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は
じ
め
に

　

本
稿
は
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
一
七
八
八―

一
八
六
〇
）
の
主
著
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』（
一
八
一
八
）
と
ヨ
ハ
ナ
・
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（
一
七
六
六―

一
八
三
八
）
の
長
編
小
説
第
一
作
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』（
一
八
一
九―

一
八
二
一
）
の
「
比
較
」
の
試
み
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
ヨ
ハ
ナ
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
母―

息
子
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
知
る
人
ぞ
知
る
よ
う
に
、
こ
の
二
人
は
、
母
と
息
子
と
い
う
間
柄
と
し
て
は
、
め
っ
た

に
見
ら
れ
な
い
く
ら
い
の
犬
猿
の
仲
で
あ
っ
た
。
特
に
、
一
八
一
四
年
五
月
激
し
い
衝
突
を
し
た
二
人
は
、
以
降
一
八
三
八
年
四
月
の
ヨ
ハ
ナ
の
死
に
至
る
ま
で
、

二
〇
年
間
と
い
う
も
の
二
度
と
顔
を
合
わ
す
こ
と
が
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
決
定
的
衝
突
の
と
き
、
ヨ
ハ
ナ
は
四
七
歳
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
二
六
歳
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
母
の
葬
式
に
も
参
列
し
て
い
な
い
。

　

敬
愛
す
る
父
が
一
八
〇
五
年
自
殺
と
思
わ
れ
る
変
死
を
遂
げ
た
の
は
、
情
愛
を
欠
い
た
母
の
態
度
に
そ
の
主
た
る
原
因
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
息
子
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
母
に
対
す
る
敵
愾
心
か
ら
生
涯
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と

え
母
と
息
子
の
関
係
に
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ほ
ど
不
仲
の
二
人
の
著
作
を
比
較
す
る
こ
と
に
い
か
な
る
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
し
か
も
、
哲
学
書
と
小
説
の
比

較
と
な
れ
ば
、
そ
の
意
義
は
い
っ
そ
う
認
定
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
く
と
も
、「
比
較
」
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
付
き
纏
い
が
ち
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
哲
学
書
同
士
な
い
し
小
説
同
士
と
い
う
、
い
わ
ば
同
次
元
の
作
品
の
比
較
か
ら
し
て
、
す
で
に
そ
う
な
の
だ
。
だ
と
す
る
な
ら
、
哲

「
諦
念
」
と
い
う
戦
略 ―

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
と
ヨ
ハ
ナ―

須　

藤　

訓　

任
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学
書
と
小
説
の
比
較
と
い
う
本
稿
の
試
み
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
付
け
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
か
。

　
「
比
較
」
の
正
当
化
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
に
主
題
化
す
る
方
法
論
的
考
察
が
本
来
な
ら
別
途
必
要
と
な
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
あ
え
て
、

そ
の
成
果
内
容
を
も
っ
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
応
答
と
し
た
い
。
つ
ま
り
、
本
稿
を
ご
笑
覧
く
だ
さ
っ
た
読
者
に
、
こ
の
比
較
が
有
意
義
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

読
了
後
に
判
断
を
ゆ
だ
ね
た
い
と
思
う
。
随
分
無
責
任
な
！
と
感
じ
ら
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、こ
う
し
た
「
ま
る
な
げ
」
的
態
度
に
出
る
の
は
、「
比

較
」
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察
に
は
、
そ
れ
だ
け
周
到
な
反
省
と
緻
密
な
論
議
や
理
論
構
成
が
要
求
さ
れ
る
、
と
一
方
で
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
、

た
と
え
そ
う
し
た
反
省
や
理
論
構
成
を
な
し
え
た
と
し
て
も
、だ
か
ら
と
い
っ
て
、本
稿
の
テ
ー
マ
を
な
す
個
別
的
な
「
比
較
」
に
つ
い
て
は
、そ
の
こ
と
で
も
っ

て
し
て
、
い
ま
だ
ま
と
も
な
判
断
材
料
が
な
に
も
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
本
稿
の
議
論
を
そ

の
ま
ま
差
し
出
す
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
と
し
て―

―

居
直
り
か
も
し
れ
な
い
が―

―

「
誠
実
」
な
や
り
方
だ
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、一
言
だ
け
挟
ん
で
お
き
た
い
。
複
数
の
著
作
家
同
士
の
「
比
較
」
が
困
難
な
の
は
む
ろ
ん
、一
人
の
思
想
家
や
芸
術
家
の
い
ろ
い
ろ
な
（
多

数
の
）
作
品
を
俎
上
に
載
せ
る
場
合
な
ど
と
は
異
な
り
、
そ
の
た
め
の
「
土
俵
」
が
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
い
う
点
に
存
す
る
面
が
大
き
い
。
本
稿
で
は
あ
る
意

味
で
、
比
較
の
土
俵
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
母
と
子
、
も
う
少
し
広
げ
る
な
ら
、
家
族
と
い
う
の
が
、
そ
の
土
俵
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
文
化
史
的
に
大
き

な
足
跡
を
残
し
た
、
ヨ
ハ
ナ
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
と
い
う
二
人
の
著
作
家―

―

母
と
息
子
で
あ
っ
た
二
人
の
著
作
家
の
、
そ
の
代
表
作
（
偶
然
に
も
、
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
し
か
も
Ｆ
・
Ａ
・
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
社
と
い
う
同
じ
出
版
社
か
ら
上
梓
さ
れ
た
）
に
盛
ら
れ
た
世
界
観
な
い
し
人
間
観
、
お
よ

び
そ
れ
ら
の
描
き
方
の
「
比
較
」
を
通
し
て
、
家
族
の
「
語
り
」
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
よ
す
が
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
と
い
う
の
が
、
本
稿
に
こ
め

ら
れ
た
、
筆
者
の
さ
さ
や
か
な
願
い
で
あ
る
。

第
一
章　

意
志
の
否
定
は
い
か
に
し
て
可
能
か―

―

『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界（１
）』

　

1―

0

　

本
章
で
は
、
同
書
正
編
第
四
巻
「
意
志
と
し
て
の
世
界
の
第
二
考
察―

―

自
己
認
識
の
達
成
時
に
お
け
る
生
へ
の
意
志
の
肯
定
と
否
定
」
を
取
り
上
げ
、
な
か

ん
ず
く
そ
の
「
意
志
の
否
定
」
の
思
想
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
こ
の
テ
ー
マ
選
択
は
む
ろ
ん
、
次
章
以
降
に
展
開
さ
れ
る
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
と
の
比
較
の
必
要
に
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促
さ
れ
た
、
そ
の
下
準
備
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
こ
の
思
想
が
従
来
か
ら
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
全
体
に
お
け
る
難
点
で
あ
る
と
か

矛
盾
で
あ
る
と
か
「
ア
キ
レ
ス
腱
」
で
あ
る
と
か
、指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、世
上
ペ
シ
ミ
ズ
ム
哲
学
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
、
ま
さ
に
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
中
核
を
な
す
、
重
要
思
想
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
思
想
な
し
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
哲
学
の
、
少
な
く
と
も
世
に
流
布
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
成
り
立
ち
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
Ｖ
・
シ
ュ
ピ
ー
ア
リ
ン
グ
は
「
生
へ
の
意
志
の
否
定

4

4

4

4

4

4

4

4―
―

絶
対
善
、
最
高
善 das sum

m
um

 bonum
 

と
し
て
の
無
意
志
性―
―

と
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
思
想
の
最
も
疑
わ
し
い
側
面
の
一
つ
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
　（
２
）が
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
「
疑
わ
し
さ
」
の
解
明
な
い
し
解
消
の
試
み
も―

―

何
度
と
な
く―

―

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
な
さ
れ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　
「
意
志
の
否
定
」
の
思
想
が
疑
わ
し
く
謎
め
い
て
見
え
る
最
大
の
理
由
は
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
が
不
明
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
意
志
は
否

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
納
得
の
ゆ
く
説
明
を
し
て
く
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
そ
の
理
由
付
け
を
ま
っ
た
く

放
棄
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
十
分
な
理
由
づ
け
が
不
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
逆
に
「
意
志
の
否
定
」
の
理
由
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
人
を
食
っ

た
よ
う
な
話
に
も
思
え
よ
う
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
議
論
の
な
し
う
る
ぎ
り
ぎ
り
の
極
限
な
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
順
序
だ
て

て
議
論
を
再
構
成
し
て
ゆ
こ
う
。

　

１―

１
．「
永
遠
の
正
義
」
と
い
う
「
謎
」

　

ま
ず
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』（
以
下
『
世
界
』
と
略
記
）
第
四
巻
の
副
題
が
「
自
己
認
識
の
達
成
時
に
お
け
る
生
へ
の
意
志
の
肯
定
と
否
定
」
で
あ
っ

た
こ
と
を
、思
い
起
こ
そ
う
。
こ
の
場
合
「
自
己
認
識
」
と
は
、生
自
身
に
よ
る
生
の
実
相
の
認
識
を
謂
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」

と
い
う
真
理
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
自
己
認
識
が
達
成
さ
れ
た
暁
に
は
「
意
志
の
肯
定
」
も
「
否
定
」
も
、
両
方
と
も
が
成
立
し
う

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
副
題
が
意
味
す
る
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
自
己
認
識
」
は
、
世
界
の
本
質
が
意
志
と
し
て
不
滅
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
人
間
の
本
質
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
個
人
と
し
て

は
死
の
運
命
を
免
れ
な
い
と
し
て
も
、
本
質
と
し
て
は
決
し
て
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
含
意
す
る
。
た
と
え
、
ど
れ
ほ
ど
の
苦
痛
が
生
に
は
つ

き
物
で
あ
る
に
せ
よ
、そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
完
全
に
死
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。こ
う
し
た
認
識
か
ら
は
、「
生
へ
の
意
志
の
肯
定
」が
帰
結
す
る
と
、シ
ョ
ー
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ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
言
う
。
少
々
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
お
こ
う
。
死
を
思
う
と―

―

　
「
わ
れ
わ
れ
は
自
暴
自
棄
の
感
情
に
襲
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
理
性
が
登
場
し
、
自
暴
自
棄
の
感
情
の
忌
ま
わ
し
い
印
象
を
大
部
分
克
服

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
理
性
は
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
高
い
見
地
に
立
た
せ
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
ま
や

全
体
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
…
一
人
の
人
間
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
真
理
を
し
っ
か
り
と
心
に
刻
み
込
み
な
が
ら
、
同
時
に
自
分
の

経
験
か
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
だ
洞
察
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
に
お
い
て
持
続
的
な
受
苦
こ
そ
が
本
質
的
で
あ
る
と
認
識
す
る
ま
で
は
い
た
っ
て
い
な
い
と
し

よ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
人
生
に
満
足
を
見
い
だ
し
、
人
生
は
十
二
分
に
快
適
で
あ
り
、
つ
ら
つ
ら
考
え
て
み
る
と
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
き
た
よ
う

な
人
生
行
路
が
無
限
に
持
続
す
る
か
、
い
つ
も
新
た
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
願
望
す
る
の
だ
と
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
人
の
生
き
る
意
欲
は
大
変
強
い
の

で
、
人
生
を
楽
し
む
た
め
と
あ
ら
ば
、
ど
ん
な
苦
難
や
苦
労
に
人
生
が
巻
き
込
ま
れ
よ
う
と
、
喜
び
勇
ん
で
受
け
入
れ
る
の
だ
と
し
て
み
よ
う
。
そ
う
い
う
人
な

ら
ば
、「
確
乎
と
し
た
堅
固
な
骨
に
支
え
ら
れ
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
持
続
す
る
大
地
の
上
に
」
立
ち
、
な
に
も
の
も
恐
れ
る
に
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
が
彼
に
添
え
た
認
識
で
武
装
し
、
時
の
翼
に
乗
っ
て
急
ぎ
来
る
死
を
も
の
と
も
せ
ず
、
死
な
ど
ま
や
か
し
の
仮
象
、
弱
虫
を
脅
か
す
無
力
な
亡
霊
に
す
ぎ
な
い

と
み
な
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
亡
霊
は
、
自
分
が
全
世
界
を
お
の
れ
の
客
体
化
な
い
し
模
造
と
す
る
か
の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
い
か
な
る
力
も

及
ぼ
し
え
な
い
の
だ
。
こ
の
人
は
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
と
き
に
も
人
生
を
、
ま
た
意
志
の
現
象
の
本
来
の
唯
一
的
形
式
で
あ
る
現
在
を
確
か
な
も
の
と
し
て

お
り
、
そ
の
人
が
存
在
し
な
い
無
限
の
過
去
に
も
未
来
に
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
人
は
過
去
や
未
来
を
、
マ
ー
ヤ
ー
の
無
益
な
目
く

ら
ま
し
の
織
物
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
太
陽
が
夜
を
恐
れ
な
い
よ
う
に
、
死
を
恐
れ
る
必
要
は
こ
れ
っ
ぽ
ち
も
な
い
の
で
あ
る
。」

（S. 406f. 

以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
頁
数
は
『
世
界
』
初
版
の
そ
れ
で
あ
る
。）

　

こ
こ
に
描
か
れ
た
、
人
間
の
姿
と
は
、
ま
さ
し
く
人
生
に
前
向
き
な
、
死
に
も
た
じ
ろ
が
ぬ
ほ
ど
「
健
全
な
」
精
神
の
持
ち
主
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
自
分
の
思
想
が
こ
う
し
た
生
の
「
肯
定
」
と
十
分
に
両
立
的
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
場
で
宣
言
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
は
一
つ
だ
け
留
保
を

つ
け
て
い
る
。こ
の
健
全
な
精
神
は
、シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
基
本
を
呑
み
込
ん
で
い
る
に
せ
よ
、「
自
分
の
経
験
か
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
だ
洞
察
に
よ
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
生
に
お
い
て
持
続
的
な
受
苦
こ
そ
が
本
質
的
で
あ
る
と
認
識
す
る
ま
で
は
い
た
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
生
に
と
っ
て
の
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受
苦
の
本
質
性
を
論
証
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
の
否
定
の
立
場
に
対
す
る
眺
望
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
予
想
が
当
然
の
よ
う
に
開
け

て
く
る
。

　

は
た
し
て
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
こ
の
引
用
の
少
し
後
か
ら
、
生
に
本
質
的
な
受
苦
（
苦
痛
や
そ
の
ネ
ガ
と
し
て
退
屈
）
の
模
様
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
述
し
て

ゆ
く
（
特
に
第
二
版
以
降
の
第
五
六―

五
八
節
に
お
い
て
。
初
版
で
は
節
番
号
は
な
に
も
付
さ
れ
ず
、
節
に
相
当
す
る
区
分
け
は
横
線
の
挿
入
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
の
み
）
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
、
生
へ
の
意
志
の
肯
定
が
否
定
に
転
換
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
論
述
の
次
第
も
そ
の
よ
う
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
議
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
、
生
か
ら
抜
き
去
り
が
た
い
受
苦
の
生
態
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
後
に
は
、
意
志
の
肯
定
が
個
人
的
領
域
を

越
え
て
実
行
さ
れ
る
代
表
的
事
例
と
し
て
生
殖
と
不
正
（
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
し
て
社
会
的
正
義
や
国
家
制
度
）
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
と
の
連
関
で

「
永
遠
の
正
義
」（
第
二
版
以
降
の
第
六
三
節
）
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
初
め
て
、
意
志
の
否
定
へ
と
舵
が
切
ら
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
持
続
的
受
苦
が
生
に
本
質
的
で
あ
る
」
と
は
単
に
、
世
に
受
苦
が
蔓
延
し
て
い
る
と
か
、
苦
痛
や
苦
悩
が
人
生
に
は
つ
き
物
だ
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
世
の
受
苦
が
い
か
に
多
大
で
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
自
分
の
受
苦
と
な
っ
て
い
な

け
れ
ば
、
そ
れ
で
な
に
も
困
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
引
用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
か

に
つ
ら
い
受
苦
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
結
果
的
に
人
生
の
享
受
に
落
着
す
る
な
ら
ば
、
お
お
い
に
歓
迎
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
、
人
生
を
本

当
の
意
味
で
楽
し
む
と
い
う
こ
と
だ
と
は
、
多
く
の
人
が
同
意
し
よ
う
。
受
苦
や
苦
労
な
し
に
、
本
物
の
歓
喜
も
あ
り
え
な
い
、
と
。

　

だ
と
す
る
な
ら
、
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
転
換
の
鍵
を
な
す
は
ず
の
「
持
続
的
受
苦
が
生
に
本
質
的
で
あ
る
」
と
い
う
洞
察
の
実
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
狙
い
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
意
志
の
否
定
の
立
場
に
転
換
す
る
十
分
な
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
理
由
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
表
面
的
に
は
い
か
に
快
適
で
安
逸
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
意
志
の
否
定
の
立
場

に
身
を
移
す
だ
け
の
十
分
な
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
し
か
し
、
一
体
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
。

　

個
人
と
し
て
は
い
か
に
安
楽
な
生
活
を
送
っ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
形
で
他
者
の
受
苦
が
そ
こ
に
は―

―

個
人
そ
れ
自
体
に
は
見
え
に
く
い
と
し

て
も―

―

張
り
付
い
て
い
る
。
他
者
の
受
苦
は
個
人
の
責
任
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
の
享
楽
を
追
及
す
る
に
し
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
倫
理
的
に
非
難
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
大
き
な
前
提
が
あ
る
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
嗅
ぎ
付
け
る
。

そ
れ
は
、
他
者
の
受
苦
が
自
分
と
は
基
本
的
に
無
関
係
だ
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ



�

る
。
果
た
し
て
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
世
の
受
苦
の
す
べ
て
が
、
自
分
が
個
人
的
に
感
じ
て
い
な
い
そ
れ
も
含
め
て
、
同
時
に
自
分
の
受
苦
で
も
あ
る
と
す

る
な
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
は
、
世
が
い
か
に
受
苦
に
ま
み
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
自
分
だ
け
は
そ
れ
か
ら
逃
れ
て
い
る
、
と
安
穏
と
し
た
顔
を
し
て

い
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
世
の
す
べ
て
の
受
苦
・
苦
痛
・
苦
悩
は
、
す
べ
て
「
わ
た
し
の
」
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

　

だ
と
し
た
ら
、
わ
た
し
一
人
が―

―

幸
運
に
も―

―

受
苦
を
知
ら
な
い
な
ど
と
は
到
底
言
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
世
に
宿
命
的
に
巣
食
う
苦
痛
・
苦
悩
は
す

べ
て
「
本
質
的
」
に
「
わ
た
し
」
の
苦
痛
・
苦
悩
な
の
だ
。
そ
の
と
き
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
受
苦
は
絶
対
的
に
根
絶
不
可
能
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
も
、「
わ

た
し
」
の
「
本
質
」
が―

―

上
の
引
用
も
暗
示
し
て
い
た
よ
う
に―
―

永
久
不
滅
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、「
わ
た
し
」
は
決
定
的
に
受
苦
的
存
在
で
し
か

あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
、
ど
う
し
た
ら
自
他
の
受
苦
の
こ
の
「
本
質
的
」
同
一
性
が
論
証
で
き
る
の
か
。
そ
の
論
証
に
取
り
組
む
の

が
、
第
四
巻
に
お
い
て
「
永
遠
の
正
義
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
箇
所
（
初
版
五
〇
五―

五
一
三
頁
、
そ
れ
以
降
の
版
の
第
六
三
節
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
こ
そ
が
、
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
転
換
の
軸
と
な
る
箇
所
な
の
で
あ
る
。

　
「
永
遠
の
正
義
」
の
意
味
内
容
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
個
人
の
そ
の
他
の
も
の
か
ら
の―

―

　
「
こ
の
分
離
は
し
か
し
、
ま
さ
に
た
だ
現
象
の
う
ち
に
の
み
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
自
体
の
う
ち
に
で
は
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
上
に
永
遠
の
正

義
は
成
立
し
て
い
る
。―

―

実
際
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
幸
運
が
存
立
し
、
あ
ら
ゆ
る
利
発
さ
が
逍
遥
す
る
の
は―

―

掘
り
崩
さ
れ
た
土
地
の
上
な
の
で
あ
る
。
幸
運

や
利
発
さ
は
人
を
災
難
か
ら
護
り
享
楽
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
人
と
は
単
な
る
現
象
で
あ
る
。
人
が
他
の
個
人
と
は
異
な
り
他
の
個
人
が
こ
う
む
っ
て

い
る
受
苦
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
現
象
の
形
式
で
あ
る
「
個
体
化
の
原
理 principium

 individuationis 

」
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

事
物
の
真
の
本
質
か
ら
す
る
な
ら
、
各
人
は
、
自
分
が
生
へ
の
確
乎
と
し
た
意
志
で
あ
る
限
り
、
つ
ま
り
、
全
力
で
生
を
肯
定
し
て
い
る
限
り
、
世
の
あ
ら
ゆ
る

受
苦
を
自
分
の
受
苦
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
お
よ
そ
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
受
苦
を
自
分
に
と
っ
て
現
実
的
で
あ
る
と
見
な
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
個
体
化
の
原
理
を
透
視
す
る durchschauen 

認
識
に
と
っ
て
は
、
時
間
内
の
幸
運
な
生
は
、
無
数
の
他
者
の
受
苦
の
た
だ
な
か
で
、
偶
然
に
よ
っ

て
贈
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
利
発
さ
に
よ
っ
て
偶
然
か
ら
勝
ち
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、―

―

そ
れ
は
し
か
し
、
物
乞
い
の
夢
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

夢
の
な
か
で
は
物
乞
い
は
国
王
な
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
醒
め
て
、
つ
か
の
間
の
錯
覚
に
よ
っ
て
自
分
の
生
の
受
苦
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
た
だ
け
な
の
だ
と
、
悟

ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。」（S. 508ｆ．

）
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要
す
る
に
、
現
象
と
し
て
は
、
受
苦
の
分
配
に
は
は
な
は
だ
し
い
偏
差
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
質
と
し
て
は
、
つ
ま
り
物
自
体
と
し
て
の
意
志
の
観
点

か
ら
す
る
な
ら
、
個
体
間
の
区
別
な
ど
無
意
味
に
な
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え
他
者
の
受
苦
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
自
己
の
受

苦
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
、
い
か
に
人
生
を
こ
の
上
な
く
快
適
に
享
楽
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
受
苦
の
本
質
性
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
だ
。

そ
れ
は
意
志
の
側
か
ら
表
現
す
る
な
ら
、
意
志
は
「
そ
の
激
し
い
衝
迫
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
肉
に
歯
を
立
て
な
が
ら
、
自
分
は
い
つ
も
た
だ
自
身
を
傷
つ
け
て

い
る
だ
け
で
、そ
の
よ
う
に
し
て
、自
分
の
内
奥
に
巣
食
う
自
己
抗
争 der W

iderstreit m
it sich selbst 

を
、個
体
化
の
媒
体
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結
局
、「
苦
し
め
る
者
と
苦
し
め
ら
れ
る
者
と
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。」（S. 510

）
世
界
に
お
け
る
「
永
遠
の
正
義
」
の
君
臨
と
は
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
問
題
は
こ
の
「
永
遠
の
正
義
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
点
で
、
引

用
中
に
あ
っ
た
「
個
体
化
の
原
理
を
透
視
す
る
」
と
い
う
表
現
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
以
降
、
つ
ま
り
、『
世
界
』
第
四
巻
後
半
に

お
い
て
、
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
表
現
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
引
用
箇
所
が
初
出
と
い
っ
て
よ
い
。（
そ
れ
以
前
に
は
二
回 S. 365 

と S. 432 

に
同
じ
表
現
が

出
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
は
後
述
の
、
つ
ま
り
引
用
箇
所
以
降
で
展
開
さ
れ
る
内
容
の
、
先
取
り
で
あ
る
。）
と
こ
ろ
が
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
出
で
あ
る
こ
の

表
現
に
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
ろ
く
な
解
説
を
加
え
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
読
者
か
ら
す
る
な
ら
、
そ
の
理
解
が
困
難
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
特
に
初

版
序
文
に
お
け
る
著
者
の
要
求
（S.V

II

）
に
し
た
が
っ
て
、
二
度
本
書
を
読
む
も
の
に
と
っ
て
は
そ
う
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」
そ
の
も
の
の
解
説
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
条
件
と
な
る
よ
う
な
出
来
事―

―

そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、「
永

遠
の
正
義
」
の
間
接
的
証
拠
と
も
な
る
出
来
事
で
あ
る―

―

を
、
い
わ
ば
、
そ
の
物
証
（
経
験
的
証
拠
）
と
な
る
出
来
事
を
、
引
用
の
直
前
に
挙
げ
て
お
り
、「
透

視
」
の
理
解
の
準
備
を
、
そ
の
意
味
で
果
た
し
て
い
る
。
物
証
と
は
、
い
わ
ゆ
る
超
常
現
象
（
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
後
述
の
講
義
で
は
「
非
自
然
的
な
も
の
」

V
N
4, S. 189 

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
）
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
の
「
戦
慄 Grausen 

」
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
ん
だ
人
が
生
き
返
っ
た
り
、

過
去
や
未
来
が
現
在
に
現
れ
た
り
す
る
と
い
う
経
験
と
は
、
事
象
の
因
果
関
係
に
綻
び
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
根
拠
律
に
例
外
が

発
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
人
は
「
個
体
化
の
原
理
」（
根
拠
律
と
は
こ
れ
の
別
名
で
あ
る
）
に
迷
い
を
覚
え
、
戦
慄
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
こ
う
し
た
戦
慄
的
経
験
は
、「
個
体
化
の
原
理
」
に
則
っ
て
進
行
す
る
世
界
が
「
真
の
」
世
界
で
は
な
く
、
単
な
る
現
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
唆

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
か
に
「
個
体
化
の
原
理
」
に
囚
わ
れ
て
生
き
か
つ
認
識
し
て
い
る
者
で
あ
れ
、
そ
れ
が
迷
妄
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
心
の
ど
こ
か
で
は
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漠
然
と
予
感
し
て
お
り
、
そ
の
予
感
が
戦
慄
的
体
験
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
、
そ
れ
が
「
個
体
化
の
原
理
」
の
「
透
視
」
に
つ
な
が
る
の
だ
、
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は

踏
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
戦
慄
的
経
験
な
ど
を
証
拠
と
し
て
、「
個
体
化
の
原
理
」
は
現
象
界
の
形
式
と
し
て
の
そ
の
正
体
を
見
破
ら
れ
、「
個
体
化
の
原
理
」
が
支
配
す

る
現
象
界
を
貫
い
て
、
そ
の
奥
に
潜
む
「
本
質
」
の
世
界
、
物
自
体
と
し
て
の
意
志
の
世
界
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
そ
こ
に
君
臨
す
る
「
永
遠
の
正
義
」
を
見
届
け

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
透
視
」
と
い
う
語
が
意
味
す
る
の
は
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
み
て
く
れ
ば
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
「
永

遠
の
正
義
」
の
思
想
は
こ
の
限
り
で
、
さ
し
た
る
問
題
も
抱
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
は
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
さ
き
に
「
個
体
の
原
理
の
透
視
」
と
い
う
表
現
に
何
ら
解
説
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
と

さ
ら
に
指
摘
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
問
題
は
、「
永
遠
の
正
義
」
と
「
透
視
」
と
の
理
論
上
の
先
後
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
論
述

の
仕
方
で
は
、「
透
視
」
が
「
永
遠
の
正
義
」
の
認
識
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、「
永
遠
の
正
義
」
が
「
透
視
」
の
存
在
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が
、

し
か
し
、
戦
慄
的
経
験
の
物
証
だ
け
で
は
い
か
に
も
、「
透
視
」
を
基
礎
づ
け
る
に
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
超
常
現
象
は
人
間
の
認
識
機
構
の

側
の
不
具
合
や
故
障
に
よ
っ
て
も
説
明
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
第
四
巻
全
体
に
お
け
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
議
論
の
運
び
は
、「
永
遠
の
正
義
」

の
論
証
に
よ
っ
て
、「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」
を
「
形
而
上
学
的
に
」
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
、
そ
の
本
来
の
狙
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
透

視
」
の
語
は
、「
永
遠
の
正
義
」
を
論
じ
た
箇
所
で
は
た
か
だ
か
二
回
（
引
用
箇
所
お
よ
び S. 509

）
し
か
出
現
し
な
い
の
に
、
そ
れ
以
降
、
徳
や
愛
や
禁
欲
な

ど
の
倫
理
が
テ
ー
マ
と
な
る
や
、
頻
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
確
認
し
た
よ
う
に
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
論
述
は
「
透
視
」
に
よ
っ

て
「
永
遠
の
正
義
」
を
（
認
識
論
的
に
）
根
拠
付
け
る
形
で
進
行
し
て
い
た
。
こ
れ
で
は
「
透
視
」
の
根
拠
付
け
は―

―

「
透
視
」
を
根
拠
付
け
る
は
ず
の
「
永

遠
の
正
義
」
が
逆
に
「
透
視
」
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
形
で
循
環
し―

―

空
回
り
し
て
し
ま
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
一
八
二
〇
年
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
行
な
わ
れ
た
講
義
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
講
義
は
「
全
哲
学
、
す
な
わ
ち
、
世
界
の
本

質
と
人
間
精
神
の
学
説
に
関
す
る
講
義
」
と
題
さ
れ
、『
世
界
』
の
出
版
後
一
年
数
ヶ
月
し
て
挙
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
基
本
的
に
『
世
界
』
の
思
想
に
準

拠
し
、
全
四
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
四
部
の
題
名
は
「
人
倫
の
形
而
上
学 M

etaphysik der Sitten 

」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
『
世
界
』
第
四
巻
の
思

想
内
容
を
披
露
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
永
遠
の
正
義
」
を
論
じ
た
章
も
そ
の
な
か
に
は
当
然
含
ま
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
「
永
遠
の
正
義
に
つ
い
て
」

と
題
さ
れ
た
第
七
章
（V

N
4, S. 179︲193

）
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
こ
の
章
は
『
世
界
』
の
当
該
箇
所
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
論
述
が
な
さ
れ



� 「諦念」という戦略（須藤）

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

講
義
で
は
、「
永
遠
の
正
義
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
「
超
越
論
的
な transscendental 

立
場
」
か
ら
の
考
察
で
あ
る
こ
と
が
再
三
強
調
さ
れ
、そ
れ
は
ま
た
「
思

弁 Spekulation 

」
で
あ
る
と
も
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
（ibid., S. 179, 180, 183, 186, 188

）。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
に
お
け
る
「
超
越
論
」（
お
よ

び
「
超
越
」）
に
関
し
て
は
、
別
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、「
超
越
論
的
、
す
な
わ
ち
、
経
験
と
経
験
の
諸
法
則
と
を

越
え
出
て
ゆ
く
こ
と
」（ibid. S. 179

）
と
い
う
規
定
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
で
こ
と
足
り
る
。

　

実
は
、transscendental 

と
い
う
語
は
『
世
界
』
初
版
で
は―
―

カ
ン
ト
批
判
の
「
付
録
」
を
除
外
し
た
本
編
に
お
い
て
は―

―

ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
筆
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
、
三
十
八
頁
に
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
の
文
脈
で
、
そ
れ
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
一
つ
の
哲
学
的
立
場
を
指
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
限
り
、

否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
、
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
講
義
に
お
け
る
こ
の
語
の
使
用
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
自
覚
的

に
「
経
験
と
経
験
の
諸
法
則
を
越
え
出
て
ゆ
く
」、
形
而
上
学
的
な
「
思
弁
」
の
立
場
を
意
味
す
る
と
さ
れ
、「
永
遠
の
正
義
」
を
論
じ
た
第
七
章
に
そ
の
使
用
が

も
っ
ぱ
ら
限
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
言
い
方
を
確
か
め
よ
う
。

　
「
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
行
為
の
本
来
内
的
な
倫
理
的
意
義
の
叙
述
に
移
る
。
こ
の
叙
述
は
超
越
論
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
経
験
と
経
験
の
諸
法
則

を
越
え
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
へ
の
道
を
わ
れ
わ
れ
に
開
い
て
く
れ
る
の
は
、
永
遠
の
正
義

4

4

4

4

4

の
考
察
で
あ
る
…
。
こ
の
永
遠
の
正
義
の
本
質
を
捉
え
る
者

だ
け
が
、
の
ち
に
、
行
為
の
倫
理
的
意
義
を
、
そ
れ
ゆ
え
徳
と
悪
徳
の
本
質
を
把
握
し
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
こ
の
考
察
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
単
な

る
現
象
な
い
し
経
験
の
領
域
を
離
れ
る
。
永
遠
の
正
義
は
経
験
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
…
ま
さ
に
時
間
の
う
ち
に
あ
り
え
な
い
が
、

あ
ら
ゆ
る
経
験
は
時
間
の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
…
永
遠
の
正
義
を
認
識
す
る
た
め
に
は
超
越
論
的
な
立
場
を
と
っ
て
、
経
験
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
単
な

る
現
象
か
ら
、
経
験
の
う
ち
に
現
象
す
る
本
質
そ
れ
自
体
へ
を
わ
が
身
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
や
い
な
や
、
わ
れ
わ
れ
に
は
時
間
・
空
間
・
因

果
性
が
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
個
体
の
あ
ら
ゆ
る
多
数
性
や
相
違
も
消
え
去
り
、
時
空
内
の
あ
ら
ゆ
る
遠
近
も
崩
れ
去
る
こ
と
に
な
る
。
…
だ
か
ら
永
遠
の
正
義
を
捉

え
う
る
の
は
、
思
弁
の
助
け
を
借
り
て
、
超
越
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
の
立
場
に
ま
で
わ
が
身
を
高
め
た
者
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
経
験
は
単
な
る

現
象
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ま
た
、
経
験
か
ら
抜
け
出
て
、
経
験
の
う
ち
に
現
象
す
る
本
質
そ
れ
自
体
へ
と
移
り
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
が
課
す
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
経
験
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
糸
を
無
限
に
紡
い
で
ゆ
こ
う
と
も
、
決
し
て
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
謎
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
る
の
で
あ
る
。」（ibid., 
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S. 179︲186. 

こ
れ
ら
の
文
章
は
す
べ
て
『
世
界
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。）

　

こ
こ
で
は
「
超
越
論
的
な
立
場
を
と
っ
て
、
経
験
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
単
な
る
現
象
か
ら
、
経
験
の
う
ち
に
現
象
す
る
本
質
そ
れ
自
体
へ
を
わ
が
身
を
高
め
」

る
こ
と
が
半
ば
自
明
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
唯
一
形
而
上
学
的
「
思
弁
」
だ
け
で
あ
る
。
逆
の
形
で
換
言
す
る
な
ら
、「
本
質
そ
れ
自
体
」

へ
の
到
達
は
究
極
的
に
は
「
思
弁
」
の
独
断
に
よ
る
ほ
か
な
い
、と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
認
め
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
、こ
の
「
思
弁
」
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
「
永

遠
の
正
義
」
の
意
味
内
容
は
、『
世
界
』
に
お
い
て
「
戦
慄
」
的
経
験
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
講
義
で
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
）
の
物
証
に
よ
っ
て
割
り
出
さ
れ
て
き

た
そ
れ
と
、
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
受
苦
と
は
い
か
な
る
受
苦
で
あ
れ
、
い
わ
ば
、
物
自
体
（
世
界
の
「
本
質
そ
れ
自
体
」）
と
し
て
の
意
志
の

自
傷
行
為
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
永
遠
の
正
義
」
の
こ
の
意
味
内
容
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」
も
倫
理
的
な
意
義
を
基
礎
付
け
ら

れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、『
世
界
』
第
四
巻
の
後
半
で
展
開
さ
れ
る
有
徳
行
為
や
禁
欲
も
、
さ
ら
に
は
「
意
志
の
否
定
」
そ
の
も
の
も
し
か
る
べ
き
論
拠
を
獲
得
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
常
々
経
験
を
尊
重
し
、
意
志
を
物
自
体
と
し
て
剔
抉
す
る
際
に
も
人
間
身
体
と
い
う
経
験
的
対
象
を
手
が
か
り
に
類
推
的
に
証
拠
を

積
み
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
だ
け
に
、ま
た
、「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」
か
ら
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
超
越
論
的
哲
学
（
カ

ン
ト
の
「
超
越
論
的
」
と
こ
こ
で
の
「
超
越
論
的
」
と
で
は
む
ろ
ん
意
味
が
異
な
る
。
こ
こ
で
の
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
用
語
法
で
は
む
し
ろ
「
超
越
的 

transzendent 

」
の
意
味
に
近
い
）
を
打
ち
立
て
た
カ
ン
ト
の
衣
鉢
を
継
ぐ
こ
と
を
自
ら
の
哲
学
的
使
命
と
し
て
い
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
だ
け
に
、こ
の
「
超
越
論
」

の
独
断
の
宣
揚
に
は
少
々
驚
か
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
著
作
の
ほ
う
で
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
経
験
論
的
な
手
法
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
手
法
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
自
身
こ
こ
で
、「
経
験
が
課
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
経

験
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
糸
を
無
限
に
紡
い
で
ゆ
こ
う
と
も
、
決
し
て
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
謎
」
と
綴
る
と
き
、
認
め
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、「
永
遠

の
正
義
」
と
は
、「
戦
慄
」
の
経
験
（
お
よ
び
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
基
づ
け
ら
れ
た
限
り
で
の
「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」）
に
よ
っ
て
は
解
決
で
き
な
い
「
謎
」
な

の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
、
講
義
で
は
「
永
遠
の
正
義
」
を
論
じ
た
第
七
章
で
は
、
著
書
と
は
異
な
り
、「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、「
行
為
の
倫
理
的
意
義
」
を
論
じ
る
次
の
第
八
章
で
は
頻
出
す
る
が
、
第
七
章
に
お
け
る
こ
の
沈
黙
は
、
何
を
意
味
す
る
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の
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
い
、「
超
越
論
的
立
場
」
を
と
る
講
義
の
ほ
う
で
は
「
透
視
」
の
援
用
が
必
要
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
な
い

の
だ
。
つ
ま
り
、「
超
越
論
的
思
弁
」
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
「
永
遠
の
正
義
」
に
よ
っ
て
、「
透
視
」
は
（
存
在
論
的
に
）
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
永

遠
の
正
義
」
を
論
証
す
る
た
め
に
、
も
は
や
「
透
視
」
は
（
認
識
論
的
に
）
不
可
欠
と
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、「
超
越
論
的
思
弁
」
の
独
断
は
理
論
的
に
難
点
が
払
拭
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
字
義
ど
お
り
に
は
理
論
的
正
当
化
が
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
経
験
論
的
手
法
を
一
貫
さ
せ
た
著
書
よ
り
も
、
講
義
に
お
け
る
「
永
遠
の
正
義
」
の
「
超
越
論
」
の
ほ
う
が
、
少
な
く
と
も
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
倫
理
思

想
全
体
の
構
想
か
ら
す
る
な
ら
、
理
論
構
成
上
、
よ
り
整
っ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
　（
３
）。
そ
の
方
が
、
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
転
回
の
理
由
付

け
や
様
相
が
よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
転
回
の
軸
を
な
す
の
が
「
永
遠
の
正
義
」
に
関
す
る
議
論
だ
と
先
に
述
べ
た
が
、
軸
と
な
る
「
永
遠

の
正
義
」
が
「
超
越
論
的
」
で
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
し
て
そ
の
前
後
を
な
す
意
志
の
肯
定
と
否
定
の
論
述
が
と
も
に
経
験
論
的
で
あ
っ
て
こ
そ
、
転
回
の
模
様
が
よ

り
呑
み
込
み
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
理
論
的
正
当
化
の
）
不
可
能
な
「
超
越
論
的
思
弁
」
が
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
転
轍
を
可
能
に
す
る
の
で

あ
る
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
倫
理
思
想
は
い
わ
ば
中
空
構
造
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
の
中
空
と
し
て
屹
立
す
る
の
が
「
永
遠
の
正
義
」
で
あ
る
。

　

1―

2
．「
禁
欲
」
か
ら
そ
の
彼
方
へ

　

こ
う
し
て
、
意
志
の
否
定
へ
と
舵
は
切
ら
れ
た
。
以
降
の
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
叙
述
は―

―

そ
れ
以
前
の
叙
述
が
、
意
志
の
肯
定
の
個
体
的
段
階
か
ら
、
個
体
的

範
囲
を
越
え
て
拡
大
さ
れ
る
、
生
殖
や
、
他
の
意
志
の
圏
域
へ
と
侵
入
し
て
い
く
「
不
正
」
の
段
階
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
の
と
、
ま
さ
に
パ
ラ
レ
ル
に―

―

意
志

の
否
定
の
立
場
を
倫
理
的
美
徳
の
よ
り
低
次
の
段
階
か
ら
高
次
の
段
階
へ
と
跡
付
け
て
ゆ
き
、
最
後
に
完
全
な
否
定
の
立
場
を
描
い
て
『
世
界
』
初
版
の
全
編
は

閉
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
行
論
の
都
合
上
、
完
全
な
意
志
の
否
定
の
立
場
と
そ
の
一
歩
手
前
の
立
場
で
あ
る
「
禁
欲 A

sketik 

」
の
立
場
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
考
察
か
ら
論
を
起
こ
す
こ
と
に
し
た
い
。
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
議
論
は
、
い
ろ
い
ろ
後
先
し
錯
綜
し
て
い
て
、
つ
か
み
に
く
い
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
整
理
し
て
み
る
な
ら
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

禁
欲
に
と
っ
て
は
、
同
じ
く
「
個
体
化
の
原
理
」
を
「
透
視
」
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
前
の
段
階
で
あ
る
「
博
愛 M

enschenliebe 

」
と
は

異
な
り
、「
他
人
を
自
分
と
同
じ
く
愛
し
、
他
人
の
た
め
に
自
分
の
た
め
と
同
じ
だ
け
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
も
は
や
十
分
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
禁
欲
者
の
う
ち
に
は
、
自
分
自
身
の
現
象
が
表
現
と
な
っ
て
い
る
本
質
に
対
す
る
、
つ
ま
り
生
へ
の
意
志
に
対
す
る
、
悲
惨
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
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た
か
の
世
界
の
核
心
で
あ
り
本
質
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
、嫌
悪
が
発
生
す
る
。」（S. 547

）
そ
の
点
で
、禁
欲
者
に
あ
っ
て
は―

―

個
別
的
場
当
た
り
的
「
同
情
」

に
留
ま
る
「
博
愛
」
と
は
違
い―

―

意
志
は
反
転
し
、
自
ら
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
禁
欲
者
は
、
自
発
的
に
完
全
な
性
的
純
潔
に
生
き

（S. 547

）、
ま
た
自
発
的
・
意
図
的
に
貧
窮
に
生
き
る
。
そ
れ
は
単
に
、
他
人
の
受
苦
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
自
分
の
所
有
物
を
放
棄
す
る
結
果
で
は
な
く
、
貧

窮
自
体
が
目
的
と
な
っ
て
、
意
志
の
弱
体
化 M

ortifikation 

を
目
指
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
望
の
満
足
が
、
嫌
悪
す
べ
き
意
志
を
再
び
刺
激
し
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
で
あ
る
（S. 548

）。
こ
う
し
て
、「
狭
義
の
」―

―

と
い
う
わ
け
は
、
広
い
意
味
で
の
意
志
の
否
定
（
そ
の
う
ち
に
は｢

博
愛｣

も
含
ま
れ
よ
う
）

は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
形
で
禁
欲
的
側
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
ろ
う―
―

「
禁
欲
」
と
は
、「
快
の
拒
絶
と
不
快
の
捜
索
に
よ
る
、
意
志
の
意
図
的
な

4

4

4

4

断
裁
で
あ
り
、

意
志
の
弱
体
化
の
た
め
に
み
ず
か
ら
選
択
し
た
贖
罪
的
な
生
き
方
で
あ
り
自
己
へ
の
責
め
苦
で
あ
る
」（S. 563

）
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
こ
の
行
論
の

途
上
で
、
次
の
よ
う
な
印
象
的
な
文
章
も
、
わ
れ
わ
れ
は
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る
。「
世
界
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
最
も
意
義
深
い
、
最
大
・
最
重
要
の
現
象

と
は
世
界
の
征
服
者
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
世
界
の
超
克
者
、
し
た
が
っ
て
実
際
、
そ
う
し
た
人
間
の
静
か
で
目
立
た
な
い
生
き
様
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
の
人
は
自
分
に
芽
生
え
た
認
識
の
た
め
に
、
一
切
を
満
た
し
一
切
を
駆
動
し
推
進
す
る
生
へ
の
意
志
を
断
念
し
否
定
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
意
志
の

自
由
が
こ
こ
で
初
め
て
、
つ
ま
り
そ
の
人
の
う
ち
で
の
み
、
現
れ
出
で
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
い
ま
や
そ
の
人
の
行
な
い
は
通
常
の
人
間
と
は
正

反
対
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。」S. 554
）

　

し
た
が
っ
て
、
禁
欲
に
あ
っ
て
は
受
苦
は
、
自
発
的
な
貧
窮
だ
け
で
な
く
、
外
的
な
そ
れ
、
み
ず
か
ら
呼
び
寄
せ
た
の
で
は
な
い
そ
れ
も
、
意
志
の
弱
体
化
に

通
ず
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（S. 549
）。
だ
が
、
受
苦
の
歓
迎
と
は
奇
妙
な
事
態
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
受
苦 Leiden 

は
本
性
上
忌
避
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
発
生
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、「
同
情 M

itleid 

」
に
裏
付
け
ら
れ
た
博
愛
は
そ
う
し
た
他
人

の
受
苦
を
軽
減
し
よ
う
と
努
め
る
の
だ
し
、
ま
た
意
志
の
自
傷
と
し
て
の
受
苦
の
宿
命
が
自
覚
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
意
志
の
否
定
へ
と
踵
が
返
さ
れ
た
は
ず
な
の

だ
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
こ
で
は
そ
の
受
苦
が
さ
ら
に
よ
り
多
く
追
い
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
議
論
は
首
尾
一
貫

し
て
い
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」
に
よ
っ
て
意
志
の
自
傷
と
し
て
の
受
苦
の
不
可
避
性
が
見
抜
か
れ
る
や
、
意
志
は
嫌
悪
さ
れ
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
意
志
の
否
定
そ
の
も
の
が
今
度
は
目
的
と
な
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
目
的
に
役
立
つ
も
の
な
ら
ば
、
何
で
あ
れ
そ
の
た
め
の

手
段
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
意
志
の
否
定
の
手
段
と
は
、
つ
ま
り
、
意
志
を
嫌
悪
さ
せ
る
も
の
と
は
、
な
に
よ
り
受
苦
に
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ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
は
い
ま
や
自
他
の
受
苦
の
経
験
に
よ
り
、
そ
の
根
源
に
あ
る
生
へ
の
意
志
に
、
つ
ま
り
は
、「
わ
た
し
」
自
身
の
本

質
に
対
し
、
ほ
と
ほ
と
愛
想
が
尽
き
た
。
そ
れ
に
は
も
は
や
呪
詛
と
唾
棄
の
心
し
か
抱
け
な
い
。「
わ
た
し
」
は
い
ま
や
生
へ
の
意
志
を
嫌
悪
し
否
定
す
る
こ
と

に
し
か
、「
わ
た
し
」
の
存
在
理
由
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
わ
た
し
」
の
「
生
き
が
い
」
は
い
ま
や
意
志
の
否
定
に
邁
進
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
だ
か

ら
、「
わ
た
し
」
は
こ
の
否
定
を
促
進
す
る
手
段
な
ら
ば
何
で
あ
れ
、
な
か
ん
ず
く
受
苦
を
こ
そ―

―

そ
れ
こ
そ
が
、
生
へ
の
意
志
を
厭
わ
せ
る
も
の
な
の
だ
か

ら―
―

お
お
い
に
尊
重
し
否
定
に
活
用
し
よ
う
。―

―

見
ら
れ
る
よ
う
に
、意
志
か
ら
す
る
な
ら
、い
か
に
自
己
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
、ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
の
議
論
は
十
分
に
整
合
的
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
で
問
題
が
片
付
く
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
禁
欲
が
意
志
の
否
定
に
励
め
ば
励
む
ほ
ど
、
逆
に
意
志
の
肯
定
を
前
提
と
し
呼
び
込
ん
で

し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
先
の
禁
欲
の
定
義
（S. 563

）
に
お
い
て
、「
意
図
的 vorsätzlich 

」
な
る
語
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。「
意
図
的
」
で
あ
る
と
は
、
何
ら
か
の
形
で
意
志
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
意
志
を
否
定
し
よ
う
と
躍
起
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

意
志
は
逆
に
励
起
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
暗
々
裏
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
、
眠
れ
ぬ
夜
、
眠
れ
ぬ
こ
と
を
意
識
し
何
と
か
寝
入
ろ
う
と

思
う
と
、
ま
す
ま
す
目
が
冴
え
眠
れ
な
く
な
る
の
と
同
断
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
苦
が
歓
迎
さ
れ
て
い
る
限
り
、
実
は
意
志
は
真
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
も
見
通
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
「
一
般
に
受
苦
か
ら
意
志
の
否
定
が
、
原
因
か
ら
結
果
が
帰
結

す
る
必
然
性
を
持
っ
て
出
現
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
意
志
は
自
由
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
こ
が
実
際
、
意
志
が
現
象
に
直
接
的

に
歩
み
入
る
唯
一
の
地
点
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（S. 567
）
と
も
記
す
の
で
あ
る
。

　

禁
欲
に
お
い
て
は
意
志
は
自
己
分
裂
を
き
た
し
て
い
る
。
こ
の
自
己
分
裂
は
何
よ
り
受
苦
の
歓
迎
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
が

い
ま
や
追
求
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、
受
苦
が
そ
の
場
合
個
々
の
受
苦
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

潜
ん
で
い
る
。
個
々
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
い
か
に
「
永
遠
の
正
義
」
と
し
て
の
意
志
の
自
傷
を
見
抜
こ
う
と
も
、
受
苦
に
関
し
て―

―

忌
避

す
る
に
せ
よ
歓
迎
す
る
に
せ
よ―

―

そ
の
者
は
「
個
体
化
の
原
理
」
に
依
然
と
し
て
、
少
な
く
と
も
あ
る
点
ま
で
は
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
個
体
化
の
原
理
」
を
「
透
視
」
し
な
が
ら
、
博
愛
が
個
々
の
受
苦
の
、
特
に
他
者
の
受
苦
の
軽
減
へ
と
突
き
動
か
さ
れ
る
の
に
対
し
、
禁
欲
は
同
じ
透
視
に

基
づ
い
て
、
し
か
し
そ
れ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ジ
を
上
げ
た
形
で
、
受
苦
を
歓
迎
す
る
。
こ
の
歓
迎
は
世
界
の
本
質
と
し
て
の
意
志
に
対
す
る
嫌
悪
と
表
裏
一
体
を
な

し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
禁
欲
は
博
愛
よ
り
も
意
志
の
否
定
へ
と
よ
り
大
き
く
前
進
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
本
質
と
し
て
の
意
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志
へ
の
嫌
悪
と
個
々
の
受
苦
へ
の
歓
待
と
の
対
照
性
で
あ
る
。
先
に
、
禁
欲
に
お
い
て―

―

意
志
の
自
己
矛
盾
と
い
う
よ
り
は―

―

意
志
の
自
己
分
裂
が
発
生
し

て
い
る
旨
述
べ
た
の
は
、そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
意
志
の
否
定
に
い
か
に
近
づ
い
た
と
は
い
え
、禁
欲
は
、本
質
へ
の
嫌
悪
と
個
々
の
歓
迎
と
の
分
裂
の
狭
間
で
、「
個

体
化
の
原
理
の
透
視
」
を
完
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
矛
盾
で
は
な
く
、
分
裂
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
個
別
の
昇

華
（
そ
れ
は
や
が
て
見
る
よ
う
に
、「
消
火
」
と
も
記
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
、
禁
欲
を
越
え
て
さ
ら
な
る
意
志
の
完
全
な
否
定
へ
と
歩
を

進
め
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

　

こ
と
こ
こ
に
い
た
っ
て
、完
全
な
意
味
で
の
意
志
の
否
定
と
禁
欲
と
の
差
異
も
よ
う
や
く
見
通
し
の
き
く
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
全
体
」

で
あ
る
。

　　
「
あ
ら
ゆ
る
受
苦
は
、〔
意
志
の
〕
弱
体
化
で
あ
り
諦
念
へ
の
促
し
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
性
と
し
て
神
聖
化
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
大
き
な
不
幸
や

深
い
苦
痛
が
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
種
の
畏
怖
心
を
吹
き
込
む
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
受
苦
す
る
者
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
完
全
に
畏
怖
す
べ
き
も
の
と
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
な
っ
て
初
め
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
者
が
、
自
分
の
人
生
行
路
を
受
苦
の
連
鎖
と
し
て
概

括
し
た
り
、
大
き
な
癒
し
が
た
い
苦
痛
を
悼
み
な
が
ら
も
、
ま
さ
に
自
分
の
人
生
を
悲
し
み
に
突
き
落
と
し
た
事
情
の
鎖
列
に
目
を
向
け
ず
、
ま
た
自
分
を
襲
っ

た
あ
の
個
別
的
な
大
不
幸
の
も
と
に
立
ち
止
ま
る
の
で
な
く―

―

と
い
う
の
も
、
そ
の
点
ま
で
は
彼
の
認
識
は
根
拠
律
に
従
っ
て
お
り
、
個
的
現
象
に
し
が
み
つ

い
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
も
ま
た
依
然
と
し
て
生
を
意
志
し
て
お
り
、
た
だ
そ
れ
が
自
分
に
生
じ
来
た
っ
た
条
件
下
に
お
い
て
の
意
志
で
は
な
い
と
い
う
だ

け
の
こ
と
な
の
で
あ
る―
―

、
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
彼
の
ま
な
ざ
し
が
個
別
的
な
も
の
か
ら
一
般
的
な
も
の
へ
と
高
め
ら
れ
て
、
自
身
の
人
生
を
単
に
全
体
の

事
例
と
見
な
し
、
倫
理
的
な
点
で
天
才
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
は
一
例
が
千
も
の
例
に
妥
当
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
と
き
に
は
生
の
全

体
が
本
質
的
な
受
苦
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
、
諦
念
を
彼
に
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る
と
き
、
そ
の
と
き
初
め
て
彼
は
本
当
に
畏
怖
す
べ
き
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。」

（S. 568

）

　
「
個
別
」
か
ら
「
一
般
性
」
な
い
し
「
全
体
」
へ
の
跳
躍―

―

そ
こ
に
禁
欲
と
完
全
な
意
志
の
否
定
と
の
断
裂
が
走
っ
て
い
る
。
完
全
な
意
志
の
否
定
の
境
地

を
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
「
諦
念
、断
念 Resigantion, Entsagung 

」
と
呼
ん
だ
り
す
る
が
、そ
の
境
地
に
あ
っ
て
は
、個
別
は
端
的
に
問
題
外
と
な
る
。
し
た
が
っ
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て
、
受
苦
も
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
も
は
や
忌
避
も
さ
れ
な
け
れ
ば
、
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
認
識
の
眼
中
に
入
っ
て
こ
な
く
な
る
。
そ
れ
は

個
別
的
受
苦
の
消
火
に
し
て
昇
華
と
も
呼
ぶ
べ
き
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
、「
個
体
化
の
原
理
」
の
「
透
視
」
の
完
成
態
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
む
ろ
ん
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
個
人
の
身
体
的
機
能
に
直
接
的
変
調
が
き
た
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
そ
の
と
き
で
も
「
性
的
衝
動
の
可
視
態
と
し
て
の
生
殖
器
」

は
健
全
な
ま
ま
で
あ
り
う
る
が
、し
か
し
も
は
や
、人
間
の
最
内
奥
に
お
い
て
性
的
満
足
が
意
志
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
（S. 577︲578

）。（
こ
の
点
、

禁
欲
に
お
け
る
「
自
発
的 freiw

illig 

」
な
純
潔
と
は
異
な
る
。
今
の
場
合
の
性
的
満
足
の
断
念
は
、次
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
意
志
」
的
な
ら
ぬ
、「
忽
然
と
し
た
」

も
の
で
あ
る
。）

　

た
だ
し
、「
諦
念
」
の
境
地
に
至
る
ま
で
は
、
個
別
的
受
苦
は
あ
く
ま
で
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
飽
く
な
き
そ
の
追
求
の
は
て
に
「
絶
望
の
ふ
ち
で
」

「
忽
然
と
し
て
」、
人
間
の
「
自
己
内
還
帰
」
が
、「
自
己
と
世
界
の
認
識
」
に
「
そ
の
全
本
質
の
変
化
」
が
、
生
じ
、
人
間
は
「
自
己
自
身
と
あ
ら
ゆ
る
受
苦
を

越
え
て
高
め
ら
れ
、
ま
る
で
あ
ら
ゆ
る
受
苦
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
聖
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
最
も
激
し
く
意
志
し
て
き
た
も
の
を
す
べ
て
、
不
落
の

平
静
・
至
福
・
崇
高
さ
の
な
か
で
進
ん
で w
illig 

断
念
し
、
死
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
受
苦
の
浄
火
か
ら
忽
然
と
し
て
歩
み
出
る
、
生

へ
の
意
志
の
否
定
の
、
す
な
わ
ち
、
救
済
の
、
銀
色
の
眼
差
し
で
あ
る
。」（S. 564

）
そ
の
模
様
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
換
言
さ
れ
る
。

　
「
つ
い
に
悲
嘆
が
も
は
や
特
定
の
対
象
を
も
た
ず
、
生
の
全
体
の
上
へ
と
広
が
る
と
き
、
そ
の
と
き
に
は
悲
嘆
は
あ
る
意
味
で
意
志
の
自
己
内
還
帰
・
引
き
戻
り
・

漸
次
的
消
滅
と
な
り
、
意
志
の
可
視
態
で
あ
る
身
体
を
掘
り
崩
し
て
ゆ
く
。
そ
の
さ
ま
は
ひ
そ
や
か
で
す
ら
あ
る
が
、
し
か
し
身
体
の
最
内
奥
を
掘
り
崩
す
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
際
に
は
人
間
は
、
自
分
の
郎
党
か
ら
あ
る
種
解
き
放
た
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
取
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
身
体
と
意
志
の
解
体
と
し
て
名
乗
り
出
て

く
る
死
の
柔
ら
か
な
予
感
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
悲
嘆
に
は
秘
め
や
か
な
喜
び
が
付
随
す
る
の
だ
。」（S. 569

）

　

生
の
全
体
に
広
が
っ
た
悲
嘆
と
は
、「
受
苦
が
純
粋
認
識
の
形
式
を
纏
う
」
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、そ
れ
は
ま
た
「
意
志
の
鎮
静
剤
と
し
て
の
真
の
諦
念
」

を
招
き
寄
せ
る
の
だ
と
い
う
（S. 570

）。
そ
し
て
、
こ
の
「
意
志
の
鎮
静
剤
」
を
招
き
寄
せ
る
認
識
こ
そ
、「
あ
ら
ゆ
る
生
き
て
い
る
も
の
の
受
苦
の
う
ち
で
声

を
発
す
る
、
意
志
の
内
的
抗
争
と
本
質
的
虚
無
性
の
認
識
」（S. 571

）、
つ
ま
り
「
永
遠
の
正
義
」
の
認
識
と
し
て
の
、「
個
体
化
の
原
理
」
の
十
全
な
「
透
視
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
前
節
で
も
、「
永
遠
の
正
義
」
が
意
志
の
「
内
奥
に
巣
食
う
自
己
抗
争
」
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。S. 510

）
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前
節
最
後
で
、「
経
験
論
的
手
法
を
一
貫
さ
せ
た
著
書
よ
り
も
、
講
義
に
お
け
る
「
永
遠
の
正
義
」
の
「
超
越
論
」
の
ほ
う
が
、
少
な
く
と
も
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル

の
倫
理
思
想
全
体
の
構
想
か
ら
す
る
な
ら
、
理
論
構
成
上
、
よ
り
整
っ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
」
と
記
さ
れ
た
理
由
も
、
こ
こ
で
よ
り
判
然
と
し

て
こ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、「
永
遠
の
正
義
」
の
認
識
は
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
哲
学
的
著
述
の
次
元
に
お
け
る
話
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
意
志
の
否
定
へ
の
途
上
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
は―

―

前

段
の
主
張
内
容
か
ら
、
明
ら
か
な
よ
う
に―

―

厳
密
に
は
む
し
ろ
ゴ
ー
ル
と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
永
遠
の
正
義
」
が
十
全
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

意
志
の
完
全
な
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
認
識
を
な
し
た
な
ら
、
そ
の
者
は
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
と
転
ず
る
と
い
う
の
で

は
な
い
。
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
転
回
の
模
様
は
、
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
よ
い
。
同
情
心
の
豊
か
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
で
は
否
定
へ

の
転
回
の
容
易
か
困
難
か
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
否
定
に
転
じ
た
そ
の
時
点
で
、
そ
の
者
が
「
永
遠
の
正
義
」
を―

―

か
す
か
に
予
感
は
し

て
も―

―

十
全
に
認
識
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
そ
の
限
り
、「
永
遠
の
正
義
」
の
「
認
識
」
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
「
認
識
」
を
な
す
具
体
的
人
間

に
と
っ
て
、
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
を
な
す
の
で
は
な
い
。（
そ
し
て
、
タ
ー
ン
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
後
は
完
全
な
否
定
に
向
け
て
一
直
線
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。）
そ
う
で
は
な
く
て
、「
超
越
論
的
」
な
、
い
わ
ば
特
権
的
立
場
か
ら
認
識
さ
れ
る
、「
永
遠

の
正
義
」
の
意
味
内
容
が
、
あ
く
ま
で
哲
学
的
論
述
の
次
元
に
お
い
て
、
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
（
論
述
の
）
転
轍
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。

　
「
諦
念
」
の
境
地
に
お
い
て
は
受
苦
は
「
純
粋
認
識
」
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
、「
純
粋
」
と
は
何
か
ら
の
純
粋
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ

ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、
経
験
か
ら
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
「
意
志
の
否
定
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。「
諦
念
」
は
何
ら
か
の
形
で
経
験
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
今
の
場
合
の
純
粋
と
は
お
そ
ら
く
、
動
機
か
ら
の
そ
れ
を
意
味
す
る
と

思
わ
れ
る
。

　

認
識
は
、
意
志
の
肯
定
の
立
場
の
傘
下
に
あ
る
限
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
の
場
合
、
意
志
の
欲
望
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
意
志
に
奉

仕
す
る
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。（「
起
源
か
ら
し
て
、
ま
た
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
認
識
は
意
志
に
徹
底
的
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」S. 254

）

そ
れ
は
、
認
識
さ
れ
た
内
容
が
意
志
に
と
っ
て
行
為
の
動
機
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
意
志
は
、
少
な
く
と
も
現
象
化
し
た
意
志
は
、
そ
の
つ
ど

一
定
の
対
象
を
目
標
と
し
て
欲
求
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
限
定
さ
れ
た―

―

「
全
体
」
な
ら
ぬ―

―

部
分
な
い
し
個
別
的
事
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
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た
が
っ
て
ま
た
、
認
識
も
必
然
的
に
「
個
体
化
の
原
理
」
に
囚
わ
れ
た
、
部
分
＝
個
別
の
認
識―
―

換
言
す
る
な
ら
、
関
係
の
認
識―

―

で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

「
そ
の
限
り
、
動
機
の
威
力
は
抵
抗
不
可
能
で
あ
る
。」（S. 578

）

　

と
こ
ろ
が
、「
永
遠
の
正
義
」
の
認
識
と
い
う
「
個
体
化
の
原
理
の
透
視
」
に
あ
っ
て
は
、
認
識
は
も
は
や
動
機
と
な
っ
て
作
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
か
。

認
識
は
ひ
た
す
ら
純
然
た
る
「
全
体
」
と
な
っ
て
、
も
は
や
個
別
の
ほ
う
に
向
か
わ
ず
、「
個
体
化
の
原
理
」
の
支
配
下
を
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
認
識
は

意
志
の
欲
望
回
路
か
ら
は
み
で
て
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
著
書
と
し
て
の
『
世
界
』
に
は
見
ら
れ
な
い
、
講
義
録
の
次
の
文
章
は
注
目

さ
れ
て
よ
い
。

　
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
意
志
が
動
機
の
影
響
か
ら
全
面
的
に
自
由
に
な
る
の
を
見
る
。
つ
ま
り
、
全
体
と
し
て
の
生
の
認
識
か
ら
鎮
静
剤

4

4

4

が
意
志
に
発
生
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
は
何
か
を
意
志
す
る
こ
と
を
止
め
、
そ
れ
ゆ
え
動
機
は
意
志
に
対
す
る
そ
の
効
力
を
全
面
的
に
失
う
の
で
あ
る
。」（V

N
4, S. 259ｆ．

）

　

と
い
う
こ
と
は
、「
全
体
と
し
て
の
生
の
」
こ
の
認
識
が
招
き
寄
せ
る
と
さ
れ
る
あ
の
「
諦
念
」
と
い
う
「
意
志
の
否
定
」
も
ま
た
、
何
ら
か
の
動
機
に
基
づ

い
て
実
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
随
意
性 W

illkürlichkeit 

」
の
埒
外
に
あ
る
。（
そ
れ
に
対
し
、
自
殺
は
「
意
志
の
個
的

現
象
の
随
意
的
廃
棄
」
で
あ
る
。S. 572

）
む
し
ろ
、
そ
れ
は
「
意
図 V

orsatz 

に
よ
っ
て
無
理
や
り
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
お
け

る
意
志
と
認
識
の
最
内
奥
の
関
係
か
ら
」
動
機
の
次
元
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
「
忽
然
と
し
て plötzlich 

や
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
る
で
外
部
か
ら
飛

来
す
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。」（S. 580

）

　
「
諦
念
」
に
通
ず
る
「
全
体
と
し
て
の
生
の
認
識
」
は
、「
個
体
化
の
原
理
」
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
限
り
、
も
は
や
通
常
の
意
味
で
の
認

識
で
は
な
い
。
認
識
は
そ
の
あ
り
方
を
変
換
し
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
の
「
認
識
の
変
換
」（S. 579

）
こ
そ
、禁
欲
と
諦
念
と
の
分
断
線
と
な
る
も
の
で
あ
り
、「
意

志
の
否
定
」
を
完
遂
し
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
恍
惚
」
と
か
「
忘
我
」
と
か
「
照
明
」
と
か
「
神
と
の
合
一
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来
の

意
味
で
は
も
は
や
認
識
と
呼
び
え
な
い
境
地
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ
こ
に
は
主
観―
客
観
の
形
式
は
も
は
や
な
く
、
た
だ
自
分
で
経
験
す
る
し
か
な
く
、
そ

れ
以
上
さ
ら
に
伝
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
４
）」（S. 587

）
そ
う
言
い
な
が
ら
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
そ
の
わ
ず
か
二
頁
後
に
、「
あ
ら
ゆ
る

理
性
よ
り
も
高
い
あ
の
平
和
、
あ
の
深
い
平
安
、
ゆ
る
ぎ
な
き
安
心
と
晴
朗
」
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
意
志
か
ら
の
解
脱
に
つ
い
て
、「
た
だ
認
識
だ
け
が
残
っ
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た
の
で
あ
り
、
意
志
は
消
え
去
っ
た
」（S. 589

）
と
形
容
し
、
し
か
し
、
そ
う
し
つ
つ
も
「
主
観―

客
観
形
式
」
を
も
脱
落
さ
せ
た
「
認
識
」
が
い
か
な
る
意

味
で
そ
う
呼
ば
れ
う
る
の
か
、
一
切
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
こ
の
筆
の
揺
れ
は
、
決
し
て
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
思
想
の
不
整
合
や
矛
盾
の
表
れ
で
は
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
揺
れ
は
そ
れ
こ
そ
「
意
図
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
人
知
の
限
界
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。

　

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
禁
欲
は
い
か
に
「
意
志
の
断
裁
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
「
意
図
的
な
」
行
為
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
諦
念
は
非
意
図
的
な
不

随
意
の
「
忽
然
と
し
た
」―

―

行
為
と
い
う
よ
り
は―

―

出
来
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
禁
欲
が
無
意
味
に
な
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
最
初
か
ら
諦
念

と
い
う
「
意
志
の
自
己
揚
棄
」
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
者―

―

そ
う
い
う
者
が
た
と
え
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
ま
と
も
に
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問

だ
が―

―

以
外
は
、「
意
志
の
否
定
」
の
登
頂
を
目
指
す
た
め
に
は
誰
で
あ
っ
て
も
、禁
欲
の
道
を
通
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、禁
欲
の
延
長
上
に
「
意

志
の
否
定
」
が
待
ち
構
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
か
に
禁
欲
に
励
み
受
苦
を
歓
待
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
志
の
自
己
分
裂
の
自
縄
自
縛
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
禁
欲
は
、
い
わ
ば
突
然
変
異
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
突
然
変
異
は
誰
も
狙
い
を
つ
け
て
意
図
し
て
惹
き
起
こ
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
禁
欲
以
外
に
道
は
な
く
、
人
間
に
意
図
し
て
な
し
う
る
こ
と
は
受
苦
の
歓
待
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
な
く

し
て
、「
意
志
の
否
定
」
の
可
能
性
は
出
て
こ
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、「
個
体
化
の
原
理
」
へ
の
虜
囚
に
逆
戻
り
し
、
意
志
の
は
て
な
き
、
ま
た
は
か
な
き
欲

望
に
振
り
回
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

禁
欲
は
「
意
志
の
否
定
」
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
十
分
条
件
で
は
な
い
。「
意
志
の
否
定
」
は
、
そ
し
て
元
を
た
ど
る
な
ら
、
あ
り
方
を
変
換

さ
れ
た
認
識
と
し
て
の
「
全
体
の
認
識
」
そ
れ
自
体
も
す
で
に
、
一
種
の
天
恵
で
あ
る
（V

gl. V
N
4, S. 265

）。
認
識
の
変
換
と
は
、
自
己
の
あ
り
方
と
関
連
さ

せ
る
な
ら
、
自
己
と
い
う
「
全
体
」
の
変
換
で
あ
り
、
揚
棄
で
あ
る
。
こ
の
自
己
の
「
全
体
」
を
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
ま
た
「
性
格
」
と
も
換
言
す
る
。
し
た
が
っ

て
、「
全
体
の
認
識
」
の
達
成
は
、
自
己
と
い
う
「
性
格
」
の
揚
棄
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
全
体
の
認
識
」
以
前
に
は
性
格
は
ま
さ
に
多
種
多
様
で
あ
る
の
に
、
そ

れ
以
降
は
各
人
の
性
格
は
「
全
面
的
に
揚
棄
」
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
各
人
の
行
動
様
式
は
お
お
む
ね
等
し
い
も
の
と
な
る
（S. 579

）。

　

こ
う
し
て
、「
意
志
の
否
定
」
は
人
知
の
限
界
の
彼
方
に
あ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
彼
方
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
禁
欲
の

最
大
限
の
苦
行
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
苦
行
の
は
て
に
目
的
の
達
成
が
約
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
世
界
の
本
質
は
世
界
へ

の
意
志
で
あ
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
（
意
志
の
肯
定
）、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
で
き
る
（
意
志
の
否
定
）、
そ
れ
が
本
質
（
意
志
）
の
自
由
だ
、
と
講
義
で
も
言
わ
れ

る
（V

gl.V
N
4, S. 271︲273

）。



�� 「諦念」という戦略（須藤）

　

さ
ん
ざ
ん
議
論
を
重
ね
て
お
き
な
が
ら
、
最
後
は
ま
さ
に
、
最
終
目
標
が
人
為
の
限
界
の
彼
岸
に
存
す
る
と
い
う
形
で
閉
じ
ら
れ
る
と
は
、
何
か
拍
子
抜
け
す

る
と
い
う
か
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
と
い
う
か
、
だ
ま
さ
れ
た
気
分
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
」
と
は
日
本
語
を
母
語
と
す

る
者
な
ら
た
い
て
い
が
知
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
思
想
に
は
こ
の
格
言
の
よ
う
な
安
心
感
は
な
い
）。
本
章
の
最
初
（
１―

０
）
で
「
十
分
な

理
由
づ
け
が
不
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、逆
に
「
意
志
の
否
定
」
の
理
由
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
「
理
由
」
は
す
で
に
、お
わ
か
り
で
あ
ろ
う
。「
理

由
」
の
不
在
を
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
は
人
知
の
限
界
と
し
て
摘
出
す
る
こ
と
で
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
世
界
や
生
へ
の
対
応
を
求
め
て
い
る
、
と
い
う
か
暗
示
的

に
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
彼
は
一
方
で―

―

と
く
に
講
義
で―
―

自
分
の
哲
学
は
け
っ
し
て
「
べ
き Sollen 

」
を
語
ら
な
い
と
強
調
し
、
ま
た
事
態
の
抽

象
概
念
に
よ
る
「
反
復
」
が
哲
学
だ
と
主
張
す
る
が
、し
か
し
、「
反
復
」
で
あ
ろ
う
と
、お
の
ず
と
、そ
こ
か
ら
の
実
践
的
帰
結
を
展
望
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。）

　

目
標
の
達
成
の
確
約
は
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
標
の
達
成
に
努
め
る
し
か
ほ
か
に
道
は
な
い―

―

こ
れ
こ
そ
、
人
生
行
路
の
（
と
き
と
し
て
残
酷
な
結

果
に
終
わ
る
こ
と
も
多
い
）
基
本
構
造
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
為
と
人
知
の
宿
命
的
な
限
界
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
の
基
本
構
造
を
透
か
し
彫
り
に
し
た
と

い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
の
栄
誉
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

官
能
の
抑
圧
は
い
か
に
し
て
可
能
か―

―

『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』

　

2―

0

　

ヨ
ハ
ナ
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
一
八
一
九
年
か
ら
二
十
一
年
に
か
け
て
、
長
編
小
説
第
一
作
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レG

abriele

』
を
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
社
か
ら

出
版
す
る
。
そ
の
と
き
著
者
は
す
で
に
五
十
歳
代
半
ば
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。

　

一
八
一
五
年
前
後
に
ヨ
ハ
ナ
は
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
と
知
り
合
い
に
な
っ
て
い
た
。
一
八
一
三―

一
八
一
四
年
に
上
梓
し
た
旅
行
記
（『
一
八
〇
三
、 

一
八
〇
四
、一
八
〇
五
年
の
旅
行
の
想
い
出
』E

rinnerungen von einer R
eise in den Jahren 1803, 1804 und 1805

）（５
）で
す
で
に
作
家
と
し
て
地
位
と

人
気
を
確
立
し
て
い
た
ヨ
ハ
ナ
は
、
一
八
一
七
年
二
月
二
四
日
付
け
の
Ｆ
・
Ａ
・
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
宛
書
簡
で
、
高
い
原
稿
料
を
要
求
す
る
理
由
を
述
べ
立
て
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
分
は
す
で
に
一
八
一
六
年
に
は
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
叢
書
『
同
時
代
人
』
に
短
い
伝
記
も
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、
旅
行
記
も
す
で
に

ほ
と
ん
ど
売
り
切
れ
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
と
同
列
の
他
の
作
家
と
同
じ
だ
け
の
も
の
を
期
待
し
て
悪
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
自
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分
は
鍛
錬
を
重
ね
、
二
年
前
と
は
遥
か
に
で
き
の
よ
い
文
章
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
、
印
刷
段
階
に
も
っ
て
ゆ
く
に
は
三
回
か
四
回
推
敲
す
る
。
だ
か

ら
今
で
は
雑
誌
に
何
も
書
か
な
い
の
で
あ
る
。
完
全
な
も
の
し
か
発
表
し
な
い
し
、
ま
た
見
本
市
ご
と
に
忘
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
よ
う
な
作
品
を
書
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
か
ら
、
時
間
も
か
か
る
の
だ
。
そ
の
た
め
の
代
償
が
高
い
稿
料
と
し
て
必
要
で
あ
る
、
と
。
（
６
）（
こ
の
書
簡
が
記
さ
れ
た
と
き
に
は
、
ヨ
ハ
ナ
は
亡
夫

の
遺
産
だ
け
で
十
分
豊
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
こ
の
二
年
後
、
彼
女
は
重
大
な
経
済
的
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る
。）

　

こ
う
し
て
、『
平
和
が
訪
れ
た
初
年
時
の
夏
の
ラ
イ
ン
と
そ
の
近
郊
へ
の
小
旅
行 A

usfl�ucht an den R
hein und dessen nächste U

m
gebungen im

 

Som
m

er des ersten friedlichen Jahres 

』（
一
八
一
八
年
）
と
『
イ
ギ
リ
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
旅
行 R

eise durch E
ngland und Schottland 

』

（
一
八
一
八
年
）（
上
記
の
旅
行
記
の
第
二
版
）
と
が
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
社
か
ら
出
版
さ
れ
る
が
、
上
記
の
書
簡
は
、
ド
イ
ツ
で
も
早
い
時
期
の
女
流
作
家
と
し
て

の
自
負
が
窺
え
る
書
面
内
容
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
執
筆
中
の
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
、
か
な
り
の
意
気
込
み
で
同
小
説
に
向
か
っ

て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。「
私
の
長
編
は
ゆ
っ
く
り
進
捗
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
あ
な
た
が
そ
れ
に
大
い
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
か
な
り

不
安
に
な
り
ま
す
。
題
名
は
も
う
す
ぐ
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
、
ミ
カ
エ
ル
祭
〔
九
月
二
十
九
日
〕
ま
で
は
ま
だ
か
か
り
ま
す
。
あ
な
た
に

は
恥
じ
も
損
も
か
か
せ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、こ
の
新
た
な
道
を
立
派
に
歩
ん
で
ゆ
く
た
め
に
、力
の
許
す
限
り
、す
べ
て
を
打
ち
込
ん
で
い
ま
す
。」（
一
八
一
八

年
十
二
月
十
二
日
付
、
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
宛
）
（
７
）

　

作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
は
か
な
り
遅
か
っ
た
ヨ
ハ
ナ
で
あ
る
が
、そ
の
後
陸
続
と
し
て
発
表
さ
れ
た
多
く
の
著
作
に
よ
っ
て
、一
八
二
〇
年
代
末
に
は
、「
ゲ
ー

テ
時
代
に
お
い
て
、
最
も
多
く
読
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
愛
好
さ
れ
、
最
も
賛
嘆
さ
れ
た
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
も
評
価
の
高
い
女
流
作
家

の
一
人
」（８
）に
数
え
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、「
ド
イ
ツ
の
ス
タ
ー
ル
夫
人
」
と
い
う
異
名
す
ら
奉
ら
れ
た
、
小
説
家
ヨ
ハ
ナ
の
栄
光
の
劈
頭
を
飾
り
、

そ
の
頂
点
の
一
つ
を
形
作
っ
た
の
が
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
で
あ
っ
た
。

　

な
に
は
と
も
あ
れ―

―

日
本
で
は
こ
れ
ま
で
、
詳
細
な
内
容
紹
介
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り―

―

小
説
の
筋
立
て

を
少
々
丁
寧
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

　

2―

1
．
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
物
語

　

ひ
と
り
の
女
性
の
魂
が
描
く
成
長
の
軌
跡
を
跡
付
け
た
教
養
小
説
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
は
全
三
部
か
ら
な
り
、
一
八
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一
部
は
、
ガ
ブ
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リ
エ
ー
レ
の
父
の
死
（
と
そ
れ
に
伴
う
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
結
婚
）
ま
で
を
取
り
扱
い
、
第
二
部
（
第
三
部
と
も
に
一
八
二
一
年
出
版
）
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
友
人

で
あ
る
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
と
ア
ウ
グ
ス
テ
両
人
の
結
婚
と
そ
の
危
機
の
顛
末
を
述
べ
、
第
三
部
で
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
ヒ
ポ
リ
ト
と
の
愛
情
関
係
の
経
緯
と
ガ
ブ

リ
エ
ー
レ
の
死
を
描
い
て
い
る
。
（
９
）

　

第
一
部
。
ア
ー
ル
ハ
イ
ム
男
爵 Baron A

arheim
 

の
娘
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
十
六
歳
で
つ
い
最
近
（
二
ヶ
月
前
）
最
愛
の
母
を
な
く
し
た
ば
か
り
。
時
代
背
景

は
ほ
ぼ
同
時
代
、
つ
ま
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
活
躍
し
猛
威
を
振
る
っ
た
一
八
〇
〇
年
代
初
め
の
ド
イ
ツ
で
あ
る
。
父
の
男
爵
は
一
時
期
華
々
し
く
成
功
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
転
落
し
、
い
ま
や
失
意
の
人
と
し
て
自
分
の
城
に
隠
棲
し
て
い
る
。
母
の
ア
ウ
グ
ス
テ
は
幼
く
し
て
母
親
を
失
い
、
父
親
の
仕
事
の
関
係

で
諸
国
を
遍
歴
し
滞
在
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
そ
の
父
親
も
二
十
歳
の
と
き
に
死
亡
し
、
叔
母
に
引
き
取
ら
れ
る
が
、
叔
母
に
は
愛
さ
れ
ず
、
や
が
て
ア
ー

ル
ハ
イ
ム
男
爵
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
愛
の
な
い
結
婚
で
あ
っ
た
。
母
ア
ウ
グ
ス
テ A

uguste 

に
は
じ
つ
は
幼
い
頃
か
ら
恋
仲
で
あ
っ
た

フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
と
い
う
（
父
の
秘
書
役
を
勤
め
て
い
た
）
男
性
が
い
た
の
だ
が
、
父
は
そ
れ
を
喜
ば
ず
、
理
由
を
つ
け
て
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ

ン
を
外
国
に
赴
任
さ
せ
て
、
二
人
の
仲
を
引
き
裂
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

男
爵
は
失
意
の
底
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
心
は
堅
く
閉
ざ
さ
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
花
咲
か
せ
る
こ

と
を
願
い
、
錬
金
術
に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
生
ま
れ
て
も
、
遺
産
相
続
の
点
で
男
の
子
を
期
待
し
て
い
た
男
爵

は
そ
れ
に
不
満
を
覚
え
て
い
た
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
母
の
熱
い
愛
に
育
て
ら
れ
諸
国
語
な
ど
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
が
、
城
に
閉
じ
こ
も
り
の
両
親
の
も
と
、
同

年
輩
の
子
供
達
と
の
交
渉
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
美
徳
と
諦
念
の
手
本
で
あ
っ
た
母
は
病
に
倒
れ
、
死
亡
す
る
。
父
は
、
錬
金
術
に
専
念

で
き
る
よ
う
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
面
倒
を
妹
の
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
伯
爵
夫
人
（
未
亡
人
）
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
う
し
て
、
城
の
外
に
出
た
こ
と
が
な

か
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
十
六
歳
に
し
て
、
伯
爵
夫
人
の
下
で
社
交
界
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
母
の
喪
中
で
あ
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
余
興
に
一
役
買
う
こ
と
を

求
め
ら
れ
る
が
固
辞
す
る
（
道
理
と
心
情
の
筋
を
通
す
、
芯
の
強
い
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ―

―

そ
れ
が
他
人
の
目
に
は
「
強
情
」S.47

と
映
る
こ
と
も
あ
る
）。
伯
爵

夫
人
た
ち
の
不
興
を
買
う
が
、
そ
の
苦
境
を
救
っ
て
く
れ
た
の
は
、
折
り
し
も
伯
爵
夫
人
邸
に
到
着
し
た
オ
ト
カ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

　

伯
爵
夫
人
に
は
二
十
歳
に
な
る
美
し
い
が
、
傲
慢
で
勝
手
気
ま
ま
な
娘
ア
ウ
レ
ー
リ
ア A

urelia 

が
い
た
。
夫
人
自
身
も
表
面
上
教
養
を
愛
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
無
理
に
で
あ
り
、
根
は
俗
物
で
あ
っ
た
。
彼
女
ら
は
亡
き
伯
爵
の
友
人
の
息
子
オ
ト
カ
ー
ル O

ttokar

（
二
八―

三
十
歳
）
と
親
し
く
し
て
い
た
が
、
ガ
ブ

リ
エ
ー
レ
は
実
は
オ
ト
カ
ー
ル
を
夫
人
の
屋
敷
に
や
っ
て
く
る
途
中
で
見
か
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
旅
の
途
上
で
倒
れ
た
あ
る
老
女
を
無
償
で
助
け
親
切
を
尽
く
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し
て
い
る
彼
の
姿
を
偶
然
に
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
目
に
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
オ
ト
カ
ー
ル
に
彼
女
は
上
述
の
よ
う
に
夫
人
の
屋
敷
で
再
会
し
（
オ
ト
カ
ー
ル

か
ら
す
る
な
ら
初
対
面
）、
恋
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

新
し
い
環
境
の
も
と
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
、
亡
き
母
と
か
つ
て
親
交
の
あ
っ
た
画
家
エ
ル
ネ
ス
ト Ernesto 

と
知
り
合
い
に
な
り
、
エ
ル
ネ
ス
ト
は
彼
女
の

後
見
人
と
な
り
、
ま
た
そ
の
教
育
を
も
差
配
し
た
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
知
的
人
間
的
進
歩
は
著
し
い
。
さ
ら
に
彼
女
は
、
母
の
か
つ
て
の
恋
人
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル

ナ
ン
ゲ
ン von W

illnangen 

の
未
亡
人
と
そ
の
娘（
名
前
は
な
ん
と
！
ア
ウ
グ
ス
テ
と
い
う
）と
も
親
し
く
な
る
。未
亡
人
は
す
べ
て
を
知
り
つ
つ
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ

ル
ナ
ン
ゲ
ン
を
愛
し
、
し
た
が
っ
て
見
た
こ
と
も
な
い
（
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
）
母
ア
ウ
グ
ス
テ
に
も
敬
意
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
娘
の
名
が
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ

の
母
と
同
じ
な
の
は
そ
の
こ
と
に
由
来
す
る
。

　

年
が
か
わ
り
春
も
近
く
な
っ
て
、
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
と
オ
ト
カ
ー
ル
は
婚
約
す
る
。
そ
れ
は
両
人
の
父
親
同
士
の
約
束
で
も
あ
っ
た
。
シ
ョ
ッ
ク
で
引
き
こ
も
っ

て
し
ま
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
で
あ
る
が
、
オ
ト
カ
ー
ル
と
話
を
交
わ
す
機
会
が
訪
れ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
彼
に
愛
を
告
白
す
る
。
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
の
性
格
を
考

え
、
そ
の
未
来
の
結
婚
生
活
の
無
味
乾
燥
を
予
感
せ
ず
に
お
ら
れ
な
か
っ
た
オ
ト
カ
ー
ル
も
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
を
自
分
が
愛
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
婚
約
の
取

り
消
し
を
示
唆
さ
え
す
る
が
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
そ
れ
を
断
り
、
二
人
は
別
れ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
諦
念
。「
諦
め
る
こ
と
の
で
き
る
技
術
の
う
ち
に
の
み
、

真
の
賢
者
の
石
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。」（S. 353. 

こ
れ
は
後
オ
ト
カ
ー
ル
の
悟
り
の
内
容
と
し
て
言
わ
れ
る
文
章
で
あ
る
が
、
諦
念
と
自
己
犠
牲
こ
そ
小

説
全
体
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。）

　

そ
の
あ
と
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
重
い
病
気
に
陥
る
。
そ
の
間
に
オ
ト
カ
ー
ル
は
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
と
、
そ
の
母
を
伴
い
イ
タ
リ
ア
に
向
け

て
旅
立
つ
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
周
り
の
人
の
手
厚
い
看
病
も
あ
り
、
何
と
か
快
方
に
向
か
う
。
心
身
と
も
病
か
ら
回
復
し
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
別
人
の
よ
う
に
ひ

と
き
わ
美
し
い
女
性
と
な
り
、
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
と
オ
ト
カ
ー
ル
の
正
式
な
結
婚
の
こ
と
を
冷
静
に
聞
き
届
け
気
丈
に
受
け
入
れ
る
。

　

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
母
娘
な
ど
と
一
緒
に
温
泉
地
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
に
養
生
に
出
か
け
る
。
そ
こ
で
、
早
く
に
両
親
を
失
っ
た
若
い

負
傷
軍
人
の
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト A

delbert 

と
知
り
合
い
に
な
り
、
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
の
娘
ア
ウ
グ
ス
テ
は
あ
る
貴
族
（
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ブ
ル
ク
男
爵
）

の
息
子
レ
オ
と
仲
良
く
な
る
。
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
（
彼
自
身
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
同
じ
く
、
恋
に
破
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
将
来
を
誓
い
合
っ
た
恋
人
ヘ
ル
ミ
ニ
ア 

H
erm

inia 

に
軍
務
に
つ
い
て
い
る
間
に
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
）
と
の
遠
出
の
散
歩
に
お
い
て
、
悪
天
候
の
た
め
に
難
儀
に
遭
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は

自
分
ら
を
助
け
て
く
れ
た
男
が
偶
然
に
も
父
の
い
と
こ
モ
ー
リ
ツ M

oritz 

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
モ
ー
リ
ツ
は
そ
れ
で
や
が
て
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
父
ア
ー
ル
ハ
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イ
ム
男
爵
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
錬
金
術
の
秘
密
を
突
き
止
め
自
分
の
事
業
の
完
成
が
近
い
と
思
い
込
ん
だ
父
男
爵
は
、
そ
の
思
い
込
み
が
過
ぎ
て
幻
覚
を
見
、
そ
の
な
か
で
火
災
を
惹

き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
自
ら
の
生
涯
を
か
け
た
錬
金
術
関
係
の
財
産
を
一
切
失
っ
た
男
爵
は
急
遽
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
を
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
か
ら
自
分
の
城
に
引
き

返
さ
せ
る
。
そ
れ
は
自
暴
自
棄
に
な
っ
た
父
が
娘
と
ひ
そ
か
に
無
理
心
中
を
図
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
モ
ー
リ
ツ
の
訪
問
を
受
け
た
父
は
、

遺
産
相
続
の
関
係
か
ら
も
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
を
モ
ー
リ
ツ
に
嫁
と
し
て
与
え
る
こ
と
を
決
心
し
、
両
人
に
そ
の
旨
を
伝
え
る
。
父
の
晩
年
を
少
し
で
も
晴
れ
や
か
な

も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
こ
う
し
て
、
年
齢
は
五
十
歳
ご
ろ
と
親
子
ほ
ど
に
も
年
上
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
俗
物
の
お
喋
り
男
（
い
ろ

ん
な
外
国
語
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
話
す
）
の
妻
と
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
父
は
そ
の
直
後
ひ
と
り
服
毒
自
殺
を
遂
げ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
そ
の
後
、
味
気
な
い
結

婚
生
活
を
送
る
が
、
自
ら
過
ち
を
侵
す
こ
と
は
な
く
、
け
な
げ
で
有
能
な
美
し
い
夫
人
と
し
て
、
妻
の
役
目
を
立
派
に
果
た
し
て
ゆ
く
。
そ
の
と
き
、
ガ
ブ
リ
エ
ー

レ
は
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

　

第
二
部
。
上
述
の
よ
う
に
レ
オ
と
仲
良
く
し
、
周
り
の
人
間
も
二
人
の
交
際
を
認
め
て
い
た
（
た
だ
し
レ
オ
の
両
親
は
身
分
の
格
差
に
不
満
を
覚
え
て
い
た
）

ア
ウ
グ
ス
テ
で
あ
っ
た
が
、
表
面
的
な
伊
達
男
に
過
ぎ
な
い
レ
オ
に
本
心
か
ら
惚
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
か
げ
な
が
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
に
心
を
寄
せ

て
い
た
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
の
こ
と
を
実
は
憎
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
。
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
の
思
い
は
あ
る
劇
の
催
し
ご
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
爆
発
し
、
ア
ウ
グ
ス

テ
も
そ
れ
に
応
え
る
。
そ
の
こ
と
で
レ
オ
と
そ
の
両
親
は
ひ
ど
く
不
機
嫌
に
な
り
な
が
ら
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
を
去
る
。
や
が
て
ア
ウ
グ
ス
テ
と
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト

は
結
婚
し
、
父
と
同
名
の
男
の
子
と
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
い
う
名
の
女
の
子
が
授
か
る
。

　

こ
う
し
て
数
年
が
た
ち
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
優
雅
で
多
芸
な
才
能
の
お
か
げ
で
、
サ
ロ
ン
の
教
養
豊
か
な
中
心
的
存
在
と
化
し
、
二
四
歳
に
し
て
上
品
な
威
厳

が
あ
り
女
性
主
人 M

atrone 

の
風
格
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
十
六
歳
時
の
彼
女
が
年
よ
り
も
幼
く
感
じ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
彼
女
は
年

齢
以
上
に
大
人
び
て
見
え
た
。
と
こ
ろ
で
、
娘
夫
婦
と
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
叔
母
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
伯
爵
夫
人
は
の
ち
、
パ
リ
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、
時

代
状
況
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
の
こ
と
）
も
あ
り
、
お
り
し
も
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
夫
妻
も
滞
在
し
て
い
た
、
ド
イ
ツ
の
あ
る
領
邦
の
首
府
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
際
に

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
オ
バ
ン
ク
ー
ル
侯
爵
夫
人
と
、
そ
の
恋
人
的
存
在
で
あ
る
若
い
男
性
ヒ
ポ
リ
ト H

ippolit 

を
伴
っ
て
い
た
。
伯
爵
夫
人
は
あ
る
と
き
夜
会
を

催
し
、
そ
れ
に
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
当
地
に
居
合
わ
せ
て
い
た
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
も
招
か
れ
た
。
そ
の
夜
会
で
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
は
高
慢
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な
絶
世
の
美
女
オ
バ
ン
ク
ー
ル
侯
爵
夫
人
に
か
つ
て
自
分
を
捨
て
た
恋
人
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
を
認
め
て
仰
天
し
、
動
揺
の
あ
ま
り
失
神
し
て
し
ま
う
。
侯
爵
夫
人
は
フ

ラ
ン
ス
人
を
装
っ
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
の
ほ
う
も
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
の
こ
と
に
気
が
付
き
、
彼
を
再
び
篭
絡
す
る
こ
と
に
す
る
。
心
の
底
で

は
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
を
あ
き
ら
め
き
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
は
以
降
寝
て
も
覚
め
て
も
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
か
ら
離
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
一
種
の
腑
抜
け
状
態
と

な
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
な
ど
周
り
の
人
間
も
や
が
て
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
。

　

一
方
、
侯
爵
夫
人
に
付
い
て
や
っ
て
き
た
ヒ
ポ
リ
ト
で
あ
る
が
、
彼
は
、
高
貴
で
優
し
い
心
根
の
持
ち
主
で
あ
り
な
が
ら
、
幼
い
と
き
に
母
を
失
い
、
長
じ
て

は
父
を
も
失
い
、
そ
の
あ
と
面
倒
を
見
て
く
れ
た
叔
父
に
も
遺
産
相
続
の
関
係
で
裏
切
ら
れ
、
世
に
対
し
て
捨
て
鉢
な
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
二
一
歳
の
青
年
で

あ
っ
た
。
彼
は
本
質
な
と
こ
ろ
で
の
善
良
さ
の
ゆ
え
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
親
交
を
も
ち
、
深
く
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
と
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
の
関
係
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
深
み
に
ま
で
達
し
そ
う
に
な
り
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
心
配
し
て
、
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
の
育

て
の
親
で
あ
る
伯
父
の
「
将
軍
」
を
呼
び
寄
せ
る
。
そ
れ
に
は
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
の
妻
ア
ウ
グ
ス
テ
も
同
行
し
て
い
た
が
、「
将
軍
」
は
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
も
参
加
し

て
い
た
夜
会
に
単
身
乗
り
込
み
、
彼
女
を
こ
っ
ぴ
ど
く
と
っ
ち
め
る
。
他
方
で
、
ヒ
ポ
リ
ト
と
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
は
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
と
の
関
係
で
口
論
に
な
り
、
決

闘
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
ヒ
ポ
リ
ト
は
負
傷
し
な
が
ら
も
気
高
い
行
為
を
取
っ
て
、
自
ら
は
銃
を
発
射
せ
ず
に
、
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
の
立
場
を
救
う
。

こ
う
し
て
、
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
は
ヘ
ル
ミ
ニ
ア
と
別
れ
る
こ
と
が
で
き
、
妻
の
ア
ウ
グ
ス
テ
と
も
、「
将
軍
」
の
配
慮
で
し
ば
ら
く
の
冷
却
期
間
を
お
い
た
の
ち
、

一
応
の
和
解
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。（
た
だ
し
、お
互
い
の
わ
だ
か
ま
り
が
残
り
、完
全
な
和
解
に
は
到
達
し
な
い
。
い
っ
た
ん
隙
間
の
で
き
た
愛
情
関
係
の「
和

解
」
の
常
態
と
い
う
べ
き
か
。
そ
こ
に
は
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
「
諦
念
」
の
学
習
が
あ
っ
た
。
こ
の｢

諦
念｣

が
、
次
に
見
る
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
そ
れ
と
は
い
か
に
違

う
こ
と
か
！
）

　

一
方
、
怪
我
か
ら
完
全
に
癒
え
て
い
な
い
ヒ
ポ
リ
ト
は
思
い
余
っ
て
、
つ
い
に
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
愛
を
告
げ
る
が
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
彼
を
逆
に
懇
々
と
制
止

す
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
夫
妻
は
ヒ
ポ
リ
ト
と
と
も
に
、
さ
る
若
い
二
人
の
姉
妹
、
イ
ー
ダ
と
ベ
ラ
を
伴
っ
て
、
ア
ー
ル
ハ
イ
ム
の
城
に
一
時
的
に
帰
還
す
る
こ
と

に
な
る
。
途
中
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
を
経
由
し
た
と
き
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
オ
ト
カ
ー
ル
が
か
つ
て
助
け
た
あ
の
老
女
が
敬
虔
で
穏
や
か
な
死
を
迎
え
て
い
た
こ
と

を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
二
部
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　

第
三
部
。
ア
ー
ル
ハ
イ
ム
の
城
に
た
ど
り
着
く
と
、
や
が
て
ヒ
ポ
リ
ト
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
オ
ト
カ
ー
ル
の
関
係
の
こ
と
を
耳
に
し
、
彼
女
の
愛
が
決
定
的
に
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オ
ト
カ
ー
ル
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
絶
望
的
な
気
分
と
な
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
ヒ
ポ
リ
ト
と
話
し
合
い
諭
し
、
彼
女
の
も
と
か
ら
旅
立
た
せ
る
。

　

ヒ
ポ
リ
ト
は
ま
ず
故
郷
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
赴
き
、
そ
こ
で
か
つ
て
自
分
を
裏
切
っ
た
叔
父
の
息
子
の
真
心
あ
ふ
れ
る
謝
罪
に
心
打
た
れ
和
解
す
る
が
、
憂
鬱
な

心
は
晴
れ
な
い
。
ス
イ
ス
を
経
て
イ
タ
リ
ア
は
ミ
ラ
ノ
に
た
ど
り
着
き
、
折
か
ら
絵
画
の
研
究
で
長
期
イ
タ
リ
ア
滞
在
を
し
て
い
た
エ
ル
ネ
ス
ト
（
ガ
ブ
リ
エ
ー

レ
の
後
見
的
役
割
の
人
物
）
と
知
り
合
い
、
彼
の
庇
護
と
訓
育
の
も
と
人
間
的
に
成
長
し
て
ゆ
く
。
そ
の
途
上
、
夫
の
オ
ト
カ
ー
ル
と
は
別
行
動
を
と
っ
て
い
る

ア
ウ
レ
ー
リ
ア
と
偶
然
遭
い
、
そ
の
誘
惑
を
受
け
る
が
撥
ね
除
け
る
。

　

ロ
ー
マ
に
赴
い
た
ヒ
ポ
リ
ト
は
そ
こ
で
オ
ト
カ
ー
ル
と
知
己
に
な
り
、
お
互
い
に
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
対
す
る
関
係
の
こ
と
を
知
り
あ
う
。
オ
ト
カ
ー
ル
は
ヒ
ポ

リ
ト
の
品
性
に
打
た
れ
、
ヒ
ポ
リ
ト
が
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
と
結
ば
れ
る
こ
と
を
願
う
。
ヒ
ポ
リ
ト
は
自
分
が
い
ま
や
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
を
前
に
し
て
も
冷
静
に
節
度
あ

る
態
度
を
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
確
信
し
、
二
年
近
く
の
不
在
の
あ
と
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
も
と
に
帰
る
こ
と
に
す
る
。
彼
は
情
熱
に
ま
か
せ
た
乱
暴
な
青
年

か
ら
、
愛
情
の
深
さ
は
相
変
わ
ら
な
い
な
が
ら
、
落
ち
着
い
た
一
人
前
の
大
人
に
成
長
し
た
の
で
あ
る
。

　

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
夫
モ
ー
リ
ツ
は
喘
息
で
体
調
を
崩
し
て
お
り
、
ヒ
ポ
リ
ト
を
い
た
く
気
に
入
っ
て
い
た
た
め
も
あ
り
、
ヒ
ポ
リ
ト
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
対
し

自
制
し
な
が
ら
辛
抱
強
く
モ
ー
リ
ツ
の
看
病
に
も
当
た
る
。
そ
う
し
た
成
長
し
た
ヒ
ポ
リ
ト
の
姿
に
、
二
六
歳
を
迎
え
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
も
心
の
う
ち
で
惹
か
れ

て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
で
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
夫
の
世
話
な
ど
で
あ
ま
り
社
交
界
に
出
向
か
な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
叔
母
の
伯
爵
夫
人
は
い
ま
や
十
八
歳
の
美
し

い
女
性
に
な
っ
た
イ
ー
ダ
を
社
交
界
の
花
形
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
あ
る
夜
会
に
登
場
し
た
、
い
か
に
も
コ
ケ
ッ
ト
で
魅
力
的
な
イ
ー
ダ
に
ヒ
ポ
リ
ト

も
そ
の
場
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
心
躍
ら
せ
、
戯
れ
あ
う
。
そ
れ
を
横
で
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
心
な
ら
ず
も
の
嫉
妬
と
心
痛
。

　

こ
の
心
の
苦
し
み
の
中
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
「
わ
た
し
は
自
分
の
感
情
を
支
配
し
て
い
な
い
し
、
そ
う
す
る
力
も
な
い
が
、
自
分
の
行
動
な
ら
支
配
し
て
み
せ

る
」（S. 372

）
と
し
て
、
ヒ
ポ
リ
ト
を
イ
ー
ダ
と
娶
わ
せ
よ
う
と
決
意
し
、
ヒ
ポ
リ
ト
に
そ
う
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
。
ヒ
ポ
リ
ト
の
激
し
い
反
発
と
絶
望
。

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
内
心
ひ
そ
か
な
満
足
を
感
じ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
の
中
、ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
心
身
と
も
疲
労
困
憊
し
病
に
倒
れ
る
。
病
は
癒
え
ず
、ガ
ブ
リ
エ
ー

レ
の
状
態
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
。
回
復
を
期
待
し
て
ア
ー
ル
ハ
イ
ム
城
に
一
同
舞
い
も
ど
る
こ
と
に
す
る
。
ア
ー
ル
ハ
イ
ム
城
で
は
「
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
行

状
は
愛
す
る
者
た
ち
に
囲
ま
れ
て
、
ま
る
で
浄
化
さ
れ
た verklärt 

美
し
い
霊
の
よ
う
で
、
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
目
の
前
に
い
る
最
愛
の
友
人
た
ち

だ
け
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
至
福
を
感
じ
取
っ
て
い
た
」（S. 387

）
が
、そ
れ
も
む
な
し
く
、や
が
て
彼
女
の
体
は
最
後
の
力
も
消
耗
し
衰
弱
し
て
ゆ
く
。
ロ
ー

マ
か
ら
は
オ
ト
カ
ー
ル
も
急
遽
駆
け
つ
け
て
く
る
中
、
死
を
目
前
に
し
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
ヒ
ポ
リ
ト
に
愛
を
告
白
し
、
や
が
て
事
切
れ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
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死
と
前
後
し
て
折
か
ら
転
地
療
法
に
出
て
い
た
夫
モ
ー
リ
ツ
の
死
の
報
告
が
入
る
。
彼
女
の
死
後
、
彼
女
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
鍛
錬
さ
れ
た
「
生
徒
」
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
二
人
の
男
性
の
ヒ
ポ
リ
ト
と
オ
ト
カ
ー
ル
は
と
も
に
手
を
携
え
て
旅
立
っ
て
ゆ
く
。

　

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
生
涯
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ゲ
ー
テ
は
一
八
二
二
年
六
月
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
を
読
み
、
数
ペ
ー
ジ
の
所
感
を
記
し
、
そ
れ
を
彼
の
雑

誌
『
芸
術
と
古
代 K

unst und A
ltertum

 

』
に
一
八
二
三
年
発
表
す
る
。
ち
な
み
に
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
は
し
ば
し
ば
彼
の
『
親
和
力
』（
一
八
〇
九
年
）
を

モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
も
評
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
影
響
力
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
作
品
で
あ
る
。
以
下
そ
の
所
感
か
ら
抜
粋
し

て
み
る
。

　
「
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
生
活
の
豊
か
さ
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
獲
得
さ
れ
る
教
養
の
偉
大
な
成
熟
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
す
べ
て
は
現
実
に
倣
っ
て
記
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
全
体
に
対
し
異
質
な
と
こ
ろ
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
生
活
の
出
来
事
が
大
変
優
雅
に
加
工
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
見
事
で
す
。
小
説

は
本
来
真
の
生
活
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
す
。
た
だ
、首
尾
一
貫
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
生
活
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
で
す
。」
自
分
（
ゲ
ー
テ
）

は
、
こ
の
小
説
を
娘
と
一
緒
に
読
ん
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
、
あ
る
母
親
に
尋
ね
ら
れ
た
と
き
こ
う
答
え
た
。「
教
育
と
は
、
お
よ
そ
世
間
で
暮
ら
し
、
そ
れ

か
ら
ま
た
限
ら
れ
た
仲
間
内
で
暮
ら
し
て
ゆ
く
た
め
の
条
件
に
若
者
を
慣
ら
し
、
そ
う
し
た
条
件
に
合
う
よ
う
に
育
て
て
ゆ
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
小
説
は
、

無
条
件
的
な
も
の
を
最
も
興
味
深
い
も
の
と
し
て
提
示
し
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
人
間
社
会
の
外
、
世
間
の
外
に
わ
れ
わ
れ
を
追
い
立
て
る
限
り
な
い
努
力
で

あ
り
、
無
条
件
の
情
熱
の
こ
と
で
す
。
こ
の
情
熱
に
は
乗
り
越
え
が
た
い
多
く
の
障
害
が
立
ち
は
だ
か
り
、
絶
望
の
う
ち
で
の
満
足
が
、
死
の
う
ち
で
の
安
ら
ぎ

が
残
さ
れ
る
だ
け
で
す
。﹇
改
行
﹈
悲
劇
的
小
説
の
こ
う
し
た
固
有
の
性
格
を
著
者
は
素
朴
な
や
り
方
で
大
変
う
ま
く
成
功
さ
せ
て
い
ま
す
。
著
者
は
単
純
な
手
段

で
大
き
な
感
動
を
惹
き
起
こ
す
す
べ
を
知
っ
て
い
ま
す
し
、
事
件
の
経
過
の
う
ち
で
、
自
然
で
感
動
的
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
自
然
で
感
動

的
な
も
の
は
わ
た
し
た
ち
を
痛
ま
し
く
悲
惨
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ
と
の
真
相
に
よ
っ
て
最
高
に
上
品
に
私
た
ち
の
心
を

つ
か
む
の
で
す
。」

　
「
慣
習
的
な
も
の
の
た
だ
な
か
で
、
人
物
た
ち
の
諸
関
係
、
由
来
の
多
様
性
の
ま
っ
た
き
自
然
性
が
、
こ
と
に
以
前
の
事
情
の
実
り
多
き
帰
結
が
、
現
れ
て
き

て
い
ま
す
。」

　
「
高
貴
な
心
ば
え Gesinnung 

と
行
為
の
進
展
、
こ
れ
に
よ
っ
て
真
に
偉
大
な
も
の
へ
の
移
行
が
容
易
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
必
然
的
に
な
り
ま
す
。」
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「
空
想
的
な
と
こ
ろ
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
想
像
的
な
も
の
で
す
ら
現
実
的
な
も
の
に
合
理
的
に
接
続
し
て
い
ま
す
。」）

（（
（

　

そ
れ
ぞ
れ
、
さ
す
が
と
い
う
か
、
作
品
の
勘
所
を
的
確
に
押
さ
え
た
評
言
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ヒ
ポ
リ
ト
に
対
す
る
愛
の
自
覚
が―

―

一
方
で
「
聖
女
」

な
い
し
「
天
使
」
の
よ
う
な
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
で
あ
り
な
が
ら―

―

嫉
妬
を
機
縁
と
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、
ヨ
ハ
ナ
の
観
察
力
を
示
し
て
い
る
が
、
ゲ
ー
テ
の
言

う
よ
う
に
、
こ
の
小
説
の
雄
弁
な
「
現
実
」
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

2―

2
．
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
愛
と
諦
念

　

ゲ
ー
テ
の
『
親
和
力
』
を
模
範
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
は
「
諦
念
小
説
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な

の
か
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
そ
う
見
な
し
て
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
節
で
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
確
か
に
、
諦
念
と
自
己
犠
牲
に
挺
身

す
る
主
人
公
の
姿
が
こ
の
小
説
の
前
景
の
多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
諦
念
こ
そ
が
女
性
の
生
き
方
の
正
道
と
し
て
唱
導
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
も
諦
念
を
推
奨
し
て
い
る
か
に
見
え
る
本
作
品
に
走
る
亀
裂
を
踏
査
す
る
こ
と―

―

そ
れ
が
本
節
の
目
論
見
で
あ
る
。

　

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
母
ア
ウ
グ
ス
テ
の
愛
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
現
に
生
き
て
い
た
。
母
の
愛
に
よ
っ
て
幸
薄
き
前
半
生
（
母
と
の
共
生

は
い
か
に
も
短
い
も
の
だ
っ
た
が
）
を
生
き
延
び
て
き
た
の
だ
し
、
ま
た
母
か
ら
教
え
ら
れ
た
愛
を
モ
デ
ル
に
、
自
分
の
（
十
年
ば
か
り
と
、
こ
れ
ま
た
短
い
）

後
半
生
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
母
か
ら
学
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
、「
正
し
い
こ
と
を
し
っ
か
り
と
守
り
抜
き
な
が
ら
、
静
か
に
耐
え
る
こ
と
が
女
性
の
最
高
の
義

務
で
あ
り
、
…
女
性
の
心
胸
の
う
ち
に
の
み
、
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
幸
福
に
な
り
ま
た
幸
福
に
さ
せ
る
静
か
な
愛
が
宿
っ
て
お
り
、
こ
の
愛
が
愛
を
返
さ
れ
る
こ

と
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
人
生
の
最
高
最
美
の
華
と
な
る
た
め
に
は
愛
を
返
さ
れ
る
必
要
も
な
い
」（S.21

）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
真
の
高
貴
な
愛

は
人
生
の
華
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幸
せ
に
な
る
た
め
に
愛
し
返
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
自
身
が
固
有
の
高
い
報
酬
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
母
は
わ
た
し

に
教
え
ま
し
た
。」（S. 316

）

　

実
際
、
オ
ト
カ
ー
ル
へ
の
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
愛
は
、
ま
さ
に
こ
の
母
の
教
え
に
準
拠
し
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
形
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
結
婚
後
し
ば
ら
く

し
て
、
オ
ト
カ
ー
ル
と
の
恋
愛
を
回
想
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
述
べ
て
い
る
。「
わ
た
し
の
愛
は
、
彼
が
こ
の
世
に
い
る
と
い
う
麗
し
き
こ
と
に
対
す
る
喜
び
だ

け
な
の
で
す
。
こ
の
喜
び
は
墓
に
入
る
ま
で
わ
た
し
と
共
に
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
わ
た
し
を
い
た
わ
り
、
ど
ん
な
破
滅
的
な
情
熱
か
ら
も
純
粋
に
忠
実
に
わ
た
し
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を
守
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
限
り
、
こ
の
喜
び
は
消
え
去
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は

再
会
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
す
。」（S. 206

）
こ
の
「
喜
び
」
の
安
ら
ぎ
こ
そ
、「
愛
は
そ
れ
自
身
の
み
で
、
希
望
も
応
答
も
そ
れ
ど
こ
ろ
か
願
望
す
ら
な
く

と
も
、
口
で
は
言
え
な
い
ほ
ど
の
至
福
の
源
泉
な
の
で
す
」（ibid.

）
と
い
う
母
の
言
葉
の
真
意
を
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
悟
ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

す
ぐ
あ
と
に
、「
ひ
た
す
ら
純
粋
な
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
生
命
で
あ
っ
て
、
意
図
も
意
志
も
な
く
生
じ
、
け
っ
し
て
滅
び
ゆ
く
こ
と
の
な
い
も
の
」（ibid.

）
だ
と

い
う
自
分
と
オ
ト
カ
ー
ル
の
関
係
を
、
母
と
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
と
い
う
二
人
の
故
人
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
。
そ
れ
は
、
愛
が
性
愛
と
な
る
こ
と
を
拒

否
し
、
官
能
の
情
熱
に
対
す
る
防
禦
壁
と
な
る
べ
き
愛
情
関
係―

―

「
ど
ん
な
破
滅
的
な
情
熱
か
ら
も
純
粋
に
忠
実
に
わ
た
し
を
守
っ
て
く
れ
る
」
愛
情
関
係―

―

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
天
使
」
の
愛
で
あ
る
。「
天
使
」
と
い
う
語
は
作
品
の
な
か
で
も
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
愛
の
形
容
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
そ

も
そ
もGabriele

と
い
う
名
に
し
て
か
ら
、
天
使
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
待
た
な
い
。

　

だ
が
、
天
使
の
ご
と
き
、
純
粋
な
愛
の
こ
の
自
足
は
、
物
語
の
最
後
で
、
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
嫉
妬
と
い
う
形
で
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
し
っ
ぺ
返
し
を
さ
れ
る
。

　
「
彼
女
は
、
内
的
葛
藤
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
み
ず
か
ら
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
自
分
が
感
じ
て
い
る
の
は
愛
、
熱
く
燃
え
る
愛
な
の
だ
、
と
。
そ

れ
を
彼
女
は
今
自
分
が
苦
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
わ
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
無
制
限
の
献
身
に
生
き
た
柔
和
な
母
が
幼
い
彼
女
の
胸
に
あ
ふ
れ
さ
せ
た
あ
の

理
想
と
は
な
ん
と
ま
る
っ
き
り
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
か
！　

愛
は
そ
れ
自
身
で
人
を
幸
福
に
す
る
も
の
で
、
愛
す
る
相
手
の
無
制
限
の
幸
福
の
み
を
求
め
、
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
生
を
天
使
の
至
福
な
る
生
に
高
め
る
の
だ
と
い
う
あ
の
子
供
っ
ぽ
い
信
仰
は
今
や
彼
女
に
は
な
ん
と
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
！　

彼

女
の
激
し
く
鼓
動
す
る
胸
は
、
愛
を
返
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
、
愛
す
る
相
手
の
貞
節
と
近
接
を
求
め
て
い
る
、
彼
女
は
こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
。
…
〔
彼
女
は
オ

ト
カ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
ヒ
ポ
リ
ト
を
も
高
邁
な
理
想
の
男
性
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
〕
今
彼
女
の
目
に
浮
か
ん
で
い
る
高
邁
と
美
の
理
想
像
か
ら
は
、
乱

暴
で
無
思
慮
な
若
者
の
面
影
は
拭
い
去
ら
れ
て
い
る
。
無
思
慮
な
若
者
を
彼
女
は
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
高
邁
と
美
の
理
想
像
の
ほ
う
は
、
彼
女
に

は
詩
人
の
夢
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
よ
う
な
熱
烈
な
憧
憬
心
を
も
っ
て
、
愛
さ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
だ
。」（S. 369ｆ．

）（
な
お
、
こ
の
愛
の
自
覚
は―

―

詳
細
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
が―

―
S. 361, 364ｆ． 

な
ど
で
布
石
が
打
た
れ
て
い
る
。）

　

こ
の
点
で
、
ヒ
ポ
リ
ト
の
場
合
は
オ
ト
カ
ー
ル
の
場
合
と
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。
少
女
の
夢
見
ら
れ
た
純
粋
な
愛
（
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
十
六
歳
時
。
い
み
じ
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く
も
作
者
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
オ
ト
カ
ー
ル
を
「
母
を
愛
し
た
よ
う
に
、
愛
し
た
」（S. 371

）
と
述
べ
て
い
る
）
か
ら
、
成
熟
し
た
女
性
の
現
実
を
踏
ま
え

た
性
愛
（
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
二
十
歳
代
中
ご
ろ
）
へ
の
転
換―

―

自
ら
の
こ
の
転
換
＝
成
長
を
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
自
身
が
、
こ
の
引
用
の
直
前
ま
で
自
覚
し
て
い
な

か
っ
た
。「
愛
す
る
相
手
の
近
接
」―

―

こ
れ
は
、
オ
ト
カ
ー
ル
と
の
相
互
関
係
・
相
互
信
頼
の
「
安
ら
ぎ
」
の
至
福
（S. 316

）
う
ち
で
、
そ
の
欲
求
を
乗
り

越
え
た
と
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
自
負
し
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
裏
を
返
す
な
ら
、
オ
ト
カ
ー
ル
へ
の
愛
と
は
い
か
に
も
幼
い
、
い
わ
ば

血
の
通
わ
な
い
「
純
愛
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

さ
す
が
に
エ
ル
ネ
ス
ト
は
そ
の
愛
の
幼
さ
・
未
熟
さ
の
危
う
さ
に
気
づ
い
て
い
た
か
の
よ
う
な
発
言
を
い
ち
早
く
残
し
て
い
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
オ
ト
カ
ー

ル
へ
の
愛
は
本
物
で
あ
り
、
こ
の
純
粋
な
愛
は
彼
女
を
生
涯
い
か
な
る
後
悔
か
ら
も
守
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
自
分
は
ど
ん
な
に
抗
っ
て
も
、
こ
の
純
愛
が
幼

年
期
の
拘
束
か
ら
の
最
初
の
脱
却
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
を
拭
い
去
れ
な
い
、
ち
ょ
う
ど
曙
が
ど
ん
な
に
華
麗
で
あ
ろ
う
と
も
、

人
生
の
全
体
を
照
ら
し
暖
め
る
太
陽
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
、
と
。
そ
れ
は
、
思
春
期
の
「
初
恋 die erste Liebe 

」
と
す
ら
呼
べ
な
い
代
物
な
の
で
あ
る
。

（S. 220

）

　

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
自
身
が
母
か
ら
教
え
ら
れ
た
「
聖
女
」
の
愛
の
み
を
愛
の
形
と
し
て
信
じ
込
み
、
そ
れ
に
固
執
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
逆
に
最
後
に
は
、
自
ら

の
女
と
し
て
の
成
熟
に
足
元
を
掬
わ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
自
分
の
「
秘
密
」、
つ
ま
り
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
愛
を
、
言
動
に
漏
ら

さ
な
い
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
に
細
心
の
「
自
己
監
視
」
の
注
意
を
傾
け
る
こ
と
に
も
な
る
（
本
稿
次
章
参
照
）。
そ
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
こ
の
自
己
拘
束
の

鎖
か
ら
解
放
さ
れ
、ヒ
ポ
リ
ト
に
愛
を
告
白
す
る
の
は
死
の
間
際
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
彼
女
に
と
っ
て
は
生
は
自
己
拘
束
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
、「
聖
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
彼
女
の
生
は
盲
従
し
が
ん
じ
が
ら
め
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
限
り
、
作
者
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
固
定
観
念
を
彼
女
に
植
え
付
け
た
、
母
親
を
代
表
と
す
る
、
時
代
社
会
を―

―

心
な
ら
ず
も
と
い
う
か
、
意
図
す
る
こ
と

な
く―
―

暗
々
裏
に
告
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
新
た
な
生
＝
性
と
そ
れ
に
伴
う
喜
び
と
苦
痛
に
覚
醒
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
純
粋
無
垢
性
の
「
確
信
」
に
溺
れ
囚
わ
れ
す
ぎ
た
ガ
ブ
リ
エ
ー

レ
は
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
彼
女
は
自
分
の
無
思
慮
な
確
信
が
自
分
の
不
幸
の
源
だ
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
確

信
を
断
罪
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
分
へ
の
同
情
が
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。」（S. 371

）
こ
う
し
て
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
動
き
が
取

れ
な
い
状
況
の
中
、
つ
ま
り
、
純
粋
で
清
浄
な
（
天
使
＝
聖
女
の
）
愛
が
い
ま
や
妄
想
で
し
か
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
妄
想
を
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放
棄
で
き
な
い
と
い
う
状
況
の
中
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
と
っ
た
方
略
は
ま
た
し
て
も
「
諦
念
」、
す
な
わ
ち
、
イ
ー
ダ
に
ヒ
ポ
リ
ト
を
譲
渡
す
る
と
い
う
諦
念
＝

自
己
犠
牲
と
い
う
、
彼
女
の
十お

は

こ
八
番
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
の
十
八
番
に
頼
る
し
か
彼
女
に
は
逃
げ
道
は
な
か
っ
た
。
と
す
る
な
ら
、「
諦
念 Entsagung 

」

な
い
し
「
犠
牲 O

pfer 

」
と
は
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
「
そ
れ
と
気
づ
か
れ
な
い
無
数
の
犠
牲
、
そ
れ
が
、
た
ん
に
外
見
か
ら
判
断
す
る
世
間
か
ら
す
る
な
ら
幸
せ
な
人
と
た
た
え
ら
れ
る
じ
つ
に
多
く
の
女
性
の
運

命
な
の
で
あ
る
。」（
母
の
教
え
。S.26

）

　
「
忍
耐
が
女
性
と
友
人
の
義
務
で
す
。」（
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
発
言
。S. 315

）（「
女
性
と
友
人
」
と
い
う
取
り
合
わ
せ
の
妙
を
よ
く
よ
く
思
っ
て
み
る
べ
き
だ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。）

　
「
世
の
目
か
ら
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
が
出
来
さ
え
す
る
な
ら
、
ど
ん
な
静
か
で
ひ
そ
や
か
な
犠
牲
も
捧
げ
ら
れ
ま
す
し
、
ほ
と
ん
ど
耐
え
が
た
い
こ
と
も
辛

抱
で
き
ま
す
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
「
悲
し
み
に
微
笑
み
な
が
ら
」
と
い
う
の
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
わ
た
し
た
ち
女
性
の
最
良
の
人
々
の
定
め
で
あ
り
美
徳
な

の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
た
め
に
生
れ
て
い
る
の
で
す
。」（
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
夫
人
の
言
。S. 180

）

　　

こ
う
し
た
発
言
は
ま
だ
ま
だ
採
取
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
作
者
自
身
の
人
生
観
の
残
照
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
諦
念
の
宿
命
と
は
女
性
だ
け
の
も
の
と

は
さ
れ
ず
、
前
節
で
も
引
い
た
よ
う
に
、
男
性
で
あ
る
オ
ト
カ
ー
ル
も
ま
た
「
諦
め
る
こ
と
の
で
き
る
技
術
の
う
ち
に
の
み
、
真
の
賢
者
の
石
は
隠
さ
れ
て
い
る
」

（S. 353

）
と
い
う
悟
り
を
、
幾
多
の
経
験
を
通
し
て
獲
得
す
る
の
だ
。（
ま
た
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ナ
の
一
八
二
五
年
の
中
編
小
説
『
雪
』
に
お
い
て
も
、「
献
身 

Ergebung 

」
こ
そ
が
女
性
の
一
般
的
な
運
命
で
あ
っ
て
、
気
高
い
女
性
は
喜
ん
で
そ
れ
に
服
従
す
る
、
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
義
務
を
果
た
し
た
と
い
う
意
識
の

う
ち
に
い
つ
の
日
か
そ
れ
に
対
す
る
最
も
豊
富
な
報
酬
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
旨
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）

（（
（

）

　

た
だ
し
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
諦
念
は
あ
く
ま
で
自
ら
意
志
し
た
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
自
ら
納
得
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
が
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、諦
念
と
自
己
犠
牲
は
自
ら
の
生
を
意
味
付
け
る
礎
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
女
は
自
ら
の
愛
す
る
男
性
を
も
支
配
し
つ
つ
育
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
十
六
歳
時
か
ら
す
で
に
、
道
理
と
心
情
の
筋
を
通
す
、

芯
の
強
い―

―

そ
れ
が
他
人
の
目
に
は
「
強
情
」（S.47

）
と
映
る
こ
と
も
あ
る―

―

そ
う
い
う
女
性
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
堅
固
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な
節
操
」
の
「
強
い
」
性
格
特
性
は
父
譲
り
の
も
の
で
あ
る
（S. 28, 178

）。）
（（
（

　

こ
の
強
い
性
格
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
母
の
教
え
に
一
貫
し
て
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
ま
た
あ
る
程
度
そ
れ
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
と
共
に
、

母
の
「
聖
女
」
の
教
え
と
自
己
の
内
な
る
官
能
の
覚
醒
と
の
葛
藤
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
点
に
、
近
代
的
女
性
の
自
己
主
張
の
萌
芽
と
そ

れ
に
伴
う
苦
悩
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
作
者
も
そ
の
自
己
主
張
を
後
押
し
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
後
押
し
は
い
か
に
も
お
ず
お
ず
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、「
聖
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
強
制
し
た
時
代
社
会
を
作
者
は
告
発
し
て
い
る
、
と
記
し
た
が
、
そ
の
際
「
心
な
ら
ず
も

と
い
う
か
、
意
図
す
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
限
定
を
つ
け
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
れ
ば
、
判
然
と
し
て
こ
よ
う
。

　

十
六
歳
の
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
自
分
の
若
い
小
間
使
い
、
ア
ネ
テ A

nnette 

に
言
葉
や
歴
史
の
事
跡
（
た
と
え
ば
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
の
イ
ン
ド
遠
征
）
な
ど
い

ろ
い
ろ
教
え
て
や
る
。
そ
れ
は
ア
ネ
テ
に
向
学
心
が
あ
り
ま
た
呑
み
込
み
が
よ
い
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
様
子
を
見
た
エ
ル
ネ
ス
ト
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
警
告

す
る
（S. 48︲52

）。―
―

ア
ネ
テ
の
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
み
な
さ
い
。
彼
女
は
職
人
か
小
役
人
の
妻
と
な
る
だ
ろ
う
。
子
供
の
面
倒
や
家
事
に
追
わ
れ
る
、

教
養
あ
る
彼
女
を
想
像
し
て
み
よ
。
あ
な
た
方
貴
族
は
、
極
貧
を
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
中
間
層
を
知
ら
な
い
。
中
間
層
は
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
家
政
を

営
み
、
そ
れ
に
汲
々
と
し
て
い
る
の
だ
。
上
層
の
大
商
人
な
ど
な
ら
ま
だ
し
も
、
あ
な
た
が
空
想
す
る
よ
う
な
、
仲
睦
ま
し
い
心
温
ま
る
団
欒
光
景
で
は
な
い
の

だ
。
ア
ネ
テ
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
イ
タ
リ
ア
語
も
で
き
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
故
事
の
話
も
で
き
る
親
方
夫
人
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
彼
女
は
、

祭
り
の
折
な
ど
に
は
大
勢
集
ま
っ
た
親
戚
一
同
の
た
め
に
ケ
ー
キ
を
い
そ
が
し
く
焼
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
と
き
彼
女
は
い
か
な
る
気
持
ち
に
な
る
こ
と

か
。「
よ
り
高
き
も
の
・
精
神
の
美
へ
の
永
久
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
志
操
を
身
に
付
け
な
が
ら
、
一
日
中
家
事
を
切
り
盛
り
し
て
仕
事
に
明
け
暮
れ
、
ま

だ
起
き
て
い
な
い
子
供
の
た
め
に
夜
中
ま
ん
じ
り
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
女
に
と
っ
て
な
ん
と
苦
痛
で
あ
る
こ
と
か
！
」
し
か
し
、
身
分
不

相
応
な
知
的
教
養
な
し
で
も
女
は
い
ろ
い
ろ
な
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ネ
テ
か
ら
そ
う
し
た
幸
せ
の
機
会
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。―

―

（
実
際
、
の
ち
ア
ネ
テ
は
リ
ヒ
テ
ン
フ
ェ
ル
ス
と
い
う
町
の
役
人
と
結
婚
し
、
幸
せ
な
生
活
を
送
る
と
さ
れ
、「
聖
女
」
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
苦
難
に
満
ち
た
人

生
と
の
対
照
性
が
際
立
た
せ
ら
れ
る
。S. 379.

）

　

作
者
に
は
現
状
の
身
分
制
社
会
に
真
っ
向
か
ら
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
夫
人
の
言
、「
ぎ
り
ぎ
り
の

必
要
が
な
け
れ
ば
、
世
論
に
宣
戦
布
告
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
」（S. 384

）
に
歴
然
と
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
彼
女
は
現
状
の
社
会
体
制
の
維
持
を
前
提
と
し

て
い
る
。
若
き
日
に
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
感
激
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
後
の
革
命
の
た
ど
っ
た
道
を
見
聞
し
、
ま
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
占
領
の
窮
地
を
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実
体
験
し
た
彼
女
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
し
て
、
自
分
自
身
中
産
階
級
の
上
層
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
に
は
、
こ
の
保
守
性
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
女
性
の
役
割
に
関
し
て
も
然
り
。
幼
い
頃
か
ら
利
発
で
、
家
庭
教
師
か
ら
幾
多
の
外
国
語
な
ど
を
教
え
ら
れ
て
育
ち
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
語
も
教
え
よ
う

と
い
う
家
庭
教
師
の
提
案
は
拒
否
し
た
ヨ
ハ
ナ
。
そ
れ
は
古
典
語
ま
で
手
を
染
め
る
と
「
学
の
あ
る
女
」
と
い
う
悪
評
4

4

を
得
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
ヨ
ハ
ナ
の
姿
勢
は
、
確
か
に
生
ぬ
る
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
何
よ
り
、
サ
ロ
ン
の
主
催
者
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
を
は
じ
め
と
す
る
著
名
文
化
人

と
交
わ
り
、
人
生
を
知
的
に
享
受
す
る
こ
と
に
、
最
大
の
生
き
が
い
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
目
的
か
ら
す
る
な
ら
、
彼
女
の
選
択
し
た
生
き
方
・

考
え
方
は
理
に
叶
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
と
い
う
か
、
こ
の
生
き
方
・
考
え
方
の
ゆ
え
に
、
自
分
の
生
き
が
い
の
所
在
も
お
の
ず
と
決
定
さ
れ
た

の
だ
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
体
制
維
持
の
保
守
派
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ヨ
ハ
ナ
が
当
時
の
家
父
長
制
社
会
に
お
け
る
女
性
の
地
位
に
鈍
感
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
鈍
感
ど
こ
ろ
で
な
い
。
一
定
の
時
代
的
限
界
内
と
は
い
え
、
彼
女
は
男
女
の
不
平
等
を
所
々
で―

―

そ
れ
も
勘
所
で―

―

匂
わ
せ
て
い
る
。「
そ
れ
と
気

づ
か
れ
な
い
無
数
の
犠
牲
、そ
れ
が
、た
ん
に
外
見
か
ら
判
断
す
る
世
間
か
ら
す
る
な
ら
幸
せ
な
人
と
た
た
え
ら
れ
る
じ
つ
に
多
く
の
女
性
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

運
命
な
の
で
あ
る
。」

と
い
う
先
に
引
い
た
言
葉
に
も
そ
の
こ
と
は
感
じ
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
オ
ト
カ
ー
ル
の
諦
念
の
悟
り
に
対
し
て
も
、「
む
ろ
ん
そ
の
際
彼
は
、
女
性
に
は
大
変
重

く
の
し
か
か
る
負
担
が
、
男
性
に
は
自
由
で
比
較
的
幸
せ
な
境
遇
の
た
め
何
千
倍
も
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
事
情
の
違
い
を
、
忘
れ
て
い
た
」（S. 354

）
と
、
釘

を
さ
す
の
を
怠
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
敏
感
な
観
察
眼
こ
そ
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
の
魅
力
の
一
つ
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
「
自
分
ら
が
以
前
に
は
侮
蔑
し
て
い
た
も
の
を
他
人
が
所
有
し
て
幸
福
そ
う
に
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ひ
そ
か
な
妬
み
が
う
ご
め
き
だ
す
の
を
抑
え
ら
れ
な

い
、
あ
る
種
の
人
々
の
不
始
末
」（S. 200

）―
―

こ
れ
は
、
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
と
ア
ウ
グ
ス
テ
の
婚
約
の
報
を
聞
い
た
と
き
の
、（
ア
ウ
グ
ス
テ
に
振
ら
れ
た
形

に
な
っ
た
）
レ
オ
の
両
親
の
心
理
を
描
写
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
「
他
者
の
欲
望
の
模
倣
」（
ジ
ラ
ー
ル
）
の
も
の
の
見
事
な
一
例
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
ま
た
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
最
終
的
な
愛
の
自
覚
と
も
通
ず
る
心
理
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ー
ダ
に
惹
か
れ
る
ヒ
ポ
リ
ト
の
姿
を
見

た
こ
と
が
そ
の
愛
の
告
白
の
機
縁
と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
手
中
に
あ
る
（
と
思
い
込
ん
で
い
る
）
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ら
す
す
ん
で
断
念
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、自
分
の
支
配
権
が
及
ば
な
く
な
る
と
と
た
ん
に
そ
れ
は
断
ち
が
た
い
欲
望
の
対
象
に
早
代
わ
り
す
る
。
ヒ
ポ
リ
ト
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
と
っ
て「
日

に
日
に
好
ま
し
く
な
っ
て
い
た
、
女
性
は
、
自
分
が
手
塩
に
か
け
て
世
話
し
育
て
る
も
の
は
す
べ
て
好
ま
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。」（S. 294

）
そ
し
て
、
自
分

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
は
ず
の
者
が
、
自
分
に
そ
む
い
た
り
自
分
か
ら
独
立
す
る
そ
ぶ
り
を
見
せ
る
と
き
、
彼
女
は
大
き
な
動
揺
に
晒
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く



�� 「諦念」という戦略（須藤）

な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
オ
ト
カ
ー
ル
を
諦
め
る
際
に
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
オ
ト
カ
ー
ル
の
も
と
に
あ
っ
て
は
自
分
は

過
去
も
未
来
の
こ
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
現
在
に
あ
っ
て
幸
福
で
あ
っ
た
り
不
幸
で
あ
っ
た
り
し
た
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
に
は
意
を
用
い
な

か
っ
た
。
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
が
オ
ト
カ
ー
ル
の
花
嫁
に
決
ま
っ
た
と
わ
か
っ
て
は
じ
め
て
自
分
は
、
自
分
も
彼
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
気
付
い
た

の
だ
。
そ
し
て
、
彼
が
そ
の
選
択
を
真
摯
に
申
し
込
ん
で
く
れ
ば
、
自
分
も
そ
れ
に
応
え
た
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
な
ら
、「
彼
の
意
志
に
わ
た
し
は
犠
牲

を
さ
さ
げ
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。es w

äre ein O
pfer gew

esen, das ich seinem
 W

ollen brachte. 

」（S. 106

）

　

こ
の
「
犠
牲
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
彼
の
意
志
」
に
捧
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
「
意
志
」
の
放
棄
、

す
な
わ
ち
、自
分
自
身
の
純
粋
存
在
を
護
り
ぬ
く
主
導
権
の
放
棄
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、過
去
も
未
来
も
関
係
な
し
に
ひ
た
す
ら「
現

在
」
の
愛
に
没
入
す
る
純
粋
存
在
と
し
て
の
自
分
の
自
発
性
・
能
動
性
の
放
棄
で
あ
る
。
自
分
お
よ
び
自
分
が
一
体
化
し
た
オ
ト
カ
ー
ル
へ
の
愛
し
か
眼
中
に

な
く
、
一
切
の
打
算
を
有
し
な
い
は
ず
の
自
分
が
、
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
と
い
う
他
者
と
の
「
比
較
」
に
よ
っ
て
自
分
が
規
定
さ
れ
汚
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
ガ

ブ
リ
エ
ー
レ
は
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
先
に
続
け
て
、
彼
女
は
自
分
の
言
を
こ
う
閉
じ
る
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
の
境
涯

を
妬
み
な
し
に
見
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
同
じ
事
を
自
分
の
た
め
に
望
み
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
か
わ
た
し
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
く
だ
さ
い
。
彼
女
が

彼
を
幸
せ
に
す
る
の
な
ら
、
わ
た
し
は
彼
女
を
祝
福
し
、
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
彼
女
を
愛
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
聖
な
る
結
合
に
よ
っ
て
彼
は
幸
せ
に
な
れ
る

は
ず
な
の
で
す
か
ら
。」（Ibid.

）

　

し
か
し
他
方
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
ア
ウ
レ
ー
リ
ア
を
嫉
妬
し
な
い
で
す
む
の
は
、
彼
女
が
オ
ト
カ
ー
ル
の
自
分
に
対
す
る
究
極
の
愛
を
疑
っ
て
い
な
い
か
ら

な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
愛
の
応
答
す
ら
必
要
な
い
純
粋
な
愛
と
は
い
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
応
答
を
経
験
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
の
、
応
答
の
不
必
要
性
な
の

で
あ
っ
て
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
応
答
に
確
信
が
も
て
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
も
ろ
く
も
崩
れ
去
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
嫉
妬
は
は
し
な

く
も
、
そ
う
し
た
事
情
を
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
結
婚
後
に
な
っ
て
、「
ひ
た
す
ら
純
粋
な
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
生
命
で
あ
っ
て
、
意

図
も
意
志
も
な
く
生
じ
、
け
っ
し
て
滅
び
ゆ
く
こ
と
の
な
い
も
の
」（S. 206

）
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
オ
ト
カ
ー
ル
と
の
愛
情
関
係
の
あ
の
昇

華
も
、
そ
の
源
に
は
、
可
能
的
応
答
の
確
信
が
、
ひ
い
て
は
ま
た
、
自
ら
の
純
愛
へ
の
「
意
志
」
の
能
動
性
が
、
存
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。（「
意
図
も
意
志

も
な
く
生
じ ohne A

bsicht, ohne W
ollen entstanden 

」
と
い
う
文
句
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
い
う
、
完
全
な
諦
念
の
発
生
の
「
忽
然
」
性
を
想
起
さ
せ
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ず
に
お
か
な
い
。
結
論
だ
け
を
述
べ
る
な
ら
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
思
想
と
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
観
念
的
な
理
想
と
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア

ル
ト
ゥ
ー
ル
の
場
合
そ
れ
は
、
思
想
の
耐
え
ざ
る
苦
難
の
果
て
の
（
到
達
点
な
ら
ぬ
）
到
達
点
で
あ
る
の
に
対
し
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
あ
っ
て
は
、
幼
年
期
に

母
か
ら
注
入
さ
れ
体
内
化
さ
れ
た
「
確
信
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
彼
女
自
身
の
人
生
や
経
験
の
積
み
重
ね
と
い
う
契
機
が
決
定
的
に
欠
如
し

て
い
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
途
中
経
過
を
飛
び
越
し
た
、
頭
で
っ
か
ち
の
観
念
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
の
心
身
の
成
熟
と
い
う
途

中
経
過
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
そ
の
観
念
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
足
払
い
を
食
ら
わ
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。）

　

イ
ー
ダ
に
ヒ
ポ
リ
ト
を
譲
ろ
う
と
決
心
し
、
そ
の
た
め
に
イ
ー
ダ
の
美
点
を
賞
賛
す
る
と
き
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
「
ほ
と
ん
ど
超
人
的
な
力
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
た
克
己
の
意
識
に
無
我
夢
中
に
な
る begeistert 

」（S. 374

）。
こ
れ
も
、
克
己
と
い
う
自
己
犠
牲
な
い
し
諦
念
が
あ
く
ま
で
自
ら
の
能
動
性
に
基
づ
く

が
ゆ
え
の
「
無
我
夢
中
」
で
あ
り
自
己
陶
酔
で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
傷
心
に
耽
溺
し
、
痛
み
を
や
わ
ら
げ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
痛
み
と
は
、

自
分
に
と
っ
て
も
彼
に
と
っ
て
も
正
し
い
も
の
を
選
択
し
た
と
い
う
意
識
な
の
だ
（S. 373

）。
こ
う
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
、
イ
ー
ダ
と
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
嫉
妬

を
乗
り
越
え
る
が
、
そ
れ
も
、
そ
の
た
め
に
捧
げ
た
犠
牲
が
他
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
彼
女
自
身
の
自
発
性
に
よ
る
と
い
う
点
を
抜
き
に
し
て
は
理

解
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
だ
か
ら
ま
た
、
克
己
に
よ
る
苦
痛
と
歓
喜
の
さ
な
か
、「
そ
れ
を
抑
え
る
こ
と
は
人
間
業
を
越
え
て
い
る
」
と―

―

少
々
皮
肉
っ
ぽ
く

も
な
く
は
な
い―

―

形
容
を
さ
れ
る
「
楽
し
げ
な
感
情
」
が
彼
女
の
な
か
で
蠢
き
だ
さ
ず
に
お
か
な
か
っ
た
の
だ
。（V

gl. S. 377

）

　

ヨ
ハ
ナ
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
諦
念
」
の
価
値
観
を
体
内
化
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
を
ひ
た
す
ら
諦
念
の

理
想
を
具
現
し
て
い
る
人
物
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
具
現
と
い
う
な
ら
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
母
の
方
が
よ
ほ
ど
理
想
に
近
い
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
た
だ
自
分
の
観
念
世
界
に
の
み
生
き
て
い
る
」（S. 371

）
母
ア
ウ
グ
ス
テ
は
「
諦
念
」
と
の
親
和
性
が
よ
ほ
ど
強
く
、
そ
れ
だ
け
に

内
閉
的
で
自
己
主
張
の
弱
い
人
間
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
父
親
譲
り
の
「
意
志
の
強
さ
」
を
秘
め
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
こ
そ
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
悲
劇
の
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
意
志
に
よ
っ
て
意
志
を
殺
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
諦
念
と
自
己
犠
牲

の
無
意
志
的
な
「
安
ら
ぎ
」
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ヨ
ハ
ナ
が
（
母
親
で
は
な
く
）
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
を
こ
そ
主
人
公
に
設
定
し
た
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
諦
念
を
自
ら
の
生
の
理

想
と
し
た
が
た
め
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
「
意
志
」
は
自
己
相
殺
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
追
い
込
ま
れ
る
。
単
に
諦
念
の
理
想
を
謳
い
上
げ
る
た
め
だ
け
だ
っ
た
ら
、

ヨ
ハ
ナ
は
母
親
を
主
人
公
に
し
た
方
が
、小
説
の
構
成
は
よ
ほ
ど
楽
だ
っ
た
ろ
う
。（
む
ろ
ん
、小
説
と
し
て
の
傑
作
度
が
そ
れ
で
上
昇
す
る
か
は
別
問
題
だ
が
。）
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む
し
ろ
、
諦
念
に
生
き
る
に
は
内
的―

―

外
的
の
み
な
ら
ず―

―

抵
抗
に
さ
れ
さ
れ
る
素
質
を
も
っ
た
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
選
抜
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
近
代

的
女
性
と
し
て
の
ヨ
ハ
ナ
の
（
半
ば
無
意
識
的
な
）
自
己
規
定
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ヨ
ハ
ナ
に
と
っ
て
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
こ
そ
が
、
同
時
代
の
女
性
と
し
て
似
つ
か
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
近
代
的
女
性
の
悲
劇
の
典
型
と
し
て

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。「
諦
念
」
と
い
う
い
わ
ば
伝
統
的
な
価
値
観
を
同
化
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
う
ち
に
胎
動
す
る
官
能

的
性
愛
の
蠢
き
を
も
否
定
で
き
な
い
女
性―

―

こ
の
、
ヨ
ハ
ナ
な
り
の
「
美
徳
の
不
幸
」
と
も
い
う
べ
き
、「
挟
み
撃
ち
」
状
況
を
描
い
た
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』

と
は
、
近
代
的
女
性
の
性
的
存
在
と
し
て
の
自
己
主
張
の
解
放
へ
向
け
た
陣
痛
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
章　
「
家
族
」
の
「
語
り
」―

―

『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
の
交
叉

　

3―

0
．

　

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
は
、
書
の
性
格
上
か
ら
し
て
も
、
ヨ
ハ
ナ
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
ヨ
ハ
ナ
を
連
想

さ
せ
る
箇
所
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
著
作
で
は
な
い
が
、
同
時
期
の
講
義
で
、
遺
伝
を
論
じ
て
、
父
か
ら
は
意
志
が
、
母
か
ら
は
認

識
（
な
い
し
知
性
）
が
遺
伝
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
（V

N
4, S. 65. 

な
お
同
様
の
趣
旨
は
の
ち
『
世
界
』
続
編
な
ど
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
）、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル

は
母
と
し
て
の
ヨ
ハ
ナ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
の
思
い
に
誘
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
に
は
明
ら
か
に
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
を
連
想
さ
せ
る
描
写
が
出
て
く
る
。「
本
書
に
お
い
て
わ
た
し
は
、
自
分
の
人
生
の
な
か
で

出
会
っ
て
き
た
も
の
ご
と
の
個
別
的
な
ス
ケ
ッ
チ
を
自
由
に
引
き
離
し
た
り
結
び
合
わ
せ
た
り
し
た
た
め
、
し
ば
し
ば
一
人
に
登
場
人
物
に
お
い
て
、
幾
人
も
の

個
人
や
風
土
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
登
場
人
物
は
一
人
と
し
て
、
厳
密
な
意
味
で
肖
像
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
な
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
わ
た
し
と
し
て
は
幸
甚
で
あ
る
」（S.5

）
と
そ
の
「
序
文
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
以

上
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
面
影
を
忍
ば
せ
る
人
物
や
場
面
が
出
て
き
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ヒ
ポ
リ
ト
が
そ
れ
で
あ
る
。
出
会
っ
て
そ
ん
な
に
と
き
も
た
っ
て
い
な
い
頃
、
彼
は
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
よ
っ
て
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る―

―

ヒ
ポ
リ
ト
は
二
一
歳
だ
が
七
歳
の
子
供
の
よ
う
で
、
お
と
な
し
く
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
か
と
思
え
ば
、
ま
た
素
直
に
な
っ
た
り
も
す
る
。
だ
だ
っ
子
の
よ
う
だ



��

と
思
え
ば
、
ま
た
大
人
び
て
も
い
る
。
傲
慢
に
人
を
見
下
す
ほ
ど
に
誇
り
高
く
、
虚
栄
心
が
強
く
、
磊
落
で
、
ま
た
暗
く
打
ち
沈
ん
だ
り
す
る
。
外
的
に
も
内
的

に
も
矛
盾
だ
ら
け
だ
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
、
生
い
立
ち
の
せ
い
で
世
を
す
ね
て
い
る
が
、
根
は
気
高
く
て
心
優
し
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
学
問
が
あ
り
、

話
し
方
も
心
得
て
い
る
し
、
フ
ル
ー
ト
を
吹
き
、
ス
ケ
ッ
チ
も
な
か
な
か
の
も
の
だ
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
美
点
を
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
す
る
た
め
の
教
育
が

ま
だ
必
要
だ
。―

―

（S. 250

）

　

こ
こ
に
は
容
易
に
若
き
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
姿
が
連
想
さ
れ
よ
う
。（
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
が
少
年
時
代
か
ら
フ
ル
ー
ト
を
奏
し
た
の
は
有
名
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は

モ
デ
ル
と
な
っ
た
ゲ
ー
テ
『
親
和
力
』
の
主
人
公
の
一
人
、
エ
ー
ド
ゥ
ア
ル
ト
の
フ
ル
ー
ト
演
奏
も
な
に
が
し
か
影
響
し
て
も
い
よ
う
。）
少
々
美
化
さ
れ
す
ぎ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
母
の
投
影
的
願
望
で
あ
る
と
と
も
に
、
決
裂
し
て
い
た
息
子
へ
の
和
解
の
提
案
の
示
唆
で
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
く
に
、
ガ
ブ

リ
エ
ー
レ
の
い
わ
ば
傘
下
に
入
っ
て
か
ら
の
ヒ
ポ
リ
ト
が
、
人
好
き
の
す
る
（
な
か
ん
ず
く
モ
ー
リ
ツ
に
気
に
入
れ
ら
れ
る
）
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
、
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
自
分
の
厭
世
的
な
人
生
観
を
披
露
し
て
人
々
を
不
快
な
思
い
に
さ
せ
て
い
た
息
子
を
、
間
接
的
に
た
し
な
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が

働
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。（
も
っ
と
も
、
い
か
に
も
き
か
ん
坊
を
あ
や
す
よ
う
な
こ
う
し
た
和
解
の
提
案
は
、
息
子
が
も
し
気
が
付
い
た
と
し
て
も
、

余
計
い
ら
だ
つ
結
果
に
終
わ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
現
実
を
希
望
の
あ
ま
り
に
歪
曲
し
、
そ
こ
か
ら
目
を
そ
む
け
る
態
度
と
息
子
に
は
思
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
子
供
だ
ま
し
の
提
案
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
が
、
妹
の
勧
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ガ

ブ
リ
エ
ー
レ
』
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
は
不
明
だ
と
い
う
。））

（（
（

　

さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
エ
ル
ネ
ス
ト
の
見
解
と
し
て
言
わ
れ
る
、「
あ
ら
ゆ
る
異
常
に
張
り
つ
め
た
感
情
を
好
む
わ
れ
わ
れ
の
時
代
精
神
は
、
若
者
に
、

喜
ば
し
い
活
動
で
は
な
く
、
痛
々
し
く
苦
し
む
憧
憬
だ
け
を
生
存
の
目
的
だ
と
し
て
示
し
、
生
き
る
こ
と
に
対
す
る
心
か
ら
の
満
足
や
純
粋
な
喜
び
が
生
存
か
ら

日
に
日
に
ま
す
ま
す
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
く
」（S. 160

）（
と
か
「
若
者
た
ち
は
、
無
抵
抗
に
苦
痛
に
専
心
し
、
自
分
の
暗
い
宿
命
を
ま
す
ま
す
暗
い
色
調
で
描
き

出
す
こ
と
に
痛
ま
し
い
喜
び
を
見
出
す
」『
雪
』S.53

）
と
い
っ
た
、
時
代
風
潮
批
判
の
文
章
に
お
い
て
、
念
頭
に
ま
ず
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
息
子
ア
ル
ト
ゥ
ー

ル
の
考
え
方
や
行
状
で
あ
る
と
い
っ
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
一
八
〇
七
年
十
二
月
十
三
日
付
け
の
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
宛
ヨ
ハ
ナ
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　
「
お
ま
え
に
も
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
わ
た
し
も
わ
か
っ
て
い
な
い
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
わ
た
し
が
怖
気
を
奮
う
の
は
お
ま
え
の
心
根
、
お
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ま
え
の
内
面
に
対
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
お
ま
え
の
素
行
・
外
面
に
対
し
て
、
お
ま
え
の
考
え
・
判
断
・
習
慣
な
の
で
す
。
要
す
る
に
わ

た
し
は
、
外
的
世
界
に
関
し
て
お
ま
え
と
少
し
も
一
致
で
き
な
い
の
で
す
。
お
ま
え
の
不
機
嫌
に
も
気
が
ふ
さ
ぎ
ま
す
し
、
朗
ら
か
な
気
分
が
害
さ
れ
ま
す
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
お
ま
え
が
何
か
得
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
知
っ
て
る
で
し
ょ
う
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
、
お
ま
え
が
数
日
わ
た
し
の
も
と
を
訪
れ
る
だ
け
で
、
き

ま
っ
て
い
つ
も
激
し
い
シ
ー
ン
が
、
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
に
、
繰
り
返
し
生
じ
ま
し
た
。
お
ま
え
が
去
っ
て
は
じ
め
て
わ
た
し
は
い
つ
で
も
ほ
っ
と
息
が

つ
け
た
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
お
ま
え
が
目
の
前
に
い
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
柄
を
嘆
い
て
は
、
陰
気
な
顔
つ
き
を
し
な
が
ら
、
奇
妙
な
判
断
を
神
託
の

箴
言
の
よ
う
に
発
す
る
と
い
う
の
は
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
異
論
を
許
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
胸
が
重
く
な
る
こ
と
で
す
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
気
の
ふ
さ
ぐ

の
は
、
新
た
な
諍
い
の
き
っ
か
け
と
な
ら
な
い
よ
う
に
と
、
わ
た
し
が
異
論
と
し
て
申
し
立
て
た
い
こ
と
を
す
べ
て
心
の
う
ち
で
無
理
や
り
に
抑
え
込
む
、
永
遠

の
葛
藤
な
の
で
す
。」）

（（
（

　

ち
な
み
に
、
ヒ
ポ
リ
ト
に
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
夫
人
の
娘
ア
ウ
グ
ス
テ
に
は
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
妹
、

ア
デ
ー
レ
の
面
影
が
宿
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
登
場
時
の
紹
介
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
十
八
歳
の
ア
ウ
グ
ス
テ
は
最
初
見
た
だ
け
で
は
、
人
の
心
を
夢
中
に
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
全
然
な
か
っ
た
。
彼
女
の
外
見
は
た
だ
、
整
っ
て
す
ら
っ
と
し

た
高
い
背
丈
が
目
立
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
顔
立
ち
は
、
彼
女
が
口
を
閉
じ
て
い
る
限
り
、
お
世
辞
に
も
き
れ
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
が
口

を
開
く
と
、
精
神
が
生
き
生
き
と
し
だ
し
、
大
き
な
済
ん
だ
眼
が
そ
の
と
き
に
帯
び
る
表
情
は
、
彼
女
に
独
自
の
魅
力
を
与
え
、
人
々
の
目
も
心
も
釘
付
け
に
し
、

人
々
は
そ
の
語
り
を
こ
の
目
で
見
、
こ
の
耳
で
聞
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
、
彼
女
の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
き
れ
い
だ
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。」（S.43

）

　

ア
ウ
グ
ス
テ
が
ア
デ
ー
レ
な
ら
、
そ
の
母
の
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ナ
ン
ゲ
ン
夫
人
は
ヨ
ハ
ナ
自
身
だ
と
予
想
さ
れ
よ
う
。
果
た
し
て
、「
彼
女
の
周
り
で
は
至
る

と
こ
ろ
で
、
愛
す
べ
き
教
養
人
の
快
適
な
サ
ー
ク
ル
が
集
ま
っ
て
き
た
。
ま
る
で
、
彼
女
は
魔
法
の
言
葉
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
か
、

同
好
の
士
な
ら
そ
れ
と
わ
か
る
印
を
彼
女
が
つ
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
若
々
し
い
魅
力
も
な
け
れ
ば
、
輝
か
し
い
機
知
に
よ
っ
て
人
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目
を
引
く
わ
け
で
も
な
い
、
こ
の
素
朴
な
女
性
が
ど
う
し
て
、
社
交
の
中
心
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
彼
女
に
は
じ
め
て
会
っ
た
人
は
み
な
、
不
思
議
に
思

う
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
彼
女
は
、
み
な
に
対
す
る
振
る
舞
い
で
、
や
か
ま
し
い
こ
と
も
い
わ
ず
に
、
愛
想
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（S. 112

））
（（
（

　

最
後
に
付
け
加
え
る
な
ら
、（
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
夫
）
モ
ー
リ
ツ
の
イ
ギ
リ
ス
趣
味
に
は
亡
き
夫
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ロ
ー
リ
ス
の
姿
が
幾
分
か
は
入
り
込
ん
で

い
る
だ
ろ
う
。

　

3―

1
．
出
発
点
と
し
て
の
「
諦
念
」―

―

到
達
点
と
し
て
の
「
諦
念
」

　

だ
が
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
と
ヨ
ハ
ナ
の
関
わ
り
は
こ
う
し
た
表
面
上
の
言
及
や
類
似
性
に
尽
き
な
い
。
む
し
ろ
、
表
面
的
記
述
の
深
部
で
、
両
者
は
世
界
観
や
人

生
観
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
の
叙
述
に
お
い
て
、
呼
応
関
係
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
稀
代
の
不
仲
で
あ
ろ
う
と
、
奇
し
く
も
同
じ

七
二
歳
で
生
涯
を
閉
じ
た
両
人
が
「
家
族
」
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
独
自
の
家
族
関
係
を
著
作
活
動
と
し
て
打
ち
立
て
て
い
る
、
な
い
し
、
意
図
す
る
こ

と
な
く
、
打
ち
立
て
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
証
な
の
だ
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
、
哲
学
書
『
世
界
』
と
小
説
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
の
「
比
較
」
を
正

当
化
す
る
、
な
に
よ
り
も
の
論
拠
も
ま
た
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
世
界
』
に
お
い
て
完
全
な
「
意
志
の
否
定
」
は
「
諦
念
」
と
も
換
言
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
限
り
諦
念
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
的

世
界
観
の
最
終
的
到
達
目
標
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
幼
い
と
き
か
ら
母
に
よ
っ
て
、
諦
念
的
価
値
観
を
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
諦
念
は
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
に
お
い
て
出
発
点
を
な
す
、
女
性
の
人
生
観
で
あ
る
。
出
発
点
と
し
て
の
諦
念
と
到
達
点
と
し
て
の
諦
念
と
い
う
こ
の
対
照
性

に
は
、
男
で
あ
る
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
と
女
で
あ
る
ヨ
ハ
ナ
の
置
か
れ
た
、
時
代
状
況
に
お
け
る
立
場
の
差
異
が
お
の
ず
と
反
映
し
て
い
よ
う
。

　

当
時
の
社
会
状
況
に
あ
っ
て
は
、
男
に
は
「
意
志
」
を
肯
定
し
、
自
ら
の
生
を
謳
歌
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
求
め
ら
れ

も
す
る
の
に
、
女
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
そ
れ
と
同
じ
態
度
に
出
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
袋
叩
き
の
目
に
会
う
か
、
村
八
分
的
な
処
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

か
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
は
諦
念
を
出
発
点
と
す
る
し
か
道
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
彼
女
は
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
し
て

自
ら
の
官
能
の
解
放
に
向
か
う
べ
き
か
、
そ
の
方
途
を
模
索
し
な
が
ら
、
結
局
は
、
死
と
引
き
換
え
に―

―

図
ら
ず
も
と
い
う
か
、
不
覚
に
も
と
い
う
か―

―

「
諦

念
」
を
成
就
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
官
能
は
決
し
て
充
実
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
諦
念
と
い
う
完
全
な
「
意
志
の
否
定
」
は
人
為
と
人
知
を
越
え
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
「
意

志
的
」
行
為
と
し
て
追
及
さ
れ
る
限
り
、
意
志
は
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
模
様
は
、「
禁
欲
」
に
お
け
る
意
志
の
自
己
分
裂

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
挫
折
の
理
由
も
基
本
的
に
は
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
彼
女
の
場
合
、
諦
念
の
「
意
志
的
」
追
求
が
、
諦
念

の
対
極
に
存
す
る
官
能
の
自
己
主
張
と
連
動
し
て
し
ま
い
、
官
能
を
逆
に
覚
醒
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
点
に
、
重
心
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
ヒ
ポ
リ
ト
に
対
す
る
官
能
的
性
愛
を
自
覚
し
て
以
降
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
そ
れ
を
ヒ
ポ
リ
ト
に
悟
ら
れ
る
こ
と
を
防

ぐ
べ
く
、
性
愛
の
そ
ぶ
り
を
い
さ
さ
か
も
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
厳
格
な
「
自
己
監
視
」
を
実
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
監
視
と
は
表
面

の
取
り
繕
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
取
り
繕
い
が
必
要
に
な
っ
た
の
は
、
諦
念
的
価
値
観
に
綻
び
が
走
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
諦
念
の
取
り

繕
い
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
何
時
官
能
が
炸
裂
す
る
か
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
が
内
心
不
安
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

だ
か
ら
、
ヒ
ポ
リ
ト
に
対
す
る
愛
の
告
白
は
死
の
直
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
愛
の
告
白
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
官
能
の
実
現
に
向
か
う

第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
諦
念
の
天
使
と
し
て
の
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
幹
を
揺
る
が
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
も
は
や
官
能
へ
の
希
求
を
振
り
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
挟
み
撃
ち
を
打
開
す
る
唯
一
の
方
途
と
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
よ
っ
て
編

み
出
さ
れ
た
の
が
、
死
の
直
前
の
告
白
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
あ
な
た
を
愛
し
て
き
ま
し
た
！
…
あ
な
た
を
愛
し
て
い
ま
す
、
あ
な
た
一
人
を
、
た
だ
一
人
の
人
、
あ
な
た
最
愛
の
ヒ
ポ
リ
ト
、
あ
な
た
だ
け
を
！　

あ
な

た
が
わ
た
し
を
愛
す
る
よ
う
に
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
長
い
間
、
心
の
う
ち
に
あ
な
た
の
姿
を
温
め
て
き
ま
し
た
。
あ
な
た
を
愛
し
た

が
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
死
に
ま
す
。
た
だ
一
度
だ
け
あ
な
た
に
心
を
開
く
こ
と
が
で
き
て
、
わ
た
し
は
幸
せ
に
死
に
ま
す
、
う
っ
と
り
と
、
幸
せ
に
。
も
う
終
わ

り
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
か
ら
一
切
の
鎖
を
引
き
裂
い
た
こ
の
時
以
降
、
地
上
で
も
は
や
わ
た
し
に
差
し
出
さ
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
も
は
や

生
命
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。Ich darf dem

 Leben nicht m
ehr angehören. 

け
れ
ど
わ
た
し
は
あ
な
た
の
も
の
で
す
、
あ
な
た
の

も
の
！　

こ
れ
か
ら
は
。
こ
の
瞬
間
に
は
歓
喜
に
満
ち
た
永
遠
が
接
し
て
い
る
の
で
す
！
」（S. 397

）

　

愛
の
告
白
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
官
能
の
満
足
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
の
直
前
で
あ
る
以
上
、
具
体
的
な
性
愛
行
為
の
実
現
に
至
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
点
で
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諦
念
が
破
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
実
際
、
死
期
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
自
己
監
視
も
必
要
が
薄
れ
、
そ
の
圧
力
も
弱
ま
っ
て
ゆ
き
（S. 387

）、
彼
女
の
姿
は
浄

化
さ
れ
た
天
使
の
そ
れ
に
似
た
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
、
つ
い
に
告
白
の
と
き
を
迎
え
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
そ
の
最
初
の
ほ
う
で
、「
言
う
に
い
わ
れ

ぬ
苦
し
み
を
感
じ
な
が
ら
胸
の
奥
深
く
埋
め
て
お
く
こ
と
が
、
生
き
て
い
る
者
に
は
厳
格
な
義
務
と
な
る
も
の
も
、
死
に
行
く
女
に
は
告
白
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
で
す D

ie Sterbende darf gestehen 

」（S. 397

）
と
語
る
の
だ
し
（
死
に
行
く
女
に
は
告
白
す
る
こ
と
を
「
許
し
」、
告
白
が
済
ん
だ
ら
彼
女
に
も
は

や
命
永
ら
え
る
こ
と
を
「
許
さ
な
い
」
の
は
、
い
わ
ば
彼
女
の
「
天
使
」
で
あ
る
）、
他
方
で
作
者
は
、
告
白
が
済
ん
だ
あ
と
、
こ
と
き
れ
る
ま
で
、
ガ
ブ
リ
エ
ー

レ
が
ヒ
ポ
リ
ト
と
共
に
過
ご
す
数
刻
は
「
こ
の
世
の
生
の
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
時
間
は
い
か
な
る
過
去
に
も
未
来
に
も
限
界
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

永
遠
に
も
似
て
、
唯
一
的
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
立
し
、
い
か
な
る
描
写
の
試
み
も
そ
れ
に
到
達
で
き
な
い
」（S. 398

）
と
言
い
添
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

諦
念
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
永
遠
の
も
の
で
あ
る
こ
の
数
刻
は
、
し
か
し
、
こ
の
世
の
性
愛
か
ら
す
る
な
ら
、
官
能
の
抜
け
殻
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
愛

の
告
白
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
自
身
に
と
っ
て
、
受
け
入
れ
可
能
と
な
っ
た
の
だ
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
、
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
官
能
的
愛
を
自
覚
し
て
ま
も
な
く
夢
想
し

た
、「
一
度
だ
け
彼
に
「
あ
な
た
を
愛
し
て
ま
し
た
！
」
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
死
ぬ
と
い
う
天
の
至
福
」（S. 372

）
を
も
の
の
見
事
に
実
践
し
た

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
一
見
二
兎
を
得
た
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
死
を
代
償
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
す
べ
て
を
解
決
・
解
消
す
る
死
が
な
け
れ
ば
、
彼
女
は
永
久
に
諦
念
と
官
能
と
に
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
こ
の
自
己
分

裂
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
に
お
い
て
は
禁
欲
の
際
の
意
志
の
自
己
分
裂
に
相
当
す
る
。
ヨ
ハ
ナ
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
思
考
法
の
同
型
性
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
諦
念
が
出
発
点
か
到
達
点
か
と
い
う
点
で
対
照
性
を
な
す
が
ゆ
え
に
、
補
完
的
同
型
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
同
型
性
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
親
子
の
「
家
族
的
類
似
性 Fam

ilienähnlichkeit 
」（
こ
れ
は
ヨ
ハ
ナ
も
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
も
用
い
て
い
る
語
で
あ
る
。『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
で
は

三
四
七
頁
、『
世
界
』
で
は
一
四
二
、二
〇
九
、二
二
四
頁
）
は
こ
れ
に
尽
き
な
い
。

　

3―

2
．「
語
り
」
の
転
回―

―

「
家
族
的
類
似
性
」
と
し
て
の

　
『
世
界
』
第
四
巻
も
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
も
転
回
の
物
語
で
あ
る
。
前
者
は
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
の
転
回
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
諦
念
か
ら
官
能

へ
の
転
回
で
あ
る
。
意
志
の
肯
定
は
官
能
に
通
じ
、
意
志
の
否
定
は
そ
の
ま
ま
「
諦
念
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
両
者
の
転
回
は
逆
方
向
の
も
の
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で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
交
叉
し
て
い
る
。
前
節
の
最
後
で
、
両
者
は
補
完
的
同
型
性
を
な
し
て
い
る
と
述
べ
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
同
型
的
転
回
の
う
ち
、『
世
界
』
の
思
想
に
お
け
る
そ
れ
は
、「
永
遠
の
正
義
」
を
論
じ
た
箇
所
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は―

―

講
義
の
表
現
を

採
用
す
る
な
ら―

―

「
超
越
論
的
」
中
空
の
転
回
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
な
ら
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
に
お
け
る
転
回
点
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は―

―

さ
し
あ
た
り―

―

、
次
の
箇
所
に
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
部
の
最
後
で
、
ヒ
ポ
リ
ト
は
激
情
に
駆
ら
れ
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
取
り
乱
し
な

が
ら
愛
を
告
げ
て
半
月
後
の
こ
と
。
ヒ
ポ
リ
ト
と
会
話
を
交
わ
し
た
の
ち
の
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
所
感
で
あ
る
。
こ
の
半
月
の
間
に―

―

　
「
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
今
ま
で
日
に
何
度
と
な
く
繰
り
返
し
て
き
た
。
ヒ
ポ
リ
ト
の
あ
の
愛
の
宣
言
は
、
た
ま
た
ま
異
様
に
緊
張
し
た
状
態
の
た
め
に
若
さ
ゆ
え

の
性
急
さ
が
で
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
よ
り
も
滑
稽
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
。
⒜
彼
女

は
こ
の
考
え
の
正
し
さ
を
実
際
に
ま
た
堅
く
確
信
し
て
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
、
彼
女
が
そ
う
確
信
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

誰
が
一
体
、
彼
女
自
身
に
も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
の
こ
と
を
識
別
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
⒝
会
話
の
際
、
彼
女
ら
し
く
も
な
く
、
一
種
不
安
が
っ
て
性
急
に
な

る
の
は
、
む
ろ
ん
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
に
せ
よ
、
ま
さ
に
今
の
場
合
も
、
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
へ
の
恐
れ
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の

恐
れ
は
ま
た
、
彼
女
自
身
に
も
無
意
識
的
で
、
心
の
片
隅
に
待
ち
構
え
て
い
る
に
違
い
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
は
お
そ
ら
く
、
無
理
も
な
い
臆
病
さ
の

た
め
に
、
あ
え
て
そ
の
片
隅
を
究
め
尽
く
そ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
さ
て
彼
女
は
、
ヒ
ポ
リ
ト
が
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
に
示
し
た
高
貴
な
心
映
え
を

見
た
あ
と
と
な
っ
て
は
、
心
か
ら
の
感
謝
と
い
う
聖
な
る
絆
に
よ
っ
て
自
分
が
ヒ
ポ
リ
ト
に
恩
を
負
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。
だ
か
ら
彼
女
に
は
、
自
分
が
ヒ

ポ
リ
ト
の
厳
格
な
裁
き
手
に
な
ろ
う
と
い
う
気
は
起
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ま
た
彼
女
は
好
ん
で
こ
う
考
え
た
の
だ
、
ヒ
ポ
リ
ト
が
自
分
の
近
く
で
は
落
ち
着
か

な
く
な
る
の
は
、
彼
女
の
意
見
か
ら
す
る
な
ら
、
今
と
な
っ
て
は
心
か
ら
恥
じ
ざ
る
を
え
な
い
振
る
舞
い
〔
愛
の
告
白
の
こ
と
〕
を
、
な
ん
と
か
し
て
思
い
出
す
ま

い
と
す
る
か
ら
だ
け
な
の
だ
！
と
。
⒞
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
が
彼
女
を
叱
責
し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
。
純
粋
な
彼
女
の
心
に
は
、
過
ち
に
陥
っ
た
ひ
と
時
の
た

め
に
彼
を
堕
落
す
る
に
任
せ
て
や
る
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
で
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
誰
が
そ
れ
を
断
罪
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
⒟
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
あ
ま

り
に
純
粋
に
有
徳
で
あ
っ
た
の
で
、
有
徳
で
あ
り
た
い
と
願
う
こ
と
す
ら
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
点
で
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
犠
牲
を
捧
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
彼
女
に
浮
か
ぶ
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（S. 283︲S.284

）



��

　

こ
こ
で
の
作
者
の
語
り
は
注
目
に
値
す
る
。『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
に
お
い
て
作
者
な
い
し
地
の
文
の
語
り
手
と
は
基
本
的
に
は
登
場
人
物
の
代
弁
役
を
務
め
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
一
般
論
を
ま
ず
提
示
し
て
、
そ
れ
が
登
場
人
物
に
も
当
て
は
ま
る
（
な
い
し
、
ま
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
）
こ
と
を
示
す

た
め
に
、
介
入
し
て
く
る
場
合
も
ま
ま
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
た
い
て
い
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
形
で
、
話
者
の
一
般
人
と
し
て
の
身
分
が
明
か
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、「
習
慣
的
な
こ
と
を
目
立
っ
て
変
更
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
大
変
望
ま
し
い
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
歓
迎
さ
れ
ざ
る
暴
力
で
も
っ
て
襲
っ
て
く

る
身
震
い
を
も
た
ら
す
も
の
だ
。
し
か
も
そ
れ
は
、
喜
び
の
気
持
ち
を
表
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
ら
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
こ
そ
、

し
ば
し
ば
襲
っ
て
く
る
身
震
い
な
の
で
あ
る
。
…
オ
ト
カ
ー
ル
に
と
っ
て
も
そ
う
だ
っ
た
。」（S.83

）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　

引
用
は
こ
の
類
の
一
般
論
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
登
場
人
物
の
心
理
の
代
弁
を
し
て
い
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
確
か
に
、
引
用
文
は
ガ
ブ
リ
エ
ー

レ
の
心
理
を
解
剖
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
彼
女
自
身
に
も
無
意
識
的
に
」（
⒝)

と
い
う
の
だ
か
ら
、
彼
女
の
意
識
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
無
意
識
」
を
あ
る
程
度
見
通
す
の
だ
か
ら
、
神
の
全
知
の
視
点
に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
⒜
の
「
誰
が
一
体
、
彼
女
自
身
に
も
あ
い
ま
い
な
ま
ま

の
こ
と
を
識
別
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
文
章
か
ら
す
る
と
、
必
ず
し
も
、
全
知
な
わ
け
で
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
擬
似
全
知
と
い
う
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
の
擬
似
全
知
の
視
点
が
、
引
用
の
最
後
⒞
⒟
に
い
た
っ
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
批
判
的
な
態
度
表
明
を
匂
わ
せ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
⒞
⒟
に
お
け
る
話
者
の
語
り
は
、
内
容
的
に
か
な
り
奇
妙
で
あ
る
。
⒞
に
お
け
る
「
叱
責
す
る tadeln 

」
や
「
断
罪
す
る 

verdam
m

en 

」
と
い
う
言
葉
が
こ
の
文
脈
に
果
た
し
て
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
か
。
叱
責
の
ほ
う
は
、
ヒ
ポ
リ
ト
の
落
ち
着
き
の
な
さ
の
真
意
に
関
す
る
ガ
ブ
リ

エ
ー
レ
の
誤
解
に
対
す
る
そ
れ
だ
と
考
え
れ
ば
、
ま
だ
し
も
納
得
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
続
い
て
「
断
罪
す
る
」
と
く
る
と
、
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
こ
こ
で
た
い
て
い
の
読
者
は
混
乱
を
き
た
し
、
軽
い
め
ま
い
を
覚
え
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ヒ
ポ
リ
ト
を
「
堕
落
す
る verderben 

」
に
任
せ
よ
う
と
考
え
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
こ
と
に
よ
る

と
断
罪
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
過
ち
に
陥
っ
た
ひ
と
時
」
と
は
む
ろ
ん
、ヒ
ポ
リ
ト
の
愛
の
告
白
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
、こ
の
「
過
ち
」

の
ゆ
え
に
彼
を｢

堕
落
す
る
に
任
せ
る｣

と
は
事
実
上
、
彼
の
求
愛
に
い
つ
か
何
ら
か
の
形
で
応
え
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
求
愛
へ
の
応
答
の
不
在
ゆ
え
に
、

ほ
ん
ら
い
な
ら
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
「
叱
責
」
さ
れ
「
断
罪
」
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
、
と
作
者
は
暗
示
し
て
い
る
の
だ
。
彼
女
の
心
の
純
粋
さ
ゆ
え
に
、
彼
女

に
は
そ
の
応
答
は
困
難
だ
っ
た
の
だ
、
と
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
ヒ
ポ
リ
ト
の
行
為
に
関
す
る
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
「
善
意
」
の
解
釈―

―

ヒ
ポ
リ
ト
は
自
分

の
愛
の
告
白
を
い
ま
で
は
恥
じ
て
い
る
か
ら
、
落
ち
着
か
な
い
振
る
舞
い
を
見
せ
る
の
だ
、
と
い
う
解
釈―

―

の
破
綻
を
告
げ
て
い
る
。
ヒ
ポ
リ
ト
の
行
為
の
理
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解
と
し
て
こ
の
解
釈
が
問
題
含
み
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
が
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
、

ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
自
己
欺
瞞―

―

自
分
の
う
ち
に
あ
る
何
か
か
ら
目
を
背
け
よ
う
と
す
る
自
己
欺
瞞―

―

に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の

解
釈
の
大
元
に
あ
る
善
意
、
つ
ま
り
は
「
純
粋
な
彼
女
の
心
」
こ
そ
が
、「
断
罪
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

⒟
も
ま
た
簡
単
に
は
理
解
を
寄
せ
付
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
最
後
の
「
犠
牲
を
捧
げ
る ein O

pfer bringen 

」
に
は
三
格
名
詞
が
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
「
犠
牲
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
内
容
的
に
は
、
前
章
第
二
節
で
見
た
、
オ
ト
カ
ー
ル
の
意
志
へ
の
犠
牲
（S. 106

）
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

オ
ト
カ
ー
ル
の
意
志
に
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
自
身
の
意
志
の
自
発
性
・
能
動
性
を
捧
げ
る
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
当
時
（
も
）
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は

拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
犠
牲
に
は
あ
て
先
が
な
い
。
む
ろ
ん
、
文
脈
か
ら
し
て
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
犠
牲
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
し

か
し
、
そ
れ
は
ま
た
宛
先
不
明
と
し
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
、
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
犠
牲
に
捧
げ
ら
れ
る
の
は
、
誰
か
に
向
か
っ

て
何
か
を
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
自
身
の
「
諦
念
」
の
価
値
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
犠
牲
」
は
従
来

の
自
分
の
あ
り
方
の
根
本
的
変
更
で
あ
り
、
可
能
的
性
愛
の
受
容
で
あ
る
。
こ
の
変
更
が
あ
っ
て
こ
そ
、
具
体
的
に
ヒ
ポ
リ
ト
に
何
か
を―

―

み
ず
か
ら
の
身
を

―
―

捧
げ
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
だ
。

　
「
犠
牲
」
は―

―

意
志
の
自
発
性
・
能
動
性
の
そ
れ
も
含
む―

―

根
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
、
こ
の
「
犠
牲
」
だ
け
は
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
彼
女
は
、
諦
念
と
犠
牲
の
、
つ
ま
り
は
美
徳
の
化
身
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
美
徳
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
美
徳
そ
の
も
の

を
犠
牲
に
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
美
徳
、
聖
な
る
清
純
な
愛
こ
そ
、
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
心
を
な
す
「
諦
念
」
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
諦
念
」
を
犠
牲
に
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
な
る
「
天
使
」
の
愛
で
は
な
く
、
生
身
の
女
性
の
性
愛
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
結

局
は
で
き
な
い
。
彼
女
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
、「
犠
牲
の
犠
牲
」、「
諦
念
へ
の
諦
念
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
要
求
を
な
し
て
い
る
者
、
そ
れ
が
こ
こ

で
の
話
者
、
つ
ま
り
は
、
ヨ
ハ
ナ
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
少
な
く
と
も
彼
女
の
一
分
身
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
の
思
考
法
と
の
補
完
的

同
型
性
の
新
た
な
証
左
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
に
あ
っ
て
「
諦
念
」
の
実
現
は
人
為
・
人
知
を
越
え
て
い
る
と
い
う
限
り
、

そ
こ
に
も
や
は
り
、「（
意
図
的
な
）
諦
念
」
へ
の
「
諦
念
」
の
要
請
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
以
上
の
解
説
・
解
釈
は
、
後
知
恵
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
読
者
は
先
の
引
用
に
よ
っ
て
心
に
混
乱
を
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
引
用

の
直
後
、
第
二
部
全
体
は
閉
じ
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
読
者
の
戸
惑
い
は
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
部
と
第
三
部
の
切
れ
目
が
唐
突
に
感
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じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
部
と
第
二
部
の
間
の
よ
う
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
結
婚
と
父
の
死
と
い
う
明
確
な
重
要
事
件
が
介
在
し
て
い
る
の
な
ら
、
話
は
わ

か
り
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
部
と
第
三
部
は
、
ア
ー
ル
ハ
イ
ム
城
へ
の
帰
還
の
途
上
で
区
切
ら
れ
る
の
だ
。
第
二
部
と
第
三
部
を
一
つ
の
部
に
す
る
に
は
長

す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
第
二
部
に
し
ろ
、
オ
ト
カ
ー
ル
に
よ
っ
て
命
を
救
わ
れ
た
例
の
老
婆
の
、
そ
の
後
の
安
ら
か
な
死
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
応
格
好
は
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
上
に
見
た
、
あ
の
奇
妙
な
語
り
の
直
後
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
動
か
し
が
た
い
。
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
意
図

的
な
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ヨ
ハ
ナ
は
読
者
を
混
乱
さ
せ
戸
惑
わ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
を
宙
吊
り
状
態
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
一
種
の
サ

ス
ペ
ン
ス
効
果
を
狙
い
、
そ
れ
を
ば
ね
に
し
て
読
者
に
読
書
の
続
行
を
促
す
と
共
に
、
言
っ
て
み
れ
ば
読
者
に
謎
を
か
け
、
そ
の
緊
張
感
を
持
っ
て
、
み
ず
か
ら

の
作
品
に
対
す
る
興
味
を
繋
ぎ
と
め
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
図
的
に
も
ち
残
さ
れ
た
「
謎
」
の
種
明
か
し
は
、
第
三
部
も
終
わ
り
近
く

に
な
っ
て
（
第
三
部
も
三
分
の
二
を
す
ぎ
て
）
や
っ
と
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
引
用
が
、
そ
の
種
明
か
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ポ
リ
ト
へ
の
性
愛

の
自
覚
の
直
後
に
あ
る
。

　
「
新
た
な
、
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
よ
う
な
生
に
彼
女
は
目
覚
め
て
い
た
、
考
え
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
苦
痛
と
歓
喜
に
。
…
裁
判
官
の
よ
う
な
厳
粛
さ
を
も
っ

て
彼
女
は
自
分
の
過
去
を
概
観
し
、
自
分
に
は
責
め
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
が
、
不
公
正
に
な
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
、

彼
女
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
女
の
明
晰
な
精
神
は
つ
い
に
正
し
い
立
脚
点
を
見
出
し
、
自
分
が
そ
れ
と
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
自
分
の
性
質
か
ら
し
て
そ

う
と
わ
か
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
危
険
に
自
分
が
屈
し
た
の
だ
と
、
み
ず
か
ら
認
め
た
。
自
分
の
純
粋
で
邪
念
の
な
い
心
持
が
犯
し
た
過
ち
に
自
分
は

責
め
が
な
い
と
、
彼
女
は
感
じ
て
い
た
。
ま
た
、
永
遠
に
自
分
自
身
を
監
視
し
、
真
の
無
垢
に
は
そ
の
可
能
性
す
ら
及
び
も
つ
か
な
い
よ
う
な
危
険
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
は
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
堕
落
が
必
要
な
の
だ
と
感
じ
て
い
た
。
彼
女
は
自
分
の
無
思
慮
な
確
信
が
自
分
の
不
幸
の
源
だ
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
確
信
を
断
罪
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
分
へ
の
同
情
が
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。」（S. 371

）

　

こ
こ
に
は
、「
謎
」
と
さ
れ
た
先
の
引
用
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
二
つ
現
れ
て
い
る
。「
堕
落 V

erderbtheit 

」
と
「
断
罪 verdam

m
en 

」
が
そ
れ
で
あ
る
。（
ま

た
、「
裁
き
手 Richterin 

」
と
「
裁
判
官
の
よ
う
な richterlich 

」
の
同
義
性
に
も
注
意
。）「
堕
落
」
は
今
の
場
合
さ
し
あ
た
り
、
自
己
を
監
視
し
て
危
険
に
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陥
ら
な
い
た
め
の
世
間
知
を
意
味
し
よ
う
が
、
先
の
「
ヒ
ポ
リ
ト
を
堕
落
す
る
に
任
せ
る
」
と
い
う
と
き
の
「
堕
落
」
と
は
官
能
的
情
欲
を
い
う
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
し
ろ
、
そ
れ
は
無
垢
や
純
潔
を
失
っ
た
状
態
の
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
「
断
罪
」
と
は
、
今
の
場
合
は
「
無
思
慮
な
確
信
」
へ
の
そ
れ
で
あ
る
が
、

換
言
す
る
な
ら
、
断
罪
さ
れ
る
べ
き
は
、
彼
女
の
生
の
屋
台
骨
で
あ
る
諦
念
的
価
値
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
先
の
引
用
（
四
一
頁
）
に
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。（
先
に
、
彼
女
の
善
意
が
断
罪
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
が
、
善
意
と
は
諦
念
的
価
値
観
か
ら
の
派
生
体
だ
か
ら
で
あ
る
。）

　

作
者
は
こ
の
二
度
の
「
断
罪
」
の
語
り
に
よ
っ
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
に
諦
念
か
ら
の
転
換
を
暗
々
裏
に
促
し
て
い
た
の
だ
。
だ
が
、
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
は
こ
の
断

罪
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
転
換
も
成
し
遂
げ
え
ず
、
死
を
も
っ
て
か
ろ
う
じ
て
官
能
の
真
似
事
に
手
を
染
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
彼
女
の
悲
劇
で
あ
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
第
二
部
の
最
後
の
あ
の
引
用
箇
所
で
、
作
者
は
目
立
た
な
い
形
で
、
諦
念
か
ら
官
能
へ
の
転
回
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
擬
似

全
知
の
批
判
的
「
語
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
語
り
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
に
当
て
は
め
る
な
ら
、「
永
遠
の
正
義
」
の
論
述
に
お
け
る
あ
の
「
超
越
論
的
」

な
立
場
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
擬
似
全
知
と
超
越
論
性―

―

そ
れ
ぞ
れ
理
論
的
に
は
困
難
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
れ
ら
の
立
場
が
、
方
向

性
は
逆
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
諦
念
か
ら
官
能
へ
、
あ
る
い
は
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
、
と
語
り
の
転
回
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
転
回
の
以
前
と
以
後
と

は
そ
れ
ぞ
れ
の
有
限
の
観
点
か
ら
す
る
、
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
観
点
を
取
る
者
（
登
場
人
物
）
の
立
場
に
準
ず
る
、
有
限
の
論
述
や
叙
述
と
な
っ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
転
回
そ
の
も
の
の
観
点
は
い
わ
ば
底
が
抜
け
た
一
種
の
エ
ア
・
ポ
ケ
ッ
ト
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
語
り
の
一
八
〇
度
の
転
回
を

可
能
に
し
て
い
る
の
だ
。

　

こ
う
し
て
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
と
ヨ
ハ
ナ
の
思
想
と
語
り
の
、
説
話
論
的
構
造
に
お
け
る
補
完
的
同
型
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「
家
族
的

類
似
性
」
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
諦
念
か
ら
官
能
へ
、
お
よ
び
意
志
の
肯
定
か
ら
否
定
へ
と
い
う
、
思
想
の
逆
向
き
の
補
完
的

交
叉
に
、
そ
し
て
そ
の
補
完
的
交
叉
が
示
唆
す
る
「
家
族
的
類
似
性
」
に
、
ヨ
ハ
ナ
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
母
と
息
子
と
し
て
、
思
想
的

に
も
同
じ
土
俵
上
で
近
親
憎
悪
的
に
（
父
と
息
子
が
で
は
な
く
）
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
関
係
を
な
し
つ
つ
対
峙
し
て
い
る
「
家
族
関
係
」
の
証
な
い
し
反
照
を
認
め
る
と

し
て
も
、
必
ず
し
も
牽
強
付
会
と
は
な
る
ま
い
。
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注（
１
） 

本
稿
で
は
、『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
と
『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
と
の
同
期
性
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
次
に
挙
げ
る
初
版
の
復
刻
本
か
ら

行
な
う
。
著
者
の
生
前
に
上
梓
さ
れ
た
一
八
四
四
年
の
第
二
版
お
よ
び
一
八
五
九
年
の
第
三
版
は
、
初
版
に
大
幅
な
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。A

rthur 

Schopenhauer, D
ie W

elt als W
ille und V

orstellung, Faksim
iledruck der ersten A

uflage von 1819 [1818], Insel V
erlag Frankfurt am

 M
ain, 1987.

（
２
） V

olker Spierling: Erkenntnis und Ethik, in: A
rthur Schopenhauer, M

etaphysik der Sitten, Philosophische V
orlesungen T

eil IV
, herausgegeben 

und eingeleitet von V
olker Spierling, Piper, 1985, S. 39.

（
以
下
同
書
はV

N
4

と
略
記
す
る
。）「
ア
キ
レ
ス
腱
」
に
な
ぞ
ら
え
た
の
は Julius Frauenstädt 

で

あ
る
。V

gl. ibid. 

ま
た
世
界
の
名
著
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
）
に
お
け
る
西
尾
幹
二
氏
の
解
説
七
四―

七
六
頁
参
照
。

（
３
） Spierling

は
、「
超
越
論
的
」
観
点
と
経
験
論
的
観
点
の
並
存
と
そ
れ
ら
の
方
法
的
な
切
り
替
え
を
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
回
転 K

opernikanische D
rehw

ende 

」
と
呼

び
、
そ
れ
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
全
体
の
主
要
特
徴
を
認
め
て
い
る
が
、
筆
者
に
は
そ
こ
ま
で
断
言
す
る
用
意
は
な
い
。（V

gl. ibid., S.33

）
な
に
よ
り
、
そ
の

並
存
と
切
り
替
え
は
下
手
を
す
れ
ば
、
理
論
的
ご
都
合
主
義
に
堕
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
４
） 

こ
の
点
に
、
美
的
体
験
と
し
て
の
「
イ
デ
ア
認
識
」
と
「
意
志
の
否
定
」
に
お
け
る
「
全
体
の
認
識
」
と
の
差
異
が
存
し
て
い
る
。「
イ
デ
ア
認
識
」
に
つ
い
て
は
、
拙

論
「
美
の
か
た
ち―

―

身
体
性
の
観
点
か
ら
」（
竹
市
・
小
浜
編
『
哲
学
は
何
を
問
う
べ
き
か
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）
参
照
。

（
５
） 

な
お
そ
の
旅
行
は
、
参
加
し
た
三
人―

―
ヨ
ハ
ナ
夫
婦
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル―

―

に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
人
生
の
転
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ナ
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
後
の
作
家
と
し
て
の
地
位
を
築
く
材
料
を
得
た
と
い
う
意
味
で
、
夫
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ロ
ー
リ
ス
に
と
っ
て
は
、
旅
行
中
に
体
調
を
崩
し
、
そ
れ
が
半

年
後
の
自
殺
と
思
わ
れ
る
変
死
の
遠
因
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
息
子
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
を
確
乎
不
動
の
も
の
と
す
る
機

縁
と
な
り
、
外
的
に
は
、
勉
学
の
道
を
（
一
時
的
に
）
断
念
し
、
商
人
へ
の
道
を
選
択
す
る
と
い
う
、
父
に
対
す
る
約
束
の
担
保
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
。

（
６
） H

.H
.H

ouben (hrsg): D
am

als in W
eim

ar, Erinnerungen und Briefe von und an Johanna Schopenhauer, Berlin, 1930(?), S. 259︲263.

（
７
） Ibid., S. 276.

（
８
）Carola Stern: A

lles, w
as ich in der W

elt verlange, D
as L

eben der Johanna Schopenhauer, K
öln, 2003, S. 225.

（
９
） 

以
下
、『
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
』
か
ら
の
引
用
は
、Johanna Schopenhauer, G

abriele, ein R
om

an, dtv klassik, M
ünchen, 1985

に
よ
る
。
こ
れ
は
二
四
巻
本
の
『
全

集 Säm
tliche Schriften 

』（
一
八
三
〇―

一
八
三
一
年
）
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
初
版
本
も
適
宜
参
照
し
た
。
両
版
で
本
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
大
き
な
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違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
10
） 

以
上
、Johann W

olfgang Goethe, Säm
tliche W

erke nach E
pochen seines Schaff�ens, M

ünchner A
usgabe, Band 13.1, S. 466︲469.

（
11
） J. Schopenhauer: D

er Schnee, M
ünchen, 1996, S. 47︲48.

（
12
） 
ガ
ブ
リ
エ
ー
レ
の
「
意
志
力
」
の
強
さ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
の
は
、S. Schm

id

で
あ
る
。V

gl. Sigrun Schm
id: D

er 

》selbstverschuldeten U
nm

ündigkeit《 

entkom
m

en, Perspektiven bürgerlicher Frauenlieratur, W
ürzburg, 1999, S. 147.

（
13
） V

gl. U
lrike Bergm

ann: „L
ebe und sei so glücklich als du kannst“ , Johanna Schopenhauer, Leibzig, 2002, S. 223. 

ま
た
、
ヒ
ポ
リ
ト
が
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル

を
一
部
下
敷
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、vgl. M

ilch, W
erner: „Johanna Schopenhauer. Ihre Stellung in der Geistesgeschichte＂, in: Schopenhauer-

Jahrbuch, Bd. 22, 1935, S. 225, A
nm

. 21.

（
14
） L. Lütkehaus (hrsg.): D

ie Schopenhauers, der Fam
ilien-Briefw

echsel von A
dele, A

rthur, H
einrich Floris und Johanna Schopenhauer, Zürich, 

1991, S. 199.

（
15
） 

ヨ
ハ
ナ
自
身
、
次
の
よ
う
な
自
画
像
を
描
い
て
い
る
。「
…
わ
た
し
を
個
人
的
に
よ
く
知
っ
て
い
る
人
た
ち
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
は
う
る
さ
い
こ
と
を
言
わ
な
い
、

快
活
な
お
ば
さ
ん
で
、
人
付
き
合
い
を
し
て
い
る
段
に
は
、
作
家
だ
な
ん
て
少
し
も
気
づ
か
れ
な
い
、
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
に
は
少
し
ば
か
り
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
ま
す
。」

Johanna Schopenhauer, Ihr glückliche A
ugen, Jugenderinnerungen T

agebücher Briefe, Berlin, 1978, S. 33.

（
本
稿
は
「
平
成
二
〇―

二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
C
・
課
題
番
号
二
〇
五
二
〇
〇
一
六
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）
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Die Strategie von „Entsagung“ ― Arthur und Johanna Schopenhauer ―

 Norihide SUTO

　　In dieser Abhandlung versuche ich Arthur Schopenhauers (1788 -1860) 

philosophisches Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1818) mit dem 

gleichzeitigen Erstlingsroman Gabriele (1819-1821) von seiner Mutter, Johanna 

Schopenhauer (1766 -1838 ) ,  zu vergle ichen ,  um ihrer beider gedankl iche 

„Familienähnlichkeiten“ herauszustellen.

　　Arthur behauptet die Verneinung des Willens (alias: „Entsagung“ oder 

„Resignation“) als den höchsten menschlichen Zustand und beschreibt, wie der Mensch 

von der Bejahung des Willens aus dorthin gelangen soll und kann. Dabei macht die 

„transscendentale“ Betrachtung über „die ewige Gerechtigekit“ die Wende von der  

Bejahung des Willens zur Verneinung desselben aus.

　　Gabriele, Heldin von Johannas Roman, verliert als Kind ihre Mutter, die sie über ihre 

eigene Entsagungsmoral belehrt hat, und verliebt sich als schöne Frau in einen Jüngling. 

Aber sie kann sich nicht vom Bann der einverleibten Entsagungsmoral befreien, obwohl 

auf der anderen Seite ihr Wesen im Ganzen virtuell schon zur sinnlichen Reife 

gekommen ist. Durch diesen Konflikt erchöpft sie sich und stirbt. Damit deutet Johanna, 

die als deutsche Frau in der Biedermeierzeit sich die Entsagungsmoral angeeignet hat, 

doch als Schriftstellerin die Wichtigkeit der Befreiung von der Entsagung zur 

Sinnlichkeit an.

　　Also: der Sohn (Arthur) und die Mutter (Johanna), die im praktischen Leben 

gegeneinander feindlich sind, denken und schreiben ihre Werke hinsichtlich der gleichen 

gedanklichen Themen, doch gerade in der umgekehrten Richtung (der Sohn: von der 

Sinnlichkeit zur Entsagung; die Mutter: von der Entsagung zur (verdrängten) 

Sinnlichkeit), worin man ihre „Familienähnlichkeiten“ erkennen kann.




