
を
持
つ
こ
と
が
多
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
は
典
型
的
で
す
が
、
こ
の
世
の
汚
さ
み
た
い
な
も
の
に
あ
き
れ
果
て
て
、
も
っ
と

き
れ
い
な
世
界
を
求
め
て
、
カ
ル
ト
に
入
る
人
が
多
い
わ
け
で
す
か
ら
、
カ
ル
ト
に
入
る
人
た
ち
は
道
徳
的
に
正

し
い
人
た
ち
に
見
え
ま
す
。
世
の
中
の
こ
と
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
て
い
て
、
と
て
も
真
面
目
で
す
。
さ
ま
ざ
ま

な
不
正
や
世
の
中
に
横
行
し
て
い
る
悪
に
対
し
て
憤
り
を
持
っ
て
い
る
。
す
ご
く
い
い
人
た
ち
に
見
え
る
の
で
す
。

こ
れ
は
よ
く
あ
る
話
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
学
生
に
な
っ
た
子
ど
も
が
カ
ル
ト
に
入
っ
て
ハ
マ
っ
て
し

ま
っ
た
時
、そ
の
子
の
親
が
持
つ
最
初
の
印
象
は「
親
孝
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
ち
ゃ
ん
と
し
た
子
ど
も
に
な
っ

た
」
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
が
実
は
カ
ル
ト
集
団
に
入
っ
た
こ
と
の
兆
候
な
の
で
す
。
し
か
し
、
最
初
は
親
御

さ
ん
が
喜
ぶ
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
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「
仲
間
」
と
「
や
り
が
い
」

キ
ャ
ン
パ
ス
内
で
「
カ
ル
ト
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
学
生
を
勧
誘
す
る
時
に
は
、
非
常
に
親
切
な
先
輩
と
し
て

勧
誘
を
し
ま
す
。
カ
ル
ト
に
は
、
悩
み
に
親
身
に
な
っ
て
く
れ
る
「
仲
間
」
が
い
ま
す
。
例
え
ば
履
修
に
つ
い
て

す
ご
く
親
切
に
教
え
て
く
れ
る
と
か
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
生
活
に
つ
い
て
い
つ
で
も
相
談
に
の
っ
て
く
れ
た
り
す

る
。ま

た
、
カ
ル
ト
に
は
、
も
の
す
ご
く
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
「
す
べ
き
こ
と
」
が
極
め

て
明
瞭
で
、「
迷
う
」
こ
と
が
一
切
な
い
。
ど
ん
な
時
で
も
、「
こ
う
い
う
時
は
こ
う
す
べ
き
」
と
い
う
こ
と
が
ハ
ッ

キ
リ
し
て
い
て
、
選
択
に
迷
う
必
要
が
な
く
な
る
。
そ
し
て
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
目
標
に
向
か
っ
て
一
緒
に
頑
張
れ

る
「
仲
間
」
が
い
る
の
で
す
。

で
す
の
で
、
入
っ
て
し
ま
う
と
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

後
に
違
和
感
を
持
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
わ
け
で
す
が
、
少
な
く
と
も
最
初
は
と
て
も
楽
し

い
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
が
魅
力
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
危
険
な
の
で
す
。

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

「
カ
ル
ト
」
の
「
魅
力
」

カ
ル
ト
の
「
魅
力
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
私
は
さ
し
あ
た
り
三
つ
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

①
　
仲
間
と
の
絆
が
強
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
つ
い
て
仲
間
た
ち
が
親
身
に
な
っ
て
一
緒
に
悩
ん
で
く
れ
る
。

一
緒
に
頑
張
っ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
進
歩
、
ち
ょ
っ
と
し
た
頑
張
り
を
み
ん
な
が
褒
め
て

く
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
非
常
に
居
心
地
が
い
い
の
で
す
。

②
　
世
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
明
確
な
ス
タ
ン
ス
が
あ
っ
て
、
ど
ん
な
問
題
に
対
し
て
も
、
ハ
ッ
キ

リ
と
し
た
態
度
で
、「
こ
こ
は
良
く
な
い
」
と
か
「
こ
こ
が
間
違
っ
て
い
る
」
と
示
し
て
く
れ
ま
す
。

③
　
価
値
観
に
ブ
レ
が
な
く
、
常
に
明
確
な
「
答
え
」
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
と
て
も
楽
だ
し
、
魅
力
的
な
わ

け
で
す
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
三
つ
の
「
魅
力
」
そ
の
も
の
が
、
同
時
に
非
常
に
危
険
な
の
で
す
。
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①
仲
間
と
の
「
絆
」
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、「
仲
間
」（
味
方
）
と
「
そ
れ
以
外
」（
敵
）
の
境
界
線
が
ハ
ッ
キ

リ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仲
間
に
対
し
て
は
非
常
に
優
し
い
が
、
そ
れ
以
外
に
対
し
て
は
非
常
に
強
い
態

度
に
出
る
。批
判
的
な
態
度
、い
や
も
っ
と
言
え
ば
非
難
す
る
態
度
を
と
る
。そ
こ
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
ま
す
。「
味

方
」
と
「
敵
」
と
い
う
表
現
を
し
ま
し
た
が
、
外
部
に
敵
が
い
る
と
内
部
が
結
束
す
る
の
は
、
古
今
東
西
、
普
遍

的
に
見
ら
れ
る
真
理
で
す
。
外
を
批
判
し
非
難
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
側
が
結
束
し
て
、
ど
ん
ど
ん
絆
が
深
ま
っ

て
い
き
ま
す
。

②
世
の
中
に
疑
問
を
持
つ
か
ら
こ
そ
「
反
社
会
的
」
な
集
団
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
世
の
中
の
諸

問
題
に
対
す
る
明
確
な
ス
タ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
世
の
中
の
問
題
や
汚
さ
に

あ
き
れ
果
て
て
、
正
し
い
こ
と
を
探
し
て
い
る
よ
う
な
人
が
、「
カ
ル
ト
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
集
団
に
た
ど
り

着
く
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。
オ
ウ
ム
真
理
教
で
も
、
世
の
中
に
疑
問
を
持
ち
、

真
面
目
に
世
の
中
の
問
題
を
考
え
、
そ
れ
を
解
決
し
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
持
ち
、
試
行
錯
誤
す
る
か
ら
こ

そ
、
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
わ
け
で
す
。

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

③
価
値
観
に
ブ
レ
が
な
い
の
は
美
徳
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
独
断
的
で
あ
る
こ
と
の
裏
返
し
で
す
。

現
代
社
会
に
は
多
様
な
価
値
観
が
あ
り
、
そ
の
共
存
が
根
本
的
な
前
提
で
す
。
し
か
し
、
ブ
レ
な
い
人
と
い
う
の

は
、
往
々
に
し
て
、
多
様
性
を
認
め
ま
せ
ん
。
独
断
的
な
価
値
観
を
絶
対
的
に
信
奉
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ハ
ッ

キ
リ
と
し
た
価
値
判
断
が
い
つ
で
も
で
き
る
の
で
す
。

授
業
を
し
て
い
て
も
思
い
ま
す
。
学
問
に
は
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
答
え
は
な
か
な
か
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し

学
生
は
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
答
え
を
聞
き
た
が
り
ま
す
。
私
は
宗
教
学
の
授
業
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

「
宗
教
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
必
ず
強
調
し
ま
す
。
す
る
と
、「
だ
っ
た
ら
、

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
も
意
味
が
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
か
、「
結
局
、
ど
う
な
ん
で
す
か
」
と
聞
き
た
が

る
学
生
は
と
て
も
多
い
。
し
か
し
、
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
答
え
は
な
い
の
で
す
。

今
の
は
学
問
の
話
で
す
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
何
ら
か
の
問
題
に
つ
い
て
絶
対
に
正
し
い
と
言
え
る
こ
と

な
ど
、
そ
う
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
。「
ど
れ
が
正
し
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
価
値
観
の
多
様
性
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
歯
が
ゆ
く
見
え
る
し
、
そ
れ
に
対
し
て
明
確
な
答
え
を
ハ
ッ
キ
リ
と
持
っ
て
い
て
、
ブ
レ
が
な

い
こ
と
は
非
常
に
魅
力
的
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
危
険
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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。
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ど
も
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と
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に
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と
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だ
っ
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そ
ん
な
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と
を
考
え
て
も
意
味
が
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い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
か
、「
結
局
、
ど
う
な
ん
で
す
か
」
と
聞
き
た
が

る
学
生
は
と
て
も
多
い
。
し
か
し
、
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
答
え
は
な
い
の
で
す
。

今
の
は
学
問
の
話
で
す
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
も
、
何
ら
か
の
問
題
に
つ
い
て
絶
対
に
正
し
い
と
言
え
る
こ
と

な
ど
、
そ
う
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
。「
ど
れ
が
正
し
い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
価
値
観
の
多
様
性
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
歯
が
ゆ
く
見
え
る
し
、
そ
れ
に
対
し
て
明
確
な
答
え
を
ハ
ッ
キ
リ
と
持
っ
て
い
て
、
ブ
レ
が
な

い
こ
と
は
非
常
に
魅
力
的
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
危
険
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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「
カ
ル
ト
」
の
危
険
性

「
カ
ル
ト
」
の
「
危
険
性
」
を
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
、「
自
由
」
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

絶
対
的
な
価
値
観
が
あ
っ
て
ブ
レ
な
い
と
い
う
の
は
、逆
に
言
え
ば
、メ
ン
バ
ー
が
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
を
持
っ

て
自
分
の
意
見
を
言
っ
た
り
、
問
題
に
対
し
て
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
こ
ち

ら
の
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
か
言
っ
た
り
す
る
自
由
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の

自
由
の
無
さ
と
い
う
も
の
が
、
カ
ル
ト
の
「
危
険
性
」
で
あ
り
、
同
時
に
カ
ル
ト
の
「
魅
力
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

「
カ
ル
ト
」
の
定
義

こ
こ
で
、「
カ
ル
ト
」
の
定
義
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
カ
ル
ト
」
と
は
、「
反
社
会
的
な
（
新
）
宗
教
集
団
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
し
か
し
、「
反
社

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

会
性
」
と
い
う
の
は
相
対
的
な
概
念
で
、
時
代
や
場
所
、
国
、
文
化
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
カ
ル

ト
を
具
体
的
か
つ
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
と
は
い
え
、
現
代
日
本
に
お
い
て
は
、「
反
社
会
性
」

の
一
番
の
指
標
は
「
人
権
侵
害
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
点
に
な
り
ま
す
。

自
分
た
ち
と
は
全
然
違
う
価
値
観
を
持
っ
た
人
た
ち
を
す
ぐ
に
「
カ
ル
ト
」
と
呼
び
た
が
る
人
が
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
や
め
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。「
カ
ル
ト
」
は
「
反
社
会
的
な
集
団
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
で
す
。

そ
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
と
い
う
こ
と
は
、「
あ
い
つ
ら
は
ヤ
バ
い
奴
ら
で
、
社
会
か
ら
排
除
す
べ
き
だ
」
と
い
う

意
味
を
持
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
、「
カ
ル
ト
」
と
呼
ん
で
非
難
す
る
側
が
人
権
侵
害
を
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

カ
ル
ト
問
題
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
訴
訟
が
起
き
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
く
の
場
合
、
人
権
侵
害
が
争
点
に
な
り

ま
す
。
カ
ル
ト
と
呼
ば
れ
る
集
団
を
批
判
す
る
側
は
、
そ
の
内
部
で
人
権
侵
害
が
起
き
て
い
る
と
主
張
す
る
わ
け

で
す
が
、
集
団
側
は
、
む
し
ろ
非
難
し
て
い
る
側
が
人
権
侵
害
を
し
て
い
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
す
。「
信
教
の

自
由
を
否
定
し
て
い
る
」
と
、
逆
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
得
ま
す
。「
カ
ル
ト
」
と
し
て
非
難
し
た
側
が

間
違
っ
て
い
る
と
い
う
判
決
が
出
る
こ
と
も
時
々
あ
り
ま
す
。「
カ
ル
ト
」
と
い
う
言
葉
は
、
使
い
方
に
気
を
つ

け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
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「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

会
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と
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う
の
は
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的
な
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ま
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。
で
す
の
で
、
カ
ル

ト
を
具
体
的
か
つ
明
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に
定
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す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
と
は
い
え
、
現
代
日
本
に
お
い
て
は
、「
反
社
会
性
」

の
一
番
の
指
標
は
「
人
権
侵
害
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
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と
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う
点
に
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ま
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を
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た
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と
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が
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で
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は
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で
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だ
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と
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で
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、
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非
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。
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す
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葉
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。
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カ
ル
ト
の
人
権
侵
害
と
し
て
最
も
一
般
的
な
も
の
が
、「
自
由
の
は
く
奪
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
そ

の
カ
ル
ト
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
は
脱
会
す
る
自
由
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
個
人
的
な
意
見
を
持
っ
た
り
表
明
し
た

り
す
る
自
由
が
制
限
さ
れ
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
行
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
脱
会
す
る
自
由
が
な
い
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
は
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
多
く
の
場
合
、
集

団
側
は
「
脱
会
の
自
由
を
認
め
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
た
だ
、
内
部
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
、

建
前
上
は
自
由
を
認
め
て
い
て
も
、
自
ら
そ
こ
を
出
る
こ
と
に
す
ご
く
負
い
目
を
感
じ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。

例
え
ば
大
学
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
な
集
団
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
学
生
を
勧
誘
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
偽

装
サ
ー
ク
ル
を
作
っ
て
勧
誘
を
す
る
。
そ
こ
に
は
親
切
な
先
輩
や
真
面
目
な
仲
間
が
い
て
非
常
に
居
心
地
が
い
い
。

そ
こ
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
り
し
て
仲
よ
く
な
っ
て
、
人
間
関
係
が
密
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、「
会
わ
せ

た
い
人
が
い
る
」
と
か
「
セ
ミ
ナ
ー
に
出
て
み
な
い
か
」
と
い
っ
た
話
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

か
た
ち
と
し
て
は
断
れ
る
と
言
え
ば
断
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
断
る
こ
と
は
す
ご
く
難
し
い
。
入
っ
て

い
け
ば
そ
の
中
で
は
、
や
る
こ
と
な
す
こ
と
、
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、「
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
は
間
違
っ
た
こ
と
だ
」
と
植
え
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。「
植
え
つ
け
る
」
と
い
う
の
は

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
辞
め
る
の
は
結
構
難
し
か
っ
た

り
し
ま
す
。

ひ
と
言
で
「
自
由
の
は
く
奪
」
と
言
っ
て
も
内
実
は
難
し
く
て
、「
外
的
な
束
縛
は
特
に
し
て
い
ま
せ
ん
」
と

言
い
つ
つ
、
内
面
的
に
も
の
す
ご
く
負
い
目
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
内
面
を
占
領
し
て
し
ま
っ
て
、
自
由
を
奪
っ
て
い
く
と
い
う
側
面
が
「
カ
ル
ト
」
に
は
あ
り

ま
す
。

個
人
的
意
見
を
持
っ
た
り
表
明
し
た
り
す
る
自
由
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、「
カ
ル
ト
」
に
は
ハ
ッ
キ
リ

と
し
た
価
値
観
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
こ
と
自
体
が
間
違
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
価
値
観
を
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
そ
も
そ
も
異
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
持
っ
て
も
、疑
問
を
持
つ
こ
と
自
体
、自
分
自
身
の
修
行
が
足
り
な
い
の
だ
と
か
、

自
分
自
身
が
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
う

し
て
行
動
の
自
由
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

そ
れ
が
露
顕
す
る
と
い
う
か
「
何
か
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
話
に
な
る
の
は
、
授
業
に

出
て
来
ら
れ
な
く
な
る
と
か
、
家
に
帰
っ
て
来
な
く
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
集

16



「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
辞
め
る
の
は
結
構
難
し
か
っ
た

り
し
ま
す
。

ひ
と
言
で
「
自
由
の
は
く
奪
」
と
言
っ
て
も
内
実
は
難
し
く
て
、「
外
的
な
束
縛
は
特
に
し
て
い
ま
せ
ん
」
と

言
い
つ
つ
、
内
面
的
に
も
の
す
ご
く
負
い
目
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
内
面
を
占
領
し
て
し
ま
っ
て
、
自
由
を
奪
っ
て
い
く
と
い
う
側
面
が
「
カ
ル
ト
」
に
は
あ
り

ま
す
。

個
人
的
意
見
を
持
っ
た
り
表
明
し
た
り
す
る
自
由
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、「
カ
ル
ト
」
に
は
ハ
ッ
キ
リ

と
し
た
価
値
観
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
こ
と
自
体
が
間
違
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
価
値
観
を
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
そ
も
そ
も
異
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
持
っ
て
も
、疑
問
を
持
つ
こ
と
自
体
、自
分
自
身
の
修
行
が
足
り
な
い
の
だ
と
か
、

自
分
自
身
が
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
う

し
て
行
動
の
自
由
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

そ
れ
が
露
顕
す
る
と
い
う
か
「
何
か
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
話
に
な
る
の
は
、
授
業
に

出
て
来
ら
れ
な
く
な
る
と
か
、
家
に
帰
っ
て
来
な
く
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
集
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団
の
中
で
す
べ
き
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
無
価
値
と
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、「
授
業
な
ん

か
に
出
る
よ
り
も
、
こ
こ
で
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
べ
き
だ
し
、
そ
の
ほ
う
が
あ
な
た
に
と
っ
て
も
素
晴
ら
し
い

こ
と
な
の
だ
か
ら
、こ
こ
に
い
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

以
上
が
一
応
、「
カ
ル
ト
」
の
定
義
を
め
ぐ
る
お
話
で
し
た
。
し
か
し
、
注
意
点
が
一
つ
あ
り
ま
す
。「
カ
ル

ト
」
と
い
う
言
葉
は
反
社
会
的
な
集
団
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
宗
教
学
と
か
、
中
立
的
で
客
観
的

な
立
場
を
旨
と
す
る
学
問
的
な
場
で
は
、「
カ
ル
ト
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、

何
ら
か
の
集
団
を
「
カ
ル
ト
」
認
定
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
も
う
価
値
的
に
間
違
っ
た
集
団
と
い
う
認
定
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
学
問
上
そ
れ
は
し
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い
て
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
宗
教
研
究
な
ど
に
お
い
て
、
あ
る
集
団
を
最
初
か
ら
カ
ル
ト
認
定
し
て
、
そ
の
集
団
の
危
険
性
を
明
ら
か
に

す
る
よ
う
な
態
度
は
一
般
的
に
は
と
り
ま
せ
ん
。

オ
ウ
ム
事
件
の
時
に
も
宗
教
学
者
と
し
て
中
立
的
な
立
場
を
と
っ
た
人
も
い
ま
し
た
が
、
そ
の
瞬
間
に
「
お
前

は
オ
ウ
ム
の
味
方
か
」
と
い
う
話
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
逆
に
、
オ
ウ
ム
の
側
が
客
観
的
・
中
立
的
で
あ
る

こ
と
を
標
榜
し
て
価
値
判
断
を
し
な
い
宗
教
学
者
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
た
り
も
し
て
、
学
問
的
に
も

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

大
き
な
問
題
を
投
げ
掛
け
て
は
い
ま
す
。

「
自
由
」
の
し
ん
ど
さ

「
自
由
の
は
く
奪
」
と
い
う
カ
ル
ト
の
特
徴
が
一
方
で
魅
力
で
も
あ
る
、
と
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
が
、「
自
由
」
は
と
て
も
し
ん
ど
い
も
の
で
す
。
単
純
化
し
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

「
自
分
で
考
え
自
分
で
選
択
し
、
そ
の
結
果
に
自
ら
責
任
を
負
う
こ
と
」
が
、「
自
由
」
の
一
般
的
な
意
味
内
実
で

す
。
そ
れ
は
楽
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
自
己
責
任
を
負
う
と
い
う
の
は
と
て
も
し
ん
ど
い
わ
け
で
す
。
逆
に
、「
他

人
に
思
考
を
明
け
渡
し
て
選
択
を
任
せ
て
し
ま
う
こ
と
」
は
と
て
も
楽
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
大
学
に
入
っ
て
、「
自
分
は
何
が
や
り
た
い
の
か
」「
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と

を
全
部
自
分
で
選
択
し
て
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
大
変
で
す
。
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
ア
ド
バ
イ

ス
や
意
見
を
求
め
た
り
、
友
だ
ち
と
一
緒
に
授
業
を
選
択
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
他
人
に
思
考
を
明
け
渡
し
て
、

選
択
を
任
せ
て
し
ま
え
ば
、
も
し
う
ま
く
行
か
な
く
て
も
そ
れ
は
自
分
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
と
思
え
ま
す
。
し
か
も
、
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「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

大
き
な
問
題
を
投
げ
掛
け
て
は
い
ま
す
。

「
自
由
」
の
し
ん
ど
さ

「
自
由
の
は
く
奪
」
と
い
う
カ
ル
ト
の
特
徴
が
一
方
で
魅
力
で
も
あ
る
、
と
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
が
、「
自
由
」
は
と
て
も
し
ん
ど
い
も
の
で
す
。
単
純
化
し
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

「
自
分
で
考
え
自
分
で
選
択
し
、
そ
の
結
果
に
自
ら
責
任
を
負
う
こ
と
」
が
、「
自
由
」
の
一
般
的
な
意
味
内
実
で

す
。
そ
れ
は
楽
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
自
己
責
任
を
負
う
と
い
う
の
は
と
て
も
し
ん
ど
い
わ
け
で
す
。
逆
に
、「
他

人
に
思
考
を
明
け
渡
し
て
選
択
を
任
せ
て
し
ま
う
こ
と
」
は
と
て
も
楽
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
大
学
に
入
っ
て
、「
自
分
は
何
が
や
り
た
い
の
か
」「
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と

を
全
部
自
分
で
選
択
し
て
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
大
変
で
す
。
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
ア
ド
バ
イ

ス
や
意
見
を
求
め
た
り
、
友
だ
ち
と
一
緒
に
授
業
を
選
択
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
他
人
に
思
考
を
明
け
渡
し
て
、

選
択
を
任
せ
て
し
ま
え
ば
、
も
し
う
ま
く
行
か
な
く
て
も
そ
れ
は
自
分
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
と
思
え
ま
す
。
し
か
も
、
19



そ
れ
を
選
択
し
た
他
人
に
、
非
難
の
矛
先
を
向
け
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

特
に
、
社
会
が
複
雑
化
し
て
、
価
値
観
が
多
様
化
し
た
現
代
で
は
、
自
由
は
非
常
に
「
重
荷
」
で
す
。
最
近
、

常
識
と
か
マ
ナ
ー
と
か
を
や
た
ら
と
知
り
た
が
る
人
が
多
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
自
分
で
考
え
る
の
で

は
な
く
て
、
周
り
に
合
わ
せ
て
、
一
般
的
に
は
ど
う
な
の
か
、
常
識
的
に
は
ど
う
な
の
か
み
た
い
な
こ
と
を
知
り

た
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
現
代
に
お
い
て
自
由
が
重
荷
だ
と
い
う
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
学
は
自
由
な
場
所
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
学
の
理
念
で
す
。
大
学
は
自
由
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
高
校
ま
で
手
取
り
足
取
り
指
導
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
が
、
大
学
に
入
る
と
い
き
な
り
そ
う
い

う
こ
と
が
一
切
な
く
な
っ
て
、「
全
部
自
分
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
な
る
。
急
に
大
人
扱
い
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
す
ご
く
「
重
荷
」
で
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
右
も
左
も
わ
か
ら
な
く
て
、
も

の
す
ご
く
不
安
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
こ
に
親
身
な
人
が
寄
っ
て
き
て
、
カ
ル
ト
集
団
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
ハ

マ
り
込
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
頻
繁
に
起
き
ま
す
。
で
す
か
ら
学
生
の
み
な
さ
ん
は
ど
う
か
気
を
つ
け
て
ほ

し
い
。
特
に
大
学
に
入
り
た
て
の
新
入
生
と
か
が
格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
そ
う
い
う
集
団
へ
と
ハ
マ
っ

て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
昔
か
ら
よ
く
起
き
て
い
ま
す
。

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

こ
の
「
自
由
」
の
し
ん
ど
さ
み
た
い
な
話
は
、
実
は
昔
か
ら
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
一
冊
の
有
名
な
本
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
八
十
年
ぐ
ら
い
前
の
本
で
す
が
、
エ
ー

リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
（
一
九
〇
〇
～
一
九
八
〇
）
と
い
う
社
会
心
理
学
者
の
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』（Escape from

 

Freedom

）
と
い
う
本
で
す
。

こ
の
本
は
一
九
四
一
年
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
フ
ロ
ム
は
ド
イ
ツ
人
で
す
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
、
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ

て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
戦
争
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
時
期
に
、
ナ
チ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の

か
、
そ
の
社
会
心
理
学
的
背
景
を
分
析
し
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
現
代
日
本
も
含
め
た
現
代
社
会
の
状
況
を
八
十

年
前
に
ハ
ッ
キ
リ
と
書
い
て
い
る
本
と
し
て
、
近
年
に
な
っ
て
ま
た
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
々
が

自
ら
自
由
を
捨
て
て
、
フ
ロ
ム
の
言
う
「
権
威
主
義
」、
つ
ま
り
、
誰
か
か
ら
命
令
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
受
け

入
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、
お
か
し
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

今
読
む
と
少
し
物
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
読
み
や
す
い
し
、
非
常
に
ク
リ
ア
に
、
自
由
か
ら

人
々
が
逃
げ
出
し
て
い
く
逃
走
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
本
で
す
。

「
自
由
」
と
い
う
の
は
近
代
の
麗
し
き
理
念
で
し
た
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
人
々
は
自
由
を
獲
得
す
る

た
め
に
長
い
間
戦
っ
て
、そ
の
戦
い
に
勝
利
す
る
こ
と
で
、や
っ
と
自
由
を
獲
得
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。「
自
由
」
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「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

こ
の
「
自
由
」
の
し
ん
ど
さ
み
た
い
な
話
は
、
実
は
昔
か
ら
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
一
冊
の
有
名
な
本
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
八
十
年
ぐ
ら
い
前
の
本
で
す
が
、
エ
ー

リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
（
一
九
〇
〇
～
一
九
八
〇
）
と
い
う
社
会
心
理
学
者
の
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』（Escape from

 

Freedom

）
と
い
う
本
で
す
。

こ
の
本
は
一
九
四
一
年
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
フ
ロ
ム
は
ド
イ
ツ
人
で
す
が
ユ
ダ
ヤ
系
で
、
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ

て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
戦
争
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
時
期
に
、
ナ
チ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の

か
、
そ
の
社
会
心
理
学
的
背
景
を
分
析
し
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
現
代
日
本
も
含
め
た
現
代
社
会
の
状
況
を
八
十

年
前
に
ハ
ッ
キ
リ
と
書
い
て
い
る
本
と
し
て
、
近
年
に
な
っ
て
ま
た
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
々
が

自
ら
自
由
を
捨
て
て
、
フ
ロ
ム
の
言
う
「
権
威
主
義
」、
つ
ま
り
、
誰
か
か
ら
命
令
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
受
け

入
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、
お
か
し
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

今
読
む
と
少
し
物
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
読
み
や
す
い
し
、
非
常
に
ク
リ
ア
に
、
自
由
か
ら

人
々
が
逃
げ
出
し
て
い
く
逃
走
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
本
で
す
。

「
自
由
」
と
い
う
の
は
近
代
の
麗
し
き
理
念
で
し
た
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
人
々
は
自
由
を
獲
得
す
る

た
め
に
長
い
間
戦
っ
て
、そ
の
戦
い
に
勝
利
す
る
こ
と
で
、や
っ
と
自
由
を
獲
得
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。「
自
由
」
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と
は
、
人
々
が
命
懸
け
で
追
求
す
る
な
か
で
や
っ
と
徐
々
に
実
現
し
て
い
く
と
い
う
、
麗
し
き
理
念
だ
っ
た
は
ず

な
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
同
時
に
、
忌
む
べ
き
呪
い
で
も
あ
っ
て
、
ナ
チ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
、
あ
る
い
は

全
体
主
義
、
権
威
主
義
み
た
い
な
も
の
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
フ
ロ
ム
は
そ
う
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

一
部
を
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

 

・「
自
由
は
近
代
人
に
独
立
と
合
理
性
と
を
与
え
た
が
、
一
方
個
人
を
孤
独
に
お
と
し
い
れ
、
そ
の
た
め
個
人

を
不
安
な
無
力
な
も
の
に
し
た
。
こ
の
孤
独
は
た
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
自
由
の
重
荷
か
ら
逃
れ

て
新
し
い
依
存
と
従
属
を
求
め
る
か
、
あ
る
い
は
人
間
の
独
自
性
と
個
性
と
に
も
と
づ
い
た
積
極
的
な
自
由

の
完
全
な
実
現
に
進
む
か
の
二
者
択
一
に
迫
ら
れ
る
」。　
　
　 

（『
自
由
か
ら
の
逃
走
』邦
訳
４
頁
／
傍
線
：
講
師
）

 

・「
わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
、
近
代
社
会
の
機
構
が
同
時
に
二
つ
の
仕
方
で
人
間
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と

を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
仕
方
と
い
う
の
は
、
人
間
は
よ
り
い
っ
そ
う
独
立
的
、
自
律
的
、
批
判

的
に
な
っ
た
こ
と
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
孤
立
し
た
、
孤
独
な
、
恐
怖
に
み
ち
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
」。

（
同
120
～
121
頁
／
傍
線
：
講
師
）

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

 

・「
ひ
と
は
「
…
か
ら
の
自
由
」
の
重
荷
に
た
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
消
極
的
自
由
か
ら
積

極
的
な
自
由
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
け
っ
き
ょ
く
自
由
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
ほ
か
な
い
で

あ
ろ
う
。
現
代
に
お
け
る
逃
避
の
主
要
な
社
会
的
通
路
は
フ
ァ
シ
ス
ト
国
家
に
お
こ
っ
た
よ
う
な
指
導
者
へ

の
隷
属
で
あ
り
、ま
た
わ
れ
わ
れ
民
主
主
義
国
家
に
ひ
ろ
く
い
き
わ
た
っ
て
い
る
強
制
的
な
画
一
化
で
あ
る
」。

（
同
150
～
151
頁
／
傍
線
：
講
師
）

と
に
か
く
自
由
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
実
現
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
や
っ
と
実
現
さ
れ
た
と
思
っ
た
ら
、

そ
の
自
由
か
ら
逃
げ
出
す
人
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
く
る
、
と
。
む
し
ろ
そ
の
自
由
の
重
荷
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
ほ

う
が
一
般
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
自
由
の
間
違
っ
た
用
い
方
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
「
積
極
的
自
由
」　　――
　　

本
当
の
自
由
の
実
現
に
向
け
て
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
フ
ロ
ム
は
論
じ
て
い
ま
す
。

自
由
を
実
現
し
て
き
た
社
会
に
お
い
て
は
、「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
か
「
自
由
の
本
当
の
実
現
」
か
、
そ
の
二
者

択
一
に
直
面
し
て
、
多
く
の
人
々
は
逃
走
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
し
ま
う
と
論
じ
て
い
る
の
で
す
。

22



「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

 
・「
ひ
と
は
「
…
か
ら
の
自
由
」
の
重
荷
に
た
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
は
消
極
的
自
由
か
ら
積

極
的
な
自
由
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
け
っ
き
ょ
く
自
由
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
ほ
か
な
い
で

あ
ろ
う
。
現
代
に
お
け
る
逃
避
の
主
要
な
社
会
的
通
路
は
フ
ァ
シ
ス
ト
国
家
に
お
こ
っ
た
よ
う
な
指
導
者
へ

の
隷
属
で
あ
り
、ま
た
わ
れ
わ
れ
民
主
主
義
国
家
に
ひ
ろ
く
い
き
わ
た
っ
て
い
る
強
制
的
な
画
一
化
で
あ
る
」。

（
同
150
～
151
頁
／
傍
線
：
講
師
）

と
に
か
く
自
由
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
実
現
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
や
っ
と
実
現
さ
れ
た
と
思
っ
た
ら
、

そ
の
自
由
か
ら
逃
げ
出
す
人
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
く
る
、
と
。
む
し
ろ
そ
の
自
由
の
重
荷
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
ほ

う
が
一
般
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
自
由
の
間
違
っ
た
用
い
方
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
「
積
極
的
自
由
」　　――
　　

本
当
の
自
由
の
実
現
に
向
け
て
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
フ
ロ
ム
は
論
じ
て
い
ま
す
。

自
由
を
実
現
し
て
き
た
社
会
に
お
い
て
は
、「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
か
「
自
由
の
本
当
の
実
現
」
か
、
そ
の
二
者

択
一
に
直
面
し
て
、
多
く
の
人
々
は
逃
走
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
し
ま
う
と
論
じ
て
い
る
の
で
す
。
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積
極
的
自
由

そ
れ
で
は
、
積
極
的
自
由
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

ま
ず
、「
束
縛
か
ら
の
自
由
」
は
「
消
極
的
自
由
」
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
社
会
が
近
代
化
し
て
い
く
過
程
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
し
が
ら
み
か
ら
人
々
は
自
由
に
な
っ
て
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
消

極
的
自
由
、
さ
ま
ざ
ま
な
束
縛
か
ら
の
自
由
が
達
成
さ
れ
る
だ
け
で
は
、
単
に
寄
る
辺
の
な
い
状
態
へ
と
人
は
投

げ
出
さ
れ
る
だ
け
で
、
む
し
ろ
ま
っ
た
く
の
空
虚
の
中
で
手
足
を
バ
タ
バ
タ
し
て
い
る
よ
う
な
、
不
安
な
状
態
に

な
っ
て
し
ま
う
、と
フ
ロ
ム
は
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
、結
局
人
は
そ
こ
か
ら
逃
走
し
て
、新
た
な
「
依
存
」
や
「
隷

属
」
へ
と
向
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
、
と
。

で
す
か
ら
フ
ロ
ム
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
積
極
的
自
由
」、
そ
れ
は
「
…
へ
の
自
由
」
と
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、

そ
ち
ら
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

フ
ロ
ム
は
、「
積
極
的
な
自
由
は
全
的
統
一
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
自
発
的
な
行
為
の
う
ち
に
存
す
る
」 

（『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
邦
訳
284
頁
）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、私
の
目
か
ら
す
る
と
少
し
楽
観
的
す
ぎ
る
し
、

そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
し
ん
ど
い
か
ら
逃
げ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
と
も
思
い

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

ま
す
。

け
れ
ど
も
、
フ
ロ
ム
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
受
け
と
め
る
べ
き
こ
と
は
、
単
に
束
縛
か

ら
解
放
さ
れ
て
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
自
由
を
何
に
用
い
る
の
か
を
自
ら
不
断
に
常
に

問
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ
の
努
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
は
本
当
の
自
由
に
な
っ
て
い
く
の
だ
、

と
い
う
主
張
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め

最
後
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

「
カ
ル
ト
」
は
と
て
も
「
楽
し
い
」
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
楽
し
さ
の
一
つ
の
理
由
は
「
自
由
が
無
い
こ
と
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
カ
ル
ト
の
危
険
性
も
ま
た
、「
自
由
が
無
い
こ
と
」
に
あ

り
ま
す
。

価
値
観
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
て
明
確
な
答
え
を
持
っ
て
い
る
人
に
す
べ
て
お
任
せ
し
て
、
そ
れ
に
自
ら
の
自
由

を
す
べ
て
明
け
渡
す
こ
と
は
、
確
か
に
楽
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
由
を
明
け
渡
す
こ
と
は
非
常
に
楽
だ
と
い
う
こ
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「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

ま
す
。

け
れ
ど
も
、
フ
ロ
ム
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
受
け
と
め
る
べ
き
こ
と
は
、
単
に
束
縛
か

ら
解
放
さ
れ
て
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
自
由
を
何
に
用
い
る
の
か
を
自
ら
不
断
に
常
に

問
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
そ
の
努
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
は
本
当
の
自
由
に
な
っ
て
い
く
の
だ
、

と
い
う
主
張
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め

最
後
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

「
カ
ル
ト
」
は
と
て
も
「
楽
し
い
」
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
楽
し
さ
の
一
つ
の
理
由
は
「
自
由
が
無
い
こ
と
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
カ
ル
ト
の
危
険
性
も
ま
た
、「
自
由
が
無
い
こ
と
」
に
あ

り
ま
す
。

価
値
観
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
て
明
確
な
答
え
を
持
っ
て
い
る
人
に
す
べ
て
お
任
せ
し
て
、
そ
れ
に
自
ら
の
自
由

を
す
べ
て
明
け
渡
す
こ
と
は
、
確
か
に
楽
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
由
を
明
け
渡
す
こ
と
は
非
常
に
楽
だ
と
い
う
こ
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と
で
、
そ
れ
を
フ
ロ
ム
は
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
と
呼
ん
だ
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
フ
ロ
ム
の
著
書
は
、

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
か
な
り
細
か
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
明
ら
か
に
し
た
本
で
あ
り
、
今
ま
さ
に
、
読
む
に
値
す
る
本

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
お
話
し
し
た
の
は
、「
自
由
」
は
、
単
に
「
束
縛
か
ら
の
解
放
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
自
由

を
何
に
用
い
る
か
を
自
ら
不
断
に
問
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
問
い
続
け
る
と
い

う
の
は
非
常
に
難
し
い
し
、
大
変
な
作
業
で
す
。
自
分
で
考
え
て
自
分
で
選
ん
で
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
に
自
分

で
責
任
を
負
う
こ
と
は
確
か
に
し
ん
ど
い
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
れ
は
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で

も
あ
る
の
で
す
。
自
分
で
考
え
て
選
択
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
楽
し
い
こ
と
で
す
。
非
常
に
充
実
感
を
伴
う
こ
と

で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
カ
ル
ト
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
は
価
値
観
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
て
、
善
悪
が
く
っ
き
り
し
て
い
て
、
常
に
明
確

な
答
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
と
て
も
魅
力
的
に
も
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
世
の
中
の
こ
と
、

あ
る
い
は
人
生
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
生
身
の
人
間

で
、
そ
う
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
答
え
を
見
つ
け
た
と
か
、
答
え
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
た
ち
は
、
間
違

い
な
く
嘘
つ
き
で
す
。
あ
る
い
は
間
違
っ
て
い
る
。
本
人
が
信
じ
込
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、「
嘘
つ
き
」

「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
間
違
っ
て
い
る
」
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。

特
に
新
入
生
は
右
も
左
も
分
か
ら
な
く
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
不
安
に
思
っ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

安
心
し
て
ほ
し
い
の
は
、
ど
ん
な
大
人
た
ち
も
、
親
も
教
師
も
、
お
坊
さ
ん
た
ち
だ
っ
て
、
み
ん
な
迷
っ
て
い
る

の
で
す
。
迷
い
続
け
て
い
る
し
、
答
え
な
ん
て
誰
も
見
つ
け
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
よ
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
ら
の
自
由
を
行
使
す
る
た
め
に
、
不
断
に
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

学
び
、
問
い
続
け
る
こ
と
を
続
け
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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「カルト」の楽しさ、「自由」のしんどさ

で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
間
違
っ
て
い
る
」
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。

特
に
新
入
生
は
右
も
左
も
分
か
ら
な
く
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
不
安
に
思
っ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

安
心
し
て
ほ
し
い
の
は
、
ど
ん
な
大
人
た
ち
も
、
親
も
教
師
も
、
お
坊
さ
ん
た
ち
だ
っ
て
、
み
ん
な
迷
っ
て
い
る

の
で
す
。
迷
い
続
け
て
い
る
し
、
答
え
な
ん
て
誰
も
見
つ
け
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
よ
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
ら
の
自
由
を
行
使
す
る
た
め
に
、
不
断
に
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

学
び
、
問
い
続
け
る
こ
と
を
続
け
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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