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一プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
こ
ん
な
謎
々
が
あ
る
。

男
で
あ
っ
て
男
で
な
い
も
の
が
、
木
で
あ
っ
て
木
で
な
い
も
の
の
上
に

止
っ
て
い
る
鳥
で
あ
っ
て
鳥
で
な
い
も
の
を
、
見
て
見
ず
に
、
石
で
あ
っ

て
石
で
な
い
も
の
を
投
げ
つ
け
て
投
げ
つ
け
な
か
っ
た
。（
１
）

こ
れ
は
ド
ク
サ
（
思
惑
・
臆
見
・
推
断
）
の
世
界
、
つ
ま
り
、
相
対
的
で
不

確
実
な
感
覚
に
依
拠
し
た
人
間
の
認
識
世
界
を
説
明
す
る
中
で
プ
ラ
ト
ン
が
言

及
し
た
謎
々
だ
が
、「
あ
る
」
と
「
な
い
」
と
、
有
と
無
と
、
肯
定
と
否
定
と

が
混
在
す
る
見
掛
け
だ
け
の
ま
や
か
し
の
世
界
、
そ
れ
が
一
般
の
認
識
世
界
の

有
様
だ
と
彼
は
云
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
ド
ク
サ
の
世
界
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
、

哲
学
者
の
思
惟
に
依
っ
て
の
み
到
達
可
能
な
実
在
と
真
知
の
世
界
、
イ
デ
ア
界

を
想
定
し
、
前
者
を
「
夢
」（V

.476C

）
や
「
盲
人
」（V

I.484C

）、
或
い
は

「
洞
窟
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
蝋
燭
の
光
に
浮
か
び
上
が
る
影
絵
の
如
き
も
の

と
し
て
し
か
世
界
を
見
知
ら
ぬ
「
囚
人
」（V

II.514

│515

）
の
世
界
に
準
え

る
と
同
時
に
、
後
者
を
絶
対
確
実
な
知
識
と
普
遍
性
を
有
す
る
神
的
な
「
覚
醒
」

（V
.476C

）
の
世
界
と
見
做
し
た
。
周
知
の
通
り
プ
ラ
ト
ン
は
、
彼
の
理
想
国

家
か
ら
芸
術
を
追
放
し
た
が
、
そ
れ
と
云
う
の
も
、

彼
（
作
家
・
詩
人
）
は
魂
の
低
劣
な
部
分
（
感
覚
）
を
呼
び
覚
し
て
育

て
、
こ
れ
を
強
力
に
す
る
こ
と
に
依
っ
て
理
知
的
部
分
を
滅
ぼ
し
て
し
ま

ド
ク
サ
の
世
界
の
住
人
達

│
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ス
タ
ー
ン
│

People
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W
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:Locke,M

ontaigne
and

Sterne妹
　
　
尾
　
　
新
太
郎

SEN
O
O

Shintaro



う
か
ら
だ
。（
中
略
）
魂
の
愚
か
な
部
分
、
ど
ち
ら
が
よ
り
大
き
い
か
小

さ
い
か
も
識
別
で
き
ず
に
、
同
じ
も
の
を
時
に
は
大
と
思
い
時
に
は
小
と

思
う
よ
う
な
部
分
の
機
嫌
を
取
り
、
自
分
は
真
理
か
ら
遥
か
に
離
れ
て
、

影
絵
の
よ
う
な
見
か
け
の
影
像
を
作
り
出
す
こ
と
に
依
っ
て
ね
。（X

.
605B

│C
.

丸
括
弧
内
筆
者
）

芸
術
は
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
ド
ク
サ
の
世
界
の
産
物
以
外
の
何
も
の
で
も

な
い
の
で
あ
り
、「
真
理
」（
イ
デ
ア
）
と
は
程
遠
い
「
見
掛
け
の
影
像
」
だ
け

を
生
み
出
す
こ
と
に
依
っ
て
、
感
覚
を
助
長
し
、
理
知
や
魂
を
堕
落
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

か
く
の
如
き
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
論
の
要
諦
は
、
人
間
の
知
覚
器
官
た
る
感
覚

を
疑
い
、
可
視
的
世
界
の
向
こ
う
側
に
不
可
視
の
真
知
界
を
想
定
す
る
こ
と
に

依
っ
て
、
世
界
認
識
の
尺
度
を
人
間
の
外
に
置
こ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
彼
は

云
う
、「
万
物
の
尺
度
は
、
何
に
も
増
し
て
神
」（
２
）

だ
と
。
従
っ
て
、
彼
が
芸

術
と
同
様
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
警
戒
し
た
の
も
当
然
だ
っ
た
。
彼
ら
は
万
物
の
尺

度
を
人
間
に
置
こ
う
と
し
た
か
ら
だ
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
界
の
大
御
所
、
プ
ロ
タ
ゴ

ラ
ス
は
云
っ
た
の
だ
っ
た
、「
神
々
に
就
て
は
（
中
略
）
私
は
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
」（
断
片
4
）、「
人
間
が
万
物
の
尺
度
で
あ
る
」（
断
片
1
）（
３
）

と
。
ま

た
、「
或
る
観
点
を
以
て
す
れ
ば
、
白
は
黒
と
似
て
い
る
し
、
硬
い
も
の
は
軟

ら
か
い
も
の
に
似
て
い
る
し
、
そ
の
他
、
互
い
に
最
も
正
反
対
と
思
わ
れ
て
い

る
も
の
全
て
が
そ
う
だ
」（
４
）

と
も
。「
或
る
観
点
」
と
は
、
人
間
尺
度

ホ
モ
・
メ
ン
ス
ラ

に
他
な

ら
な
い
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
正
に
プ
ラ
ト
ン
の
謎
々
の
如
き
ド
ク
サ
の
世
界
、

感
覚
に
基
づ
く
人
間
の
相
対
的
で
不
確
実
な
認
識
世
界
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
数
世
紀
の
時
の
流
れ
を
経
て
、
こ
の
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
思
想

が
一
世
を
風
靡
す
る
時
代
が
や
っ
て
来
る
。
ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
は
、
十
八
世

紀
イ
ギ
リ
ス
の
時
代
精
神
を
要
約
し
て
、「
神
的
な
も
の
は
測
り
知
れ
な
い
未

知
の
天
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
人
間
だ
け
が
万
物
の
尺
度
と
な
っ
た
」（
５
）

と
云

う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
精
神
の
形
成
に
当
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
ジ

ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（1632

│1704

）
の
主
著
を
、
次
の
よ
う
に
招
介
し
て
い
る
。

感
覚
こ
そ
心
に
起
こ
る
最
初
の
事
実
だ
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
原
理
的
な
主

張
は
、
将
来
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
れ
は
良
く
良
く
考

え
て
み
る
と
、
今
ま
で
不
動
の
も
の
と
見
え
て
い
た
価
値
序
列
を
一
挙
に

引
っ
繰
り
返
し
た
か
ら
で
あ
る
。
高
級
な
観
念
│
│
ど
ん
な
に
美
し
い
も

の
で
も
、
純
粋
な
も
の
で
も
│
│
も
、
道
徳
の
教
え
も
、
凡
そ
心
の
働
き

は
全
部
感
覚
か
ら
来
る
。
感
覚
そ
の
も
の
に
作
用
す
る
私
達
の
精
神
は
、

未
だ
一
介
の
職
人
、
人
夫
に
過
ぎ
な
い
。
理
性
的
生
活
は
そ
れ
を
支
配
す

る
情
動
的
生
活
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
。
今
や
召
使
は
主
人
に
な
っ
た
。

母
屋
へ
乗
り
込
ん
で
ふ
ん
ぞ
り
返
り
、
長
子
権
と
貴
族
の
権
利
を
手
に
入

れ
た
。
そ
の
資
格
を
記
録
し
た
の
が
『
人
間
知
性
論
』
だ
っ
た
。（
６
）

ロ
ッ
ク
は
確
か
に
、「
召
使
」（
感
覚
・
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
）
と
「
主
人
」（
理

知
・
プ
ラ
ト
ン
）
と
の
主
従
逆
転
を
画
し
た
。「
生
得
観
念
」
を
否
定
し
、「
実

体
」
も
「
普
遍
」
も
単
な
る
言
葉
に
過
ぎ
な
い
と
断
じ
た
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
を

真
知
界
と
い
う
眼
に
見
え
な
い
一
種
の
仮
想
世
界
か
ら
解
き
放
ち
、
何
よ
り
も

失
ず
感
覚
を
通
し
て
世
界
を
認
識
す
る
ド
ク
サ
の
世
界
の
住
人
と
し
て
位
置
付

け
た
上
で
、
人
間
の
本
性
と
そ
の
能
力
の
限
界
と
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
。
人

間
の
「
知
性
」
を
説
明
す
る
際
に
彼
が
用
い
た
「
暗
室
」
の
比
喩
は
印
象
的
で

あ
る
。
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内
外
の
感
覚
は
、
私
に
発
見
し
得
る
限
り
、
知
性
へ
と
通
ず
る
唯
一
の

通
路
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
感
覚
の
み
が
、
私
に
発
見
し
得
る
限
り
、
こ
の

暗
室
へ
と
光
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
窓
で
あ
る
。
と
云
う
の
も
、
思
う
に
知

性
は
、
外
界
の
可
視
的
類
似
物
や
事
物
の
観
念
を
取
り
入
れ
る
或
る
小
さ

な
穴
が
開
い
て
い
る
だ
け
で
、
光
か
ら
は
完
全
に
遮
断
さ
れ
た
小
部
屋
に

似
て
い
な
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
暗
室
へ
と
入
っ
て
来
る

映
像
が
兎
に
も
角
に
も
そ
こ
に
留
ま
り
、
時
に
応
じ
て
見
付
け
出
さ
れ
る

よ
う
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
暗
室
は
、
視
覚
の
全
対
象

と
そ
の
観
念
に
関
連
し
た
人
間
の
知
性
に
極
め
て
良
く
似
た
も
の
と
云
え

よ
う
。（
７
）

こ
の
「
暗
室
」
は
、
紛
れ
も
な
く
プ
ラ
ト
ン
の
「
洞
窟
」
の
比
喩
の
焼
き
直

し
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
知
性
の
土
台
は
観
念
で
あ
り
、
観
念
の
源
は

感
覚
に
あ
る
が
、
観
念
は
事
物
自
体
に
は
内
在
せ
ず
、
人
間
の
心
内
に
の
み
主

観
的
に
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
で
彼
の
観
念
は
、
事
物
の
「
可
視
的
類
似
物
」

や
「
映
像
」、
蝋
燭
の
光
に
浮
か
び
上
が
る
影
絵
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
加
え
て
、
感
覚
自
体
の
不
確
か
さ
も
あ
る
。
人
間
の
知
性
の
足
元

が
か
く
の
如
き
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
臆ド

ク

見サ

を
脱
し

難
く
、
人
間
が
達
し
得
る
の
は
「
蓋
然
知

プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
ィ

」
と
い
う
「
薄
明
り
」（L,p.567

）

が
精
々
で
、
真
知
と
い
う
洞
窟
の
外
の
太
陽
光
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
、
と
い

う
の
が
ロ
ッ
ク
の
結
論
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
か
く
し
て
、
或
る
意
味
で
純
粋
に

客
観
的
で
普
遍
的
な
真
知
界
を
否
定
し
、
個
人
の
感
覚
に
基
づ
く
主
観
的
な
認

識
論
を
提
起
し
て
見
せ
た
。
或
い
は
彼
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
二
元
論
を
排
し
、
主

観
（
感
覚
）
に
依
る
認
識
論
的
一
元
化
を
謀
っ
た
と
云
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

主
観
と
は
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
的
人
間
尺
度
の
別
名
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て

人
間
は
、
ド
ク
サ
界
の
住
人
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
と
云
え
ば
観
念
連
合
説
だ
が
、
こ
の
説
も
彼
の
反
プ
ラ
ト
ン
的
人
間

観
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
』
の
中
で
、
普
遍
的
で
自

立
的
な
「
一
」
の
世
界
で
あ
る
イ
デ
ア
界
に
対
し
て
、
自
立
し
て
は
存
在
し
得

な
い
ド
ク
サ
界
を
、「
色
々
な
行
為
と
結
び
付
き
、
物
と
結
び
付
き
、
相
互
に

結
び
付
き
合
っ
て
」
成
立
す
る
「
多
」（V

.476A

）
の
世
界
と
し
て
説
明
し
て

い
る
が
、
正
に
こ
の
「
結
び
付
き
」
こ
そ
ロ
ッ
ク
の
連
合
説
の
要
諦
で
あ
る
。

「
暗
室
」
の
比
喩
の
中
に
、「
映
像
」（
観
念
）
が
「
整
然
と
並
ん
で
い
る
」
と

あ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
観
念
連
合
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
人

間
の
想
像
力
（
才
知
）
も
ま
た
彼
の
観
念
連
合
説
の
一
貫
で
あ
る
。
彼
は
云
う
、

「
才
知
の
本
領
は
、
観
念
を
寄
せ
集
め

．
．
．
．

、
何
ら
か
の
類
似
や
一
致
が
見
出
せ
れ

ば
、
機
敏
か
つ
多
様
に

．
．
．

そ
れ
ら
の
観
念
を
互
い
に
結
び
付
け

．
．
．
．
．
．
．

、
そ
う
す
る
こ
と

に
依
っ
て
、
空
想
裡
に
快
い
心
像
や
愉
快
な
幻
想
を
生
み
出
す
点
に
あ
る
」

（L,p.153.

傍
点
筆
者
）
と
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
に
あ
っ
て

は
宇
宙
さ
え
も
、
万
物
が
「
そ
の
影
響
力
や
作
用
に
於
て
互
い
に
結
び
付
き

．
．
．
．
．
．
．

、

依
存
し
合
っ
て
い
る

．
．
．
．
．
．
．
．

」（L,p.520.

傍
点
筆
者
）
巨
大
な
位
階
的
連
鎖
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
は
ロ
ッ
ク
の
人
間
観
の
極
み
を
、
こ
の
連
合
説
に
基
づ
く
彼
の
人
間
狂

気
説
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
云
う
、「
他
人
の
意
見
や
推
理
や

行
為
に
、
奇
妙
に
見
え
た
り
、
そ
れ
自
体
実
際
に
常
軌
を
逸
し
た
処
が
あ
る
の

を
眼
に
し
な
い
者
は
先
ず
な
い
」、「
社
交
よ
り
ベ
ド
ラ
ム
精
神
病
院
の
方
が
似

つ
か
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
な
い
程
、
狂
気
を
免
れ
て
い
る
人
間
は
殆
ど
な
い
」

（L,p.354

）
と
。
そ
れ
は
、
観
念
の
結
合
は
教
育
、
習
慣
、
偶
然
な
ど
に
依
っ

て
各
人
各
様
だ
か
ら
で
あ
り
、
尚
且
つ
、
ひ
と
度
定
着
し
た
観
念
連
合
か
ら
自

由
に
な
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
自
体
は
類
を
全
く
異
に
す
る
観
念
同
士
が
、
或
る
人
々
の
心
の
中

で
は
非
常
に
固
く
結
び
付
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
分
離
す
る
の
が
極

め
て
困
難
な
程
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
観
念
は
い
つ
も
連
れ
立
っ
て
い
る
が
、

何
か
の
時
に
そ
の
内
の
一
つ
が
知
性
へ
と
入
っ
て
来
る
と
、
即
座
に
そ
の

仲
間
も
同
様
に
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
結
合

し
た
二
つ
以
上
の
観
念
の
場
合
、
常
に
不
可
分
の
状
態
に
あ
る
観
念
群
全

体
が
一
斉
に
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。（L,p.355

）

ロ
ッ
ク
は
、
か
く
の
如
き
観
念
結
合
の
有
り
方
が
人
間
の
奇
言
や
奇
癖
、
或

い
は
狂
信
等
を
生
み
出
す
原
因
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。「
狂
気
」
に
も
増
し
て

ド
ク
サ
の
世
界
の
住
人
を
過
激
に
、
そ
し
て
雄
弁
に
物
語
る
言
葉
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
相
対
的
で
不
確
実
な
感
覚
的
認
識
に
基
づ
く
ド
ク
サ
界
の
住
人
で
あ
る

限
り
、
人
間
は
狂
気
さ
え
免
れ
難
い
。
あ
の
良
識
家
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
も
云

っ
た
、「
人
間
の
心
で
正
常
な
状
態
に
あ
る
も
の
な
ど
一
つ
も
な
い
」（
８
）

と
。

ロ
ッ
ク
は
自
ら
の
認
識
論
的
方
法
を
「
事
象
記
述
の
平
明
な
方
法
」

（historical,plain
m

ethod,L,p.55

）
と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の

真
知

イ
デ
ア

界
の
よ
う
な
空
想
を
排
し
、
人
間
を
そ
の
根
本
条
件
か
ら
有
り
の
ま
ま
に

見
直
そ
う
と
す
る
、
彼
な
り
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二ロ
ッ
ク
は
ド
ク
サ
界
の
住
人
と
し
て
の
人
間
の
姿
を
哲
学
的
・
心
理
学
的
リ

ア
リ
ズ
ム
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
が
、
彼
に
相
前
後
し
て
、
そ
れ
を
文
学
的
に

行
っ
て
見
せ
た
典
型
的
な
例
を
我
々
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（1533

│92

）
と
ロ
ー

レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
（1713

│68

）
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
か
ら
見
て
み
よ
う
。

イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
祖
の
一
人
ベ
イ
コ
ン（1561

│1626

）は
、
従
来
の
演
繹

的
で
体
系
的
な
学
問
の
有
り
方
を
批
判
し
、古
典
主
義
的
な「
共
通
の
尺
度
」（
９
）

を
否
定
し
な
が
ら
、「
断
片
的
で
、
体
系
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
」（
10
）

ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
形
式
を
採
用
し
た
が
、
そ
れ
と
云
う
の
も
こ
の
形
式
は
、

「
色
々
の
方
向
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
実
際
（
の
事
物
の
有
り
方
）
に
一
番
適
合

す
る
」（
11
）

か
ら
で
あ
っ
た
。
ベ
イ
コ
ン
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
で
彼
な

り
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
目
差
し
た
訳
だ
が
、
そ
の
ベ
イ
コ
ン
に
先
立
っ
て
モ
ン
テ

ー
ニ
ュ
は
、
エ
セ
ー
と
い
う
非
体
系
的
形
式
で
リ
ア
リ
ズ
ム
を
目
差
す
と
同
時

に
、
こ
の
形
式
に
彼
の
反
古
典
主
義
的
人
間
観
を
集
約
し
て
見
せ
た
。

自
著
『
エ
セ
ー
』
に
就
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
云
う
、「
こ
の
寄
せ
集
」（
12
）
、

「
色
ん
な
部
分
を
接
ぎ
合
せ
た
、
決
っ
た
形
も
秩
序
も
な
い
、
脈
絡
も
釣
り
合

い
も
出
鱈
目
な
、
グ
ロ
テ
ス
ク
で
怪
物
じ
み
た
全
体
」（M

│I,p.356

）
と
。

「
グ
ロ
テ
ス
ク
で
怪
物
じ
み
た
」
と
い
う
言
葉
は
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』

を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
冒
頭
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、「
人
間
の
頭
に
馬
の
頸
を

繋
い
で
色
取
り
取
り
の
羽
根
を
身
に
纏
わ
せ
た
い
と
思
い
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
手

足
と
胴
を
集
め
て
来
た
」（
13
）

滑
稽
な
怪
物
の
よ
う
な
作
品
を
否
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
『
詩
学
』
の
中
で
、「
完
結
し
た
一
つ
の
全
体
」

（
14
）

と
し
て
の
作
品
の
統
一
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
彼
ら
に
先
立
っ
て
作
品

の
整
合
性
を
説
い
た
の
は
他
で
も
な
い
プ
ラ
ト
ン
だ
っ
た
。『
パ
イ
ド
ロ
ス
』

の
中
で
彼
は
云
う
、「
話
と
い
う
も
の
は
、
全
て
ど
の
よ
う
な
話
で
も
、
丁
度

一
つ
の
生
き
物
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
で
独
立
に
自
分
の
一
つ
の
身
体
を
持
っ

た
も
の
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
ち
ゃ
ん

と
真
ん
中
も
端
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
お
互
い
同
士
、
ま
た
全
体
と
の
関
係
に
於

て
、
ぴ
っ
た
り
と
適
合
し
て
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」（
15
）

と
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
は
明
ら
か
に
反
古
典
主
義
的
形
態
を
呈
し
て
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い
る
訳
だ
が
、
彼
の
文
体
も
作
品
形
態
に
劣
ら
ず
反
古
典
主
義
的
で
あ
る
。

「
私
の
好
き
な
の
は
、
冗
長
な
も
の
よ
り
は
寧
ろ
ご
つ
ご
つ
と
し
た
話
し
方
で

あ
り
、
些
か
も
気
取
り
が
な
く
、
型
に
捉
わ
れ
な
い
、
切
れ
切
れ
の
、
大
胆
な

話
し
方
で
す
」（M

│I,p.324

）
と
云
う
彼
は
、
実
際
に
そ
れ
を
エ
セ
ー
と
い

う
「
切
れ
切
れ
の
」
形
式
で
、
し
か
も
「
す
る
こ
と
が
な
さ
過
ぎ
て
退
屈
で
困

っ
て
い
る
時
に
だ
け
書
く
」（M

│IV
,p.298

）
と
い
う
「
切
れ
切
れ
の
」
や

り
方
で
実
践
し
て
い
る
。
彼
が
何
故
こ
の
よ
う
な
文
体
を
選
ん
だ
か
と
云
え
ば
、

ベ
イ
コ
ン
と
同
様
、「
人
間
の
行
為
を
切
れ
切
れ
に
し
て
、
一
つ
ず
つ
切
り
離

し
て
判
断
す
る
人
の
方
が
、
却
っ
て
真
実
を
云
い
当
て
る
こ
と
が
多
い
」（M

│II,p.218

）
か
ら
で
あ
る
。

「
私
は
、
私
の
全
存
在
に
依
っ
て
、
文
法
家
と
か
、
詩
人
と
か
、
消
費
家
と

し
て
で
は
な
く
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ド
・
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
し
て
人
々
に
自
分
を

示
す
最
初
の
人
間
で
あ
る
」（M

│V
,p.37

）
と
云
う
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
執
筆

目
的
は
、「
宇
宙
の
原
因
と
か
運
行
」（M

│V
,p.316

）
と
い
っ
た
大
問
題
や

大
思
想
で
は
な
く
、「
単
純
な
、
自
然
の
、
平
常
の
、
気
取
り
や
技
巧
の
な
い

自
分
」（M

│I,p.9

）
を
有
り
の
ま
ま
に
、
し
か
も
「
一
般
の
俗
衆
」
や
「
稀

有
な
優
れ
た
精
神
の
人
々
」
に
で
は
な
く
、「
そ
の
中
間
の
地
帯
」（M

│II,
p.190

）
に
あ
る
人
々
に
示
す
こ
と
に
あ
る
。
で
は
、
有
り
の
ま
ま
の
彼
の
姿

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

色
ん
な
出
来
事
の
風
が
風
向
き
に
依
っ
て
私
を
動
か
す
だ
け
で
な
く
、

更
に
、
私
が
自
ら
の
態
度
の
不
定
な
こ
と
に
依
っ
て
私
自
身
を
動
揺
さ
せ
、

混
乱
さ
せ
る
。
も
し
、
注
意
深
く
自
分
を
見
詰
め
る
な
ら
、
人
は
二
度
と

同
じ
状
態
に
あ
る
自
分
を
見
出
す
こ
と
は
殆
ど
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
私
の

心
に
そ
れ
の
向
き
に
従
っ
て
、
時
に
は
或
る
顔
を
、
時
に
は
別
の
顔
を
与

え
る
。
私
が
自
分
に
就
て
色
々
に
語
る
の
は
、
自
分
を
色
々
に
見
る
か
ら

で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
向
き
を
変
え
た
り
、
方
法
を
変
え
た
り
す
る
に
連
れ

て
、
私
の
中
に
は
凡
ゆ
る
矛
盾
が
見
出
さ
れ
る
。
内
気
で
図
々
し
く
、
貞

潔
で
淫
蕩
、
饒
舌
で
無
口
、
強
靱
で
過
敏
、
利
発
で
愚
鈍
、
陰
気
で
陽
気
、

嘘
付
き
で
正
直
、
博
識
で
無
知
、
鷹
揚
で
吝
嗇
で
浪
費
家
、
こ
れ
ら
全
て

を
私
は
幾
つ
か
ず
つ
、
自
分
の
中
に
、
向
き
を
変
え
る
に
連
れ
て
見
出
す

の
で
あ
る
。
私
に
は
自
分
に
就
て
、
絶
対
的
に
、
単
一
に
、
確
定
的
に
、

混
乱
や
混
合
な
し
に
、
一
言
で
、
云
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
。（M

│II,
p.244

）

こ
の
矛
盾
と
混
乱
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
不
定
な
存
在
、
丸
で
プ
ラ
ト
ン
の

謎
々
の
よ
う
な
存
在
、
そ
れ
が
有
り
の
ま
ま
の
彼
の
姿
だ
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は

云
う
の
で
あ
る
。
彼
の
作
品
の
不
整
合
で
無
規
律
な
文
体
や
形
態
は
、
実
に
彼

の
精
神
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
私
の
文
体
と
私
の
精
神
は
同
じ

よ
う
に
さ
迷
い
歩
く
」（M

│V,p.38

）
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
エ
セ
ー
』
を
「
私
の
形
而
上
学
」（M

│IV
,p.134

）
と
呼
ぶ
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
の
主
眼
は
、
自
己
を
有
り
の
ま
ま
に
見
詰
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、

人
間
一
般
を
考
究
し
、
そ
こ
か
ら
教
訓
を
引
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。「
人
間
は

誰
で
も
自
分
の
中
に
、
人
間
の
性
状
の
完
全
な
形
を
備
え
て
い
る
」（M

│V
,

p.37

）
と
云
う
彼
は
、
人
間
一
般
に
就
て
も
、
先
ず
は
彼
の
人
と
作
品
に
関
し

て
自
ら
語
っ
た
言
葉
を
繰
り
返
す
。「
人
間
は
全
て
に
於
て
、
ま
た
至
る
処
に

於
て
、
継
ぎ
接
ぎ
だ
ら
け
の
寄
せ
集
め
に
過
ぎ
な
い
」（M

│IV
,
p.140

）、

「
殉
に
人
間
と
い
う
も
の
は
驚
く
ほ
ど
空
な
、
変
り
易
い
不
定
な
存
在
で
あ
る
」

（M
│I,p.14

）、「
結
局
、
我
々
の
存
在
に
も
、
事
物
の
存
在
に
も
、
何
一
つ
恒

常
な
も
の
は
な
い
。
我
々
も
、
我
々
の
判
断
も
、
そ
し
て
全
て
の
死
す
べ
き
も
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の
も
、
絶
え
ず
流
転
す
る
」（M

│III,p.319

）
と
。
古
代
に
「
万
物
流
転

パ
ン
タ
・
レ
イ

」

の
思
想
を
称
え
た
の
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
だ
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
好
ん
で
繰

り
返
す
の
は
、「
不
確
実
以
外
に
確
実
な
も
の
は
何
も
な
い
」（E

g.,M

│V
I,

p.21
）
と
い
う
ナ
ウ
シ
フ
ァ
ネ
ス
乃
至
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
人
間
の
不
確
実
性
、
不
定
性
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
そ
れ
は

人
間
の
感
覚
や
理
知
の
不
完
全
さ
に
で
あ
る
。「
全
て
の
認
識
は
感
覚
を
通
し

て
我
々
の
中
に
入
っ
て
来
る
」、
感
覚
は
「
我
々
の
知
識
の
建
物
全
体
の
基
礎

で
あ
り
、
根
本
で
あ
」
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
「
我
々
の
主
人
で
あ
る
」（M

│

III,p.287

）
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
丸
で
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
云
う
の
だ
が
、
そ

の
一
方
で
、「
事
物
は
一
つ
と
し
て
感
覚
に
依
っ
て
歪
め
ら
れ
、
変
え
ら
れ
ず

に
は
我
々
の
中
に
入
っ
て
来
な
い
。（
中
略
）
我
々
の
感
覚
の
不
確
実
は
そ
れ

の
生
み
出
す
全
て
の
も
の
（
知
識
や
判
断
等
）
を
不
確
実
に
す
る
」（M

│III,
p.308.

丸
括
弧
内
筆
者
）
と
も
云
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
の
精
神
に
対
す

る
情
念
の
影
響
に
就
て
も
、「
精
神
の
最
も
立
派
な
行
為
の
大
部
分
が
こ
う
し

た
（
名
誉
欲
や
憤
怒
と
い
っ
た
）
情
念
の
衝
動
か
ら
生
じ
、
ま
た
そ
れ
を
必
要

と
す
る
」（M

│III,p.253.

丸
括
弧
内
筆
者
）
と
彼
は
語
り
、
理
性
に
関
し
て

も
、「
人
間
の
理
性
は
何
処
で
で
も
見
当
違
い
ば
か
り
し
て
い
る
」（M

│III,
p.152

）
が
、
そ
れ
と
云
う
の
も
理
性
は
自
分
の
「
住
ん
で
い
る
こ
の
小
さ
な

洞
窟
の
秩
序
と
機
構
し
か
見
て
い
な
い
」（M

│III,p.158

）
か
ら
だ
と
述
べ

て
い
る
。「
こ
の
小
さ
な
洞
窟
」
と
は
紛
れ
も
な
く
プ
ラ
ト
ン
の
「
洞
窟
」
で

あ
る
。「
我
々
は
眠
り
な
が
ら
覚
め
て
お
り
、
覚
め
な
が
ら
眠
っ
て
い
る
。」

（M

│III,p.302

）
感
覚
と
い
う
歪
ん
だ
鏡
に
依
拠
す
る
人
間
の
理
知
の
不
確

実
性
を
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
う
プ
ラ
ト
ン
風
に
表
現
し
た
。

こ
の
感
覚
や
理
知
の
不
完
全
さ
か
ら
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
的
人
間
尺
度
が
生
じ

る
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、「
或
る
観
点
を
以
て
す
れ
ば
、
白
は
黒
と
似
て
い
る

し
」
云
々
と
語
っ
た
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
、「
事
物
は
様
々
の
面
と
観
点
か

ら
考
察
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
主
と
し
て
、
様
々
な
意
見
が
生
じ
る
」（M

│III,
p.276

）
と
云
う
。
そ
れ
は
、
人
間
は
「
事
物
に
自
分
の
状
態
に
応
じ
た
存
在

を
与
え
、
事
物
を
自
分
に
合
せ
て
考
え
て
い
る
」（M

│III,p.307

）
か
ら
で

あ
り
、
自
分
の
「
中
に
入
っ
て
来
た
事
物
を
、
自
分
の
解
釈
す
る
通
り
に
裁
断

す
る
」（M

│II,p.170

）
か
ら
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
人
間
尺
度
の
最

大
の
例
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
哲
学
的
諸
子
百
家
の
乱
立
に
見
て
い
る
。
人

間
と
か
、
神
と
か
、
宇
宙
と
い
っ
た
主
題
が
無
数
の
哲
人
達
に
依
っ
て
議
論
さ

れ
て
来
た
が
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
、「
同
じ
一
つ
の
も
の
（
主
題
）
が
、
何

千
と
い
う
我
々
の
好
き
な
だ
け
の
姿
と
見
方
を
与
え
ら
れ
た
」（M

│III,
p.285.

丸
括
弧
内
筆
者
）
光
景
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
こ
か
ら
、「
我
々
人

間
の
意
見
の
最
も
普
遍
の
性
質
は
多
種
多
様
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（M

│IV
,

p.342

）
と
い
う
見
解
を
引
き
出
す
。「
普
遍
」
が
「
多
種
多
様
」
と
は
、
プ
ラ

ト
ン
が
聞
け
ば
言
語
矛
盾
だ
と
云
っ
た
に
違
い
な
い
。

後
に
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
、
パ
ス
カ
ル
（1623

│62

）
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

「
軽
信
」（
16
）

を
批
難
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
言
葉
通
り
決
し
て
宗
教
的
と

は
云
え
な
い
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
あ
っ
て
、『
エ
セ
ー
』
第
二
巻
第
十
二
章
だ
け

は
別
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
レ
ー
モ
ン
・
ス
ボ
ン
の
『
自
然
神
学
』
を
弁
護

し
な
が
ら
、
宗
教
改
革
に
揺
れ
る
正
統
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
擁
護
し
よ
う
と
し

た
。
そ
の
際
彼
が
採
っ
た
方
法
は
、
神
の
恩
寵
抜
き
に
人
間
を
見
て
み
れ
ば
、

そ
れ
が
い
か
な
る
姿
を
呈
す
る
か
を
検
証
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
彼
の
結

論
は
こ
う
で
あ
る
。「
神
の
助
け
な
し
に
我
々
が
企
て
る
全
て
の
も
の
、
神
の

恩
寵
の
光
な
し
に
我
々
が
見
る
全
て
の
も
の
は
、
空
虚
と
狂
気
で
し
か
な
い
。」

（M
│III,p.209

）
別
の
云
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
は
「
お
か
し
く
も
笑
う
べ

き
も
の
」（M

│II,
p.173

）
で
あ
り
、「
道
化
芝
居
の
道
化
役
」（M

│V
,
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p.400

）
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
見
た
死
す
べ
き
人
間
の

有
り
の
ま
ま
の
姿
を
要
約
す
る
と
す
れ
ば
、
神
の
前
の
狂
愚
、
と
で
も
な
ろ
う
。

人
間
の
位
置
は
所
詮
、
天
使
と
獣
の
間
に
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
月
下
界
（
地

球
）
と
い
う
「
宇
宙
の
最
も
悪
い
、（
中
略
）
天
か
ら
最
も
遠
い
住
居
」（M

│

III,p.34
）
に
住
む
人
間
は
、
ど
う
見
て
も
「
惨
め
で
ち
っ
ぽ
け
な
被
造
物
」

（M

│III,p.30
）
で
し
か
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。

こ
の
人
間
観
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
軽
信
を
批
難
す
る
パ
ス
カ
ル
の
そ
れ
で

も
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
、「
天
使
で
も
動
物
で
も
な
い
」（
三
五
八
）
人
間
、
宇

宙
の
広
大
無
辺
性
と
原
子
の
極
微
性
と
い
う
二
重
の
無
限
性
の
只
中
に
あ
っ

て
、「
事
物
の
始
め
を
も
終
り
を
も
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
絶
望
の
内
」

（
七
二
）
に
あ
る
人
間
、「
真
実
性
を
欠
い
て
い
る
の
み
で
な
く
、
互
い
に
欺
き

合
う
」（
八
三
）
理
性
と
感
覚
を
持
ち
、「
真
を
も
善
を
も
幾
分
か
し
か
持
た
ず
、

し
か
も
悪
や
偽
を
混
ぜ
合
せ
た
も
の
し
か
持
た
な
い
」（
三
八
五
）
人
間
、「
幾

ら
か
変
化
の
乏
し
い
夢
」（
三
八
六
）
の
中
に
あ
る
人
間
│
│
か
く
の
如
き
矛

盾
と
混
乱
の
人
間
を
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
も
増
し
て
激
し
い
言
葉
で
、
次
の
よ

う
に
総
括
す
る
。

人
間
は
一
体
、
何
と
い
う
怪
物
で
あ
ろ
う
！

何
と
い
う
珍
奇
、
何
と
い
う
妖
怪
、
何
と
い
う
混
沌
、
何
と
い
う
矛
盾
の

主
、
何
と
い
う
驚
異
で
あ
ろ
う
！
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
審
判
者
で
あ
っ
て
、

愚
か
な
蚯
蚓
。
真
理
の
受
託
者
で
あ
っ
て
、
不
確
実
と
誤
り
と
の
泥
沼
。

宇
宙
の
光
栄
で
あ
っ
て
屑
物
。（
四
三
四
）

パ
ス
カ
ル
の
半
世
紀
後
に
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ポ
ー
プ
（1688

│1744

）
も

人
間
を
、「
世
界
の
栄
光
、
冗
談
、
謎
！
」（
17
）

と
呼
ぶ
と
同
時
に
、「
巨
大
な

る
迷
宮
！
　
し
か
し
地
図
が
な
い
訳
で
は
な
い
の
だ
」（
18
）

と
も
詩
っ
た
。
パ

ス
カ
ル
に
と
っ
て
も
、「
迷
宮
」
の
如
き
人
間
の
「
混
沌
」
を
解
く
「
地
図
」

が
一
つ
だ
け
あ
っ
た
。
絵
画
の
遠
近
法
に
於
け
る
消
失
点
の
よ
う
に
、「
真
の

場
所
と
も
云
う
べ
き
、
掛
け
替
え
の
な
い
点
は
、
一
つ
し
か
な
い
」（
三
八
一
）。

そ
れ
が
神
だ
っ
た
。
例
え
ば
、「
人
間
は
必
ず
狂
気
し
て
い
る
の
で
、
狂
気
し

て
い
な
い
人
も
、
他
の
型
の
狂
愚
か
ら
云
え
ば
、
狂
気
し
て
い
る
と
云
え
る
」

（
四
一
四
）
と
パ
ス
カ
ル
は
云
う
。
こ
の
謎
の
よ
う
な
言
葉
を
解
く
鍵
は
、
そ

こ
に
神
を
見
付
け
る
と
い
う
一
点
に
あ
る
。「
他
の
型
の
狂
愚
」
を
神
の
明
知

の
欠
如
と
解
す
れ
ば
、
答
え
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
と
同
じ
、
神
の
前
の
狂

愚
と
な
る
の
で
あ
る
。
神
の
明
知
こ
そ
真
の
正
気
と
考
え
れ
ば
、
神
の
明
知
な

ど
望
む
べ
く
も
な
い
人
間
は
、
た
と
え
ベ
ド
ラ
ム
精
神
病
院
な
ど
不
要
な
者
で

あ
っ
て
も
、
皆
「
必
ず
狂
気
し
て
い
る
」
と
云
え
る
の
だ
か
ら
。
パ
ス
カ
ル
は
、

ベ
イ
コ
ン
的
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
不
整
合
な
羅
列
と
い
う
形
式
を
採
用
す
る
こ
と

に
依
っ
て
、
神
と
い
う
視
点
を
欠
く
時
、
人
間
が
い
か
に
矛
盾
し
混
乱
し
た
存

在
か
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
逆
に
云
え
ば
、
そ
の
矛
盾
と
混
乱
の
中
に
、
神

と
い
う
視
点
を
読
者
に
発
見
さ
せ
、
実
感
さ
せ
る
べ
く
『
パ
ン
セ
』
は
書
か
れ

た
の
で
あ
る
。『
パ
ン
セ
』
は
云
わ
ば
、
そ
の
全
体
が
一
つ
の
大
き
な
謎
々
の

如
き
も
の
で
あ
る
。「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
於
て
こ
そ
、
凡
ゆ
る
矛
盾
は
一

致
す
る
」（
六
八
四
）、
こ
れ
が
そ
の
答
え
だ
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
パ
ス
カ
ル
に
先
立
っ
て
、『
エ
セ
ー
』
全
体
を
一
つ
の
巨

大
な
謎
々
と
し
て
仕
組
ん
だ
節
が
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
云
う
、「
私
は
さ
迷
っ

て
い
る
。
だ
が
、
不
注
意
か
ら
で
は
な
く
、
好
き
で
さ
迷
う
の
で
あ
る
。
私
の

思
想
は
続
い
て
い
る
。
互
い
に
見
詰
め
合
っ
て
は
い
る
が
、
薮
睨
み
で
見
詰
め

合
っ
て
い
る
」（M

│V,p.389

）
と
。
こ
の
文
言
自
体
、
謎
と
云
う
べ
き
だ
が
、

別
の
処
で
は
こ
う
も
云
う
、「
私
の
個
々
の
描
写
は
様
々
に
変
化
は
す
る
が
、
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決
し
て
脇
に
逸
れ
る
こ
と
は
な
い
」（M

│V
,p.36

）
と
。「
さ
迷
っ
て
い
る
」

の
に
「
逸
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
色
ん
な
部
分
を
接

ぎ
合
せ
た
、
決
っ
た
形
も
秩
序
も
な
い
、
脈
絡
も
釣
り
合
い
も
出
鱈
目
」
な

『
エ
セ
ー
』、
ポ
ー
プ
流
に
云
え
ば
、「
巨
大
な
迷
宮
」
に
も
似
た
こ
の
作
品
全

体
に
も
、
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
の
如
き
「
地
図
」、
即
ち
主
題
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
私
の
主
題
を
見
失
う
の
は
不
注
意
な
読
者
で
あ
っ
て
、
私
で
は

な
い
」
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
云
う
、「
ど
こ
か
の
隅
に
十
分
な
言
葉
が
見
付
か

る
だ
ろ
う
」（M

│V,p.389

）
と
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
の
「
主
題
」
と
は
、

『
エ
セ
ー
』
全
体
を
通
し
て
彼
が
描
き
出
そ
う
と
し
た
矛
盾
と
混
乱
の
人
間
の

姿
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
読
者
が
読
み
取
る
べ
き
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
錯
綜
を
極
め
て
い
よ
う
と
、
そ
こ
に
は
意
味
が
あ
る
。
い
や
、
錯
綜

し
て
い
れ
ば
尚
の
こ
と
、
人
間
は
そ
こ
に
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
。
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
は
、
そ
の
意
味
を
読
者
に
引
き
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
は
私
の
重
さ
で
読
者
の
興
味
を
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
せ

め
て
私
の
錯
綜
で
そ
れ
を
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
」（M

│V
,p.391.

傍
点
筆
者
）
と
彼
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
為
で
あ
る
。

で
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
は
、『
エ
セ
ー
』
と
い
う
混
沌
の
書
に
自
ら
描

き
出
し
た
人
間
の
「
錯
綜
」
の
内
に
、
一
体
ど
ん
な
意
味
を
読
み
取
っ
た
の
か
。

一
言
で
云
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
中
庸
の
精
神
の
重
要
性
で
あ
る
。
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
は
云
う
、

我
々
の
一
生
は
世
界
の
調
和
と
同
じ
よ
う
に
、
相
反
す
る
事
物
か
ら
、

ま
た
色
々
の
調
子
か
ら
、
即
ち
穏
や
か
な
の
と
激
し
い
の
と
、
鋭
い
の
と

平
た
い
の
と
、
だ
ら
け
た
の
と
厳
し
い
の
と
か
ら
出
来
て
い
る
。（
中
略
）

我
々
も
ま
た
、
人
生
に
共
存
す
る
善
と
悪
に
就
て
同
じ
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
存
在
は
こ
の
両
者
の
混
合
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
。

一
方
の
側
に
あ
る
も
の
は
他
方
の
側
に
あ
る
も
の
に
劣
ら
ず
必
要
な
の
で

あ
る
（M

│IV,pp.163

│4.

丸
括
弧
内
筆
者
）、

と
。
矛
盾
と
混
乱
の
内
に
「
調
和
」
を
見
出
す
こ
と
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ま

た
こ
う
も
云
う
。

日
常
の
生
活
と
公
共
に
奉
仕
す
る
生
活
を
す
る
の
に
、
我
々
の
精
神
の

純
粋
さ
と
洞
察
が
余
り
に
行
き
過
ぎ
る
場
合
も
あ
る
。（
中
略
）
だ
か
ら
、

こ
れ
を
重
く
し
、
鈍
く
し
て
、
世
の
中
の
前
例
や
習
慣
に
従
わ
せ
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
厚
く
し
、
暗
く
し
て
、
こ
の

地
上
の
混
沌
と
し
た
生
活
に
合
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（M

│IV,p.140.

丸
括
弧
内
筆
者
）

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
パ
ス
カ
ル
は
、
神
の
前
の
狂
愚
と
い
う
人
間
観
に
於
て
は

一
致
す
る
が
、
人
生
哲
学
と
い
う
点
で
は
態
度
を
全
く
異
に
す
る
。
ジ
ャ
ン
セ

ニ
ス
ト
、
パ
ス
カ
ル
は
、
人
間
の
狂
愚
故
に
、「
理
性
」
で
は
な
く
「
心
情
」

に
依
っ
て
神
を
「
直
感
」
す
る
「
信
仰
」（
二
七
八
）
の
重
要
性
を
説
く
。
そ

れ
に
対
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
神
よ
り
も
「
自
然
」
を
「
案
内
者
」（M

│

IV
,p.204

）
と
し
て
、
云
わ
ば
狂
愚
の
只
中
に
「
調
和
」
と
安
心
立
命
を
得
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

最
も
美
し
い
生
活
と
は
、
私
の
考
え
る
処
で
は
、
普
通
の
、
人
間
ら
し

い
、
模
範
に
合
っ
た
、
秩
序
あ
る
、
し
か
し
、
奇
蹟
も
異
常
も
な
い
生
活

で
あ
る
。（M

│IV,p.208

）
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「
奇
蹟

．
．

も
異
常
も
な
い
」
│
│
パ
ス
カ
ル
な
ら
こ
の
言
葉
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
の
軽
信
の
一
端
を
読
ん
だ
に
違
い
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ド
ク
サ
界
の

住
人
が
、
ド
ク
サ
界
の
只
中
か
ら
、
ド
ク
サ
界
に
合
わ
せ
て
引
き
出
し
た
人
生

訓
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
も
信
仰
と
も
本
質
的
に
無
縁
な
、
小

市
民
的
人
生
哲
学
で
あ
る
。「
ど
こ
か
の
隅
に
十
分
な
言
葉
が
見
付
か
る
だ
ろ

う
」
と
は
、
こ
の
言
葉
に
違
い
な
い
。

三十
六
世
紀
の
初
め
、
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
、
エ
ラ
ス
ム
ス
（1469?

│1536

）
は
、

「
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
中
か
ら
も
の
の
影
形
を
見
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
こ

と
は
望
ま
ず
満
ち
足
り
て
い
る
」（
19
）

ド
ク
サ
界
の
住
人
、
人
間
を
、
痴
愚
神

モ
リ
ア
の
似
姿
と
し
て
徹
底
的
に

刺
し
て
見
せ
た
が
、
ラ
ブ
レ
ー
、
セ
ヴ
ァ

ン
テ
ス
、
ス
カ
ロ
ン
等
に
笑
い
を
学
び
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
模
範
的
文
体
を
見
、

英
国
社
会
に
既
に
根
付
い
た
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
を
「
聖
な
る
」（
20
）

哲
学
と
し

た
ス
タ
ー
ン
は
、
十
八
世
紀
の
半
ば
、
人
間
が
ド
ク
サ
界
の
住
人
で
あ
る
こ
と

を
一
核
も
疑
わ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
ド
ク
サ
界
の
住
人
故
に
人
間
を
書
き
、

笑
い
、
そ
し
て
愛
し
た
。

人
間
を
ド
ク
サ
界
の
住
人
と
見
る
ス
タ
ー
ン
の
見
方
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

場
合
と
同
様
、
何
よ
り
も
先
ず
彼
の
文
体
と
作
品
形
態
に
良
く
表
れ
て
い
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
軽
信
を
批
難
し
た
パ
ス
カ
ル
も
、
語
り
の
「
直
線
的
方
法
の

欠
陥
を
良
く
弁
え
」（
六
二
）
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
さ
迷
う
」
文
体
は
評
価

し
て
い
る
が
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
逆
に
、
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
ば
か
り
で
話

が
一
向
に
先
に
進
ま
ぬ
サ
ン
チ
ョ
に
向
か
っ
て
、「
も
っ
と
真
直
ぐ
に
話
す
の

じ
ゃ
」（
21
）

と
古
典
主
義
的
忠
告
を
与
え
て
い
る
。「
全
て
の
規
範
か
ら
外
れ
て
」

（
22
）

物
語
り
を
す
る
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
語
り
手
も
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
や
サ
ン
チ
ョ
と
同
様
、「
真
直
ぐ
」
に
は
決
し
て
話
さ
な
い
。
例
え

ば
、
フ
ラ
ン
ス
旅
行
を
描
い
た
第
七
巻
は
第
四
十
三
章
。
陽
光
の
許
、
葡
萄
の

収
穫
を
終
え
て
祝
宴
を
開
き
、
楽
器
に
合
せ
て
歌
い
踊
る
若
い
男
女
の
夢
の
よ

う
な
光
景
を
伝
え
終
え
た
語
り
手
は
、
こ
れ
ま
で
ず
る
ず
る
と
先
送
り
に
し
て

来
た
「
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
の
恋
愛
話
を
、
脱
線

．
．

も
挿
入

．
．

も
抜
き
に
真
直
ぐ

．
．
．

先
に
進

め
た
い
」（T.S.,p.432

）
と
云
い
な
が
ら
、
そ
の
話
を
い
ざ
始
め
よ
う
と
し
た

瞬
間
、
巻
に
幕
を
降
ろ
す
。
そ
こ
で
読
者
は
、「
恋
愛
話
」
を
期
待
し
つ
つ
第

八
巻
第
一
章
へ
と
頁
を
捲
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
我
々
が
眼
に
す
る
の
は
こ
ん
な

文
句
な
の
で
あ
る
。

│
│
で
も
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
下
さ
い
│
│
と
申
し
ま
す
の
も
、
こ
の

暖
か
な
陽
光
の
許
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
今
こ
の
時
、
葡
萄
の
収
穫

を
祝
っ
て
笛
や
提
琴
を
奏
で
な
が
ら
踊
り
浮
か
れ
て
い
る
こ
の
陽
気
な
平

野
に
あ
り
ま
し
て
は
、
判
断
力
が
一
歩
毎
に
想
像
力
の
奇
襲
を
受
け
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と

い
う
始
末
で
す
か
ら
、「
直
線
的
な
語
り
」
に
就
て
本
書
で
も
あ
ち
こ
ち

で
色
々
と
云
っ
て
は
来
ま
し
た
も
の
の
、
や
れ
る
も
の
な
ら
│
│
古
今
最

良
の
キ
ャ
ベ
ツ
栽
培
者
と
云
え
ど
も
、
彼
が
後
ろ
向
き
に
植
え
て
行
こ
う

が
前
向
き
に
植
え
て
行
こ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
こ
の
際
何
の
関
係
も
な

い
こ
と
で
す
が
（
尤
も
彼
に
と
っ
て
は
、
一
方
よ
り
他
方
の
方
が
一
層
責

任
が
大
き
く
は
な
る
で
し
ょ
う
が
）、
や
れ
る
も
の
な
ら
│
│
キ
ャ
ベ
ツ

を
一
つ
一
つ
、
ス
ト
ア
学
派
的
間
隔
を
保
っ
て
、
冷
静
に
、
批
判
的
に
、

規
範
的
に
植
え
ら
れ
る
も
の
な
ら
、
殊
に
ペ
チ
コ
ー
ト
の
隙
間
が
縫
い
合

さ
れ
て
い
な
い
場
合
な
ど
│
│
時
に
は
広
げ
た
足
が
一
方
に
大
き
く
は
み

．
．

出
し

．
．

た
り
、
或
い
は
如
何
わ
し
い
妄
想
へ
と
脱
線

．
．

し
た
り
、
そ
ん
な
こ
と

を
し
な
い
で
や
れ
る
も
の
な
ら
│
│
「
氷
の
国
」
や
「
霧
の
国
」
と
い
っ
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た
国
で
な
ら
│
│
そ
ん
な
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
が
│
│

し
か
し
、
賢
愚
の
区
別
な
く
ど
ん
な
考
え
で
も
捌
け
口
を
与
え
ら
れ
る

こ
の
幻
想
と
発
汗
の
明
る
い
風
土
に
あ
り
ま
し
て
は
│
│
こ
の
土
地
に
、

ユ
ー
ジ
ニ
ア
ス
君
よ
│
│
騎
士
道
精
神
と
ロ
マ
ン
ス
が
豊
か
に
穣
る
こ
の

土
地
に
あ
っ
て
、
今
僕
は
机
を
前
に
イ
ン
ク
壺
の
蓋
を
開
け
、
僕
の
叔
父

ト
ウ
ビ
ー
の
恋
愛
話
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
も
、
デ
ィ
エ

ゴ
を
求
め
て
さ
迷
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
の
紆
余
曲
折

．
．
．
．

に
富
ん
だ
道
を
窓
下
に
見

な
が
ら
│
│
も
し
君
が
や
っ
て
来
て
、
僕
の
手
を
取
っ
て
導
い
て
呉
れ
る

の
で
な
け
れ
ば
│
│

い
や
は
や
、
ど
ん
な
話
と
相
成
り
ま
す
こ
と
や
ら
！

兎
に
角
、
始
め
る
こ
と
と
致
し
ま
し
ょ
う
。（T.S.,p.435.

傍
点
・
傍

線
筆
者
）

こ
の
一
節
は
、
傍
線
部
を
見
て
も
判
る
通
り
実
質
上
、
ト
ウ
ビ
ー
の
恋
愛
話

を
「
直
線
的
」
に
や
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、「
兎
に
角
、
始
め
る
こ
と
と
致
し

ま
し
ょ
う
」
と
云
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
剪
定
す
れ
ば
実
に
単
純
な
一
文
が
、

何
と
多
く
の
紆
余
曲
折
と
行
き
つ
戻
り
つ
と
脱
線
と
挿
入
の
枝
葉
に
依
っ
て
、

引
き
延
さ
れ
、
混
乱
し
、
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
か
！
　
し
か
も
、
次
章
以
降
も

ま
た
別
の
脱
線
話
で
、
ト
ウ
ビ
ー
の
恋
愛
話
は
結
局
、
数
章
先
ま
で
行
か
な
い

と
始
ま
ら
な
い
と
い
う
体
た
ら
く
で
あ
る
。
脱
線
に
次
ぐ
脱
線
、「
直
線
的
な

語
り
」
の
否
定
に
次
ぐ
否
定
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ン
の
文
章
は
、「
判
断
力
が
一

歩
毎
に
想
像
力
の
奇
襲
を
受
け
」
て
脱
線
し
、
さ
迷
う
、
ド
ク
サ
界
の
住
人
の

そ
れ
な
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
の
こ
の
文
体
の
性
格
を
大
規
模
に
拡
大
す
れ
ば
、『
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
全
体
の
特
徴
と
な
る
。
彼
は
自
ら
の
著
作
法

を
「
脱
線
的
か
つ
前
進
的
」
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

そ
の
為
（
本
筋
と
脱
線
と
の
調
和
を
考
え
て
）
私
は
、
本
書
の
最
初
か

ら
、
本
筋
が
脇
筋
と
旨
く
交
錯
し
、
脱
線
的
な
動
き
と
前
進
的
な
動
き
と

が
十
分
に
絡
み
合
い
、
綯
い
混
ぜ
に
な
っ
て
、
両
輪
が
ぴ
た
り
と
噛
み
合

う
よ
う
に
配
慮
し
、
そ
の
結
果
、
全
体
の
か
ら
く
り
が
大
抵
の
場
合
、
動

き
を
止
め
な
い
よ
う
に
図
っ
て
来
た
訳
で
す
。（T.S.,p.58.

丸
括
弧
内
筆

者
）

確
か
に
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
は
、
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
の
出
生
と
命
名
に
纏
わ
る
物
語
と
ト
ウ
ビ
ー
の
恋
愛
話
と
い
う
二
大
プ
ロ
ッ

ト
に
、
本
筋
と
は
直
接
関
係
の
な
い
様
々
な
話
（
ヨ
ー
リ
ッ
ク
の
死
、
ヨ
ー
リ

ッ
ク
の
説
教
、
ア
ー
ナ
ル
フ
司
教
の
「
破
門
法
式
集
」、
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ

ウ
ス
と
「
大
鼻
男
デ
ィ
エ
ゴ
の
物
語
」、
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
の
宮
廷
と
頬
髭
の
物
語
、

「
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
物
語
」、
ト
ウ
ビ
ー
と
ト
リ
ム
の
模
擬
攻
囲
戦
、
ト
リ

ス
ト
ラ
ム
の
フ
ラ
ン
ス
旅
行
、
ア
ン
ド
ゥ
イ
エ
の
尼
僧
院
長
と
若
い
修
道
女
の

悪
態
を
巡
る
物
語
、
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス
と
ア
マ
ン
ダ
の
悲
恋
話
、
ト
リ
ム
の
兄
の

ユ
ダ
ヤ
人
寡
婦
へ
の
求
婚
話
、「
ボ
ヘ
ミ
ア
王
と
七
城
の
物
語
」、
狂
女
マ
リ
ア

の
悲
話
、
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
奇
説
各
種
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
自
身
の
様
々
な
意

見
等
）
が
次
々
と
接
ぎ
木
さ
れ
、
更
に
は
そ
こ
に
、
読
者
の
意
表
を
突
く
黒
塗

り
の
喪
の
ペ
ー
ジ
や
大
理
石
模
様
の
ペ
ー
ジ
、
白
紙
や
空
白
、
破
り
捨
て
ら
れ

た
十
ペ
ー
ジ
、
書
か
れ
な
か
っ
た
の
で
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
章
、
一
文
だ

け
の
章
、
第
五
巻
ま
で
の
物
語
の
進
展
を
表
わ
し
た
五
本
の
曲
線
や
ト
リ
ム
の

自
由
の
曲
線
、
突
然
割
り
込
む
序
文
、
無
数
の
伏
字
、
等
々
が
ぶ
ち
込
ま
れ
て

い
る
。
ス
タ
ー
ン
は
自
ら
こ
の
有
り
様
を
「
大
理
石
模
様
」
に
集
約
さ
せ
、
そ
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れ
を
「
私
の
作
品
の
斑
的
象
徴
」（T

.S.,
p.180

）
と
呼
ん
だ
。
こ
の
「
斑
」

（m
otly

）
に
は
、「
寄
せ
集
め
」（
混
乱
）
並
び
に
「
道
化
」（
滑
稽
）
の
意
も

込
め
ら
れ
て
い
る
。『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
は
、
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
風
に
云
え
ば
「
継
ぎ
接
ぎ
だ
ら
け
の
寄
せ
集
め
」
で
あ
り
、
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
に
云
わ
せ
れ
ば
「
人
間
の
頭
に
馬
の
頸
を
繋
い
で
…
…
あ
ち
こ
ち
か

ら
手
足
と
胴
を
集
め
て
来
た
」
滑
稽
な
怪
物
な
の
で
あ
る
。
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ス

タ
ー
は
こ
の
有
り
様
を
見
て
、
ス
タ
ー
ン
の
作
品
に
は
「
混
乱
」（M

uddle

）

と
い
う
名
の
「
神
が
潜
ん
で
い
る
」（
23
）

と
云
っ
た
。

し
か
し
、
ポ
ー
プ
流
に
云
え
ば
、
こ
の
寄
せ
集
め
と
混
乱
の
「
迷
宮
」
に
も

「
地
図
」
が
あ
る
。
第
五
巻
ま
で
の
物
語
展
開
を
図
示
し
た
五
本
の
曲
線
（
第

六
巻
最
終
章
）
の
要
諦
は
、
出
張
た
り
引
込
ん
だ
り
し
て
い
る
と
か
、
尖
っ
て

い
る
と
か
、
戻
っ
て
い
る
と
か
、
渦
を
巻
い
て
い
る
と
云
っ
た
点
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
兎
に
も
角
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に

し
て
い
る
の
が
勿
論
、
二
大
プ
ロ
ッ
ト
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
脱
線
を

「
読
書
の
生
命
、
魂
」（T.S.,p.58

）
と
ま
で
呼
ぶ
ス
タ
ー
ン
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

本
筋
を
余
所
に
好
き
な
だ
け
脱
線
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、「
両
輪
が
ぴ
た
り

と
噛
み
合
」
い
、「
読
者
の
想
像
力
の
中
で
全
て
が
し
っ
か
り
と
一
つ
に
纏
ま

る
よ
う
に
」（T.S.,p.370

）
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

彼
が
大
き
な
拠
り
処
と
し
た
の
は
ロ
ッ
ク
の
観
念
連
合
説
、
ス
タ
ー
ン
自
身
の

言
葉
で
云
え
ば
、「
本
来
は
何
の
結
び
付
き
も
な
い
不
幸
な
観
念
の
連
合
」

（T.S.,p.9

）、
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
比
喩
の
よ
う
に
、「
蝋
燭
の
熱
で
ぐ
る
ぐ
る

廻
る
走
馬
灯
内
部
の
影
絵
」
に
も
似
た
「
様
々
な
種
類
の
観
念
の
規
則
正
し
い

連
続
」（T.S.,p.151

）
だ
っ
た
。
観
念
連
合
説
は
、
因
果
の
連
鎖
を
心
理
的
に

説
明
す
る
の
に
恰
好
の
原
理
と
な
る
。
そ
れ
は
云
わ
ば
、
原
因
と
結
果
と
の
間

に
一
本
の
線
を
引
い
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
は
、
し
か
し
、
こ
の
連
合
説
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
訳
で
は
な
い
。

彼
は
こ
れ
を
云
わ
ば
逆
手
に
取
っ
て
、『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と

い
う
作
品
の
創
作
原
理
と
し
た
。
ス
タ
ー
ン
は
云
う
、「
私
の
方
針
は
常
に
、

好
奇
心
に
富
ん
だ
読
者
に
、
私
の
語
る
様
々
な
事
件
の
最
初
の
根
源
を
突
き
留

め
る
べ
く
、
幾
つ
か
の
探
求
の
道
を
指
し
示
す
こ
と
」（T.S.,p.54

）
に
あ
る

と
。
ま
た
彼
は
、
文
章
を
会
話
に
準
え
な
が
ら
、「
作
者
が
読
者
の
悟
性
に
払

い
得
る
最
も
真
実
な
敬
意
と
は
、
問
題
を
仲
良
く
折
判
し
て
、
作
者
の
み
な
ら

ず
読
者
に
も
想
像
力
を
働
か
す
余
地
を
残
し
て
置
く
と
い
う
こ
と
で
す
」

（T.S.,p.87

）
と
も
語
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
ス
タ
ー
ン
は
、
読
者
の
「
好
奇

心
」
に
訴
え
、
様
々
な
出
来
事
の
「
最
初
の
根
源
」（
原
因
）
を
読
者
自
身
に

推
理
さ
せ
よ
う
と
云
う
の
で
あ
る
。
云
い
換
え
れ
ば
、
謎
掛
け
で
あ
る
。
例
え

ば
、
第
五
巻
は
第
十
七
章
で
起
こ
る
「
殺
人
」
事
件
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。

│
│
い
え
、
大
し
た
事
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
で
す
│
│
血
は
二
滴
と
流
れ

ま
せ
ん
で
し
た
│
│
医
者
を
呼
ぶ
程
の
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
（
中
略
）

│
│
部
屋
女
中
が
ベ
ッ
ド
の
下
に
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
　
＊
＊
＊
を
置
く
の

を
忘
れ
て
い
た
の
で
す
│
│
何
と
か
、
坊
ち
ゃ
ま
、
と
ス
ザ
ナ
ー
が
、
片

手
で
（
鉛
を
重
り
に
滑
車
で
上
下
に
開
閉
す
る
）
窓
枠
を
持
ち
上
げ
、
も

う
一
方
の
手
で
私
を
窓
敷
居
の
処
ま
で
引
っ
張
り
上
げ
な
が
ら
云
い
ま
し

た
│
│
い
い
子
で
す
か
ら
ね
、
何
と
か
今
回
だ
け
＊
＊
＊
＊
　
＊
＊
＊

＊
＊
　
＊
＊
＊
　
＊
＊
＊
＊
＊
＊
し
て
下
さ
い
ま
し
な
。

私
は
五
歳
で
し
た
│
│
ス
ザ
ナ
ー
は
、
我
が
家
に
は
建
て
付
け
の
ち
ゃ

ん
と
し
た
も
の
な
ど
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
置
か
な

か
っ
た
の
で
す
│
│
そ
こ
で
、
窓
枠
が
ピ
シ
ャ
リ
と
稲
妻
の
よ
う
に
私
達

の
上
に
落
ち
て
来
る
と
い
う
羽
目
に
な
っ
た
の
で
す
│
│
何
も
残
っ
て
な

─116（77）─



い
わ
│
│
ス
ザ
ナ
ー
が
叫
び
ま
し
た
│
│
何
も
残
っ
て
い
な
い
わ
│
│
私

に
は
、
国
外
逃
亡
を
謀
る
よ
り
外
に
は
│
│
（T.S.,p.301.

丸
括
弧
内
筆

者
）

こ
れ
が
現
場
の
再
現
で
あ
る
。
犯
人
は
勿
論
、
女
中
の
ス
ザ
ナ
ー
だ
。
し
か

し
、
犯
人
が
判
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
こ
の
事
件
が
解
決
し
た
訳
で
は
な
い
。

一
体
何
事
が
幼
い
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
起
っ
た
と
い
う
の
か
。
伏
字
に
は
ど
ん
な

言
葉
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
事
件
を
「
殺
人
」
と
呼
ん
だ
の
は
犯
人
の

ス
ザ
ナ
ー
本
人
だ
が
、
殆
ど
流
血
さ
え
見
な
か
っ
た
こ
の
事
件
が
何
故
「
殺
人
」

な
の
か
。

否
、
謎
は
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
ス
ザ
ナ
ー
は
犯
行
直
後
、
ト
リ
ス
ト

ラ
ム
の
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
の
許
に
逃
れ
、
事
情
を
洗
い
浚
い
告
白
す
る
の
だ
が
、

驚
く
こ
と
に
読
者
は
こ
の
時
、
ト
ウ
ビ
ー
も
ス
ザ
ナ
ー
の
共
犯
だ
と
知
ら
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
語
り
手
は
読
者
に
向
か
っ
て
、
次
の
如
き
言
辞

を
弄
し
さ
え
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
を
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
る
は
無
益
と
い
う
も
の

│
│
か
く
の
如
き
命
題
を
宣
な
る
哉
と
思
わ
し
め
る
仮
説
を
立
て
ん
と
す

れ
ば
、
読
者
は
そ
の
脳
味
噌
を
絞
り
に
絞
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
し
│
│
さ

も
な
く
ば
│
│
嘗
て
読
者
た
る
も
の
が
誰
一
人
と
し
て
持
ち
得
な
か
っ
た

程
の
脳
味
噌
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
。（T.S.,p.302
）

語
り
手
は
、
何
故
ト
ウ
ビ
ー
が
共
犯
な
の
か
推
理
で
き
る
も
の
な
ら
や
っ
て

み
ろ
、
と
読
者
を
挑
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
読
者
は
こ
の
挑
発
に
乗

り
、「
そ
こ
ま
で
読
者
の
脳
味
噌
に
艱
難
や
拷
問
を
強
い
る
」
の
は
止
し
に
し

て
、「
私
が
自
分
で
説
明
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
」（
同
頁
）、
と
い
う
語

り
手
の
言
葉
に
半
ば
安
堵
し
な
が
ら
先
を
読
み
進
む
と
い
う
訳
だ
が
、
ト
ウ
ビ

ー
共
犯
の
謎
解
き
は
こ
う
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
上
に
「
稲
妻
の
よ
う
に

落
ち
て
来
」
た
例
の
上
下
開
き
の
窓
枠
は
、
道
楽
の
戦
場
作
り
の
為
に
野
砲
二

門
を
必
要
と
す
る
ト
ウ
ビ
ー
の
求
め
に
応
じ
て
、
部
下
の
ト
リ
ム
が
そ
の
材
料

に
と
窓
枠
の
鉛
と
滑
車
を
失
敬
し
た
後
の
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
窓
枠
落
下

の
第
一
原
因
は
、
ス
ザ
ナ
ー
で
は
な
く
寧
ろ
ト
ウ
ビ
ー
に
あ
っ
た
と
い
う
訳
だ
。

し
か
し
、
ト
ウ
ビ
ー
共
犯
の
理
由
が
判
明
し
た
か
ら
と
云
っ
て
、
肝
心
要
の

謎
が
解
け
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
元
々
壊
れ
て
い
た
窓
枠
が
、
幼
い
ト
リ
ス
ト

ラ
ム
の
身
に
一
体
ど
ん
な
危
害
を
加
え
た
と
云
う
の
か
。
そ
こ
で
、
十
章
程
も

読
み
進
ん
だ
読
者
は
、
犯
人
達
に
事
の
仔
細
を
告
げ
ら
れ
た
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー

の
口
か
ら
或
る
奇
妙
な
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
の
を
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
割
礼
」（
第
二
十
七
章
）
│
│
こ
の
言
葉
に
接
し
た
読
者
は
、
あ
の
窓
枠
が
幼

い
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
体
の
奈
辺
を
直
撃
し
た
も
の
か
を
想
像
す
る
。
そ
し
て
、

謎
の
二
箇
所
の
伏
字
に
想
い
を
至
し
、
最
初
がchanber

pot

で
、
後
の
方
が

piss
out

of
the

w
indow

な
ら
ば
、
状
況
並
び
に
星
印
の
数
か
ら
辻
妻
が
合
う

と
推
断
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
こ
の
推
理
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
割
礼
」
と
父
親
が
呼
ぶ

程
度
の
被
害
を
「
殺
人
」
と
称
す
る
の
は
聊
か
誇
張
に
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。

「
大
し
た
事
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
で
す
│
│
血
は
二
滴
と
流
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
い
う
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
自
身
の
証
言
も
あ
る
。
し
か
し
、
巻
も
進
ん
で
第
七
巻

の
後
半
に
差
し
掛
っ
た
辺
り
で
、
読
者
は
こ
の
件
に
就
て
再
考
を
余
儀
な
く
さ

せ
ら
れ
る
。
大
人
に
な
っ
た
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
、「
愛
し
の
ジ
ェ
ニ
イ
」
を
前

に
、「
当
然
の
こ
と
な
が
ら
男
子
た
る
こ
と
に
誇
り
を
抱
く
こ
の
私
が
、
男
子

と
し
て
最
も
耐
え
難
い
目
に
会
っ
た
あ
の
災
難
」（T.S.,P.415

）、
と
こ
の
事
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件
を
回
想
す
る
の
で
あ
る
。「
男
子
と
し
て
」
の
「
誇
り
」、「
男
子
た
る
こ
と
」

（m
anhood

）
を
あ
の
窓
枠
は
無
惨
に
も
打
ち
砕
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
！
　
そ

う
考
え
た
時
、
読
者
は
事
の
重
大
性
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
何
も
残
っ
て
な
い
わ
」
と
ス
ザ
ナ
ー
は
叫
ん
だ
の
だ
っ
た
。
こ
の
言
葉
に
は

二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
国
外
逃
亡
以
外
に
な

い
彼
女
の
絶
望
的
な
選
択
肢
に
就
て
。
今
一
つ
は
、
彼
女
の
視
線
の
先
に
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
、
窓
枠
に
直
撃
さ
れ
た
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
坊
や
の
身
体
部
位
の
惨
状

に
就
て
。「
何
も
残
っ
て
な
い
わ
」
の
前
に
「
男
と
し
て
」
と
い
う
言
葉
を
冠

し
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
読
者
は
結
論
付
け
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
、
矢
張
り
あ
れ
は
「
殺
人
」
と
叫
ぶ
べ
き
事
件
だ
っ
た
の
だ
、

と
。『

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
、
こ
の
種
の
謎
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

全
巻
に
散
り
嵌
め
ら
れ
た
伏
字
は
一
見
し
て
そ
れ
と
判
る
例
だ
が
、
そ
も
そ
も

こ
の
作
品
の
柱
を
成
し
て
い
る
二
大
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
し
て
、
謎
掛
け
と
謎
解
き

の
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
プ
ロ
ッ
ト
、
即
ち
主
に
第
一
巻

か
ら
第
四
巻
ま
で
の
筋
を
成
す
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
出
生
と
命
名
の
物
語
は
、
彼

の
両
親
が
彼
を
「
仕
込
む
際
、
自
分
達
が
や
っ
て
い
る
事
に
も
っ
と
気
を
遣
っ

て
呉
れ
て
さ
え
い
た
ら
、（
中
略
）
私
は
こ
の
世
に
、
読
者
が
こ
れ
か
ら
ご
覧

に
な
る
で
あ
ろ
う
姿
と
は
全
く
異
な
る
姿
を
呈
す
る
こ
と
に
必
ず
や
な
っ
た
に

違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」（T.S.,p.5

）
と
い
う
文
句
か
ら
始
ま
る
。

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
「
仕
込
む
際
」、
彼
の
両
親
に
一
体
ど
ん
な
不
手
際
が
あ
っ

た
と
云
う
の
か
。
そ
の
結
果
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
ど
ん
な
「
姿
」
を
呈
す
る
こ

と
に
な
る
と
云
う
の
か
、
と
読
者
は
自
問
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー

ン
は
読
者
の
読
み
の
推
進
力
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
第
二
の
プ
ロ
ッ
ト
、
即

ち
主
に
第
五
巻
以
降
の
軌
と
な
る
ト
ウ
ビ
ー
と
ウ
ォ
ド
マ
ン
後
家
と
の
恋
愛
話

の
場
合
も
、
読
者
が
先
ず
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
第
二
巻
は
第
七
章
の
、「
ダ
ン

ケ
ル
ク
破
壊
の
翌
年
に
、
ウ
ォ
ド
マ
ン
後
家
と
の
一
件
で
私
が
受
け
た
あ
の
シ

ョ
ッ
ク
」（T.S.,p.82

）
と
い
う
ト
ウ
ビ
ー
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。「
あ
の
シ
ョ

ッ
ク
」
と
は
一
体
何
か
。
し
か
し
、
謎
解
き
は
、
そ
れ
へ
の
幾
度
と
な
い
言
及

や
ほ
の
め
か
し
を
経
て
、
結
局
は
最
終
第
八
・
九
巻
ま
で
持
ち
越
し
と
な
る
。

し
か
も
、
そ
の
「
シ
ョ
ッ
ク
」
の
具
体
的
内
容
は
明
示
さ
れ
ず
、
読
者
の
側
の

推
理
に
委
ね
ら
れ
た
形
で
。

こ
れ
ら
二
つ
の
大
き
な
謎
掛
け
と
そ
れ
に
付
随
す
る
謎
に
、
例
え
ば
、
唐
突

に
読
者
に
告
げ
ら
れ
る
「
私
の
母
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
ど
う

い
う
訳
で
か
（I

│20

）、「
女
の
表
と
裏
の
区
別
ぐ
ら
い
付
く
だ
ろ
う
」
と
兄

に
云
わ
れ
た
ト
ウ
ビ
ー
は
何
故
、
炉
棚
に
出
来
た
「
割
れ
目
」
を
無
意
識
の
裡

に
見
つ
め
た
の
か
（II

│7

）、
単
な
る
呼
鈴
と
扉
を
叩
く
音
が
何
故
ト
ウ
ビ
ー

に
大
築
城
家
ス
テ
ヴ
ィ
ヌ
ス
を
連
想
さ
せ
た
の
か
（II

│10

）、
ス
テ
ヴ
ィ
ヌ

ス
の
『
築
城
法
』
の
中
に
何
故
ヨ
ー
リ
ッ
ク
の
説
教
原
稿
が
場
違
い
に
も
紛
れ

込
ん
で
い
た
の
か
（II

│15

）、
曽
祖
母
が
「
あ
る
か
な
い
か
判
ら
な
い
」
曽

祖
父
の
「
鼻
」
を
理
由
に
寡
婦
産
の
引
き
上
げ
に
成
功
し
た
の
は
何
故
か
（III

│31

）、
厳
粛
な
る
晩
餐
会
と
討
議
の
席
で
何
故
ヒ
ュ
ー
タ
ト
リ
ア
ス
は

「
糞
！
」
と
不
謹
慎
な
叫
び
声
を
上
げ
た
の
か
（IV

│27

）、
一
人
の
美
男
子
に

「
頬
髭
が
な
い
」
こ
と
が
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
の
宮
廷
の
女
達
を
失
望
さ
せ
た
の
は
何

故
か
（V

│1

）、
兄
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
健
康
の
秘
訣
説
が
何
故
弟
ト
ウ
ビ
ー
に
リ

メ
リ
ッ
ク
で
の
攻
城
戦
の
こ
と
を
想
起
さ
せ
た
の
か
（V

│37

）、
等
々
と
い
っ

た
中
位
の
謎
が
絡
み
付
く
。

こ
れ
ら
大
・
中
の
謎
と
並
ん
で
、
極
め
て
些
細
だ
が
、
些
細
な
分
だ
け
読
者

に
と
っ
て
は
一
段
と
気
に
な
る
謎
も
点
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ト
リ
ス
ト

ラ
ム
」
と
い
う
嫌
悪
す
べ
き
名
前
が
息
子
の
洗
礼
名
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
聞
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か
さ
れ
た
父
親
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
何
故
、
一
人
静
か
に
「
養
魚
池
」
へ
と
向
か

っ
た
の
か
（IV

│17

）、
長
子
ボ
ビ
ー
の
死
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
女
中
の
ス
ザ

ナ
ー
が
、
女
主
人
の
「
緑
色
の
繻
子
の
ナ
イ
ト
・
ガ
ウ
ン
」
を
想
起
し
た
の
は

何
故
か
（V

│7

）、「
識
工
、
庭
師
、
健
闘
士
、
足
萎
え
、
下
戸
」
が
乙
女
の
恋

心
を
く
す
ぐ
る
の
は
何
故
か
（V

III

│5

）（
24
）
、「
春
分
や
秋
分
」
が
近
付
く

と
何
故
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
性
的
衝
動
に
駈
ら
れ
易
く
な
る
の
か
（IX

│1

）、

全
巻
に
亙
り
度
々
、
し
か
も
唐
突
に
言
及
さ
れ
顔
を
出
す
「
ジ
ェ
ニ
イ
」
及
び

「
ユ
ー
ジ
ニ
ア
ス
」
と
は
本
当
の
と
こ
ろ
何
者
な
の
か
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
謎

に
は
明
確
な
答
え
が
な
い
。
い
や
、
こ
れ
ら
ば
か
り
で
な
く
、
ス
タ
ー
ン
の
謎

掛
け
は
そ
の
殆
ど
が
答
え
を
示
唆
す
る
の
み
で
、
明
示
し
な
い
の
が
特
徴
で
あ

る
。
伏
字
は
そ
の
代
表
格
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ス
タ
ー
ン
が
採
用
し
た
こ
の
謎
掛
け
の
手
法
の
要
諦
は
、
出
来

事
の
結
果
を
何
よ
り
先
に
書
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
ス
ザ
ナ
ー
の
「
殺
人
」
事

件
の
場
合
も
、「
大
し
た
事
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
で
す
│
│
血
は
二
滴
と
流
れ
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
事
の
結
果
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
て
い
た
。
ト
マ
・
ナ
ル
ス
ジ

ャ
ッ
ク
は
、
そ
の
推
理
小
説
論
の
中
で
、
Ｅ
・
Ａ
・
ポ
ウ
が
物
語
を
「
終
り
か

ら
」
書
き
始
め
た
時
、
推
理
小
説
は
発
明
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
が
（
25
）
、

当
の
ポ
ウ
は
「
構
成
の
原
理
」
の
中
で
、
物
語
の
「
結
末
」
こ
そ
が
プ
ロ
ッ
ト

を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、「
そ
の
名
に
値
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
全
て
、
筆
が
何
を

手
掛
け
よ
う
が
先
ず
そ
の
結
末
に
向
け
て
練
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
26
）

と
説
い
て
い
る
。
ポ
ウ
に
先
立
っ
て
推
理
小
説
に
先
鞭
を
付
け
た
と
云
う
べ
き

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
、
自
作
『
ケ
イ
レ
ブ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
』
全
三

巻
に
就
て
、「
私
は
こ
の
物
語
の
第
三
巻
を
先
ず
創
作
し
、
続
い
て
第
二
巻
、

そ
し
て
第
一
巻
を
物
し
た
」（
27
）

と
語
っ
た
。『
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ド
ゥ
ル
ー
ド
の

謎
』
や
『
バ
ー
ナ
ビ
イ
・
ラ
ッ
ジ
』
を
書
い
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
云
わ
せ
れ
ば
、

「
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
は
彼
の
『
ケ
イ
レ
ブ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
』
を
後
ろ
向
き
に
書
い

た
」（
28
）

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
は
ス
タ
ー
ン
を
推
理
小
説
の
元

祖
の
一
人
に
推
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

初
め
に
結
果
有
り
き
。
因
果
の
順
序
を
逆
に
し
て
原
因
を
伏
せ
れ
ば
謎
が
生

じ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、「
読
者
の
興
味
」
を
「
私
の
錯
綜
で
引
き
留
め
る
」

と
云
っ
た
が
、
ス
タ
ー
ン
は
、
因
果
の
連
鎖
を
逆
向
き
に
し
、
読
者
に
謎
と
い

う
「
錯
綜
」
を
読
み
解
か
せ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
読
者
を
惹
き
付
け
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ン
は
伏
字
（
星
印
）
に
就
て
、
読
者
の
読
み
を
惑
わ
す

「
最
も
暗
い
道
の
幾
つ
か
に
は
星
印
を
付
け
て
置
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
云
う

の
も
世
の
方
々
は
、
そ
も
そ
も
太
陽
が
昼
間
照
ら
す
光
だ
け
で
は
迷
い
兼
ね
な

い
と
い
う
こ
と
を
良
く
承
知
し
て
い
る
か
ら
で
す
」（T.S.,p.370

）
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
滑
稽
な
不
条
理
に
も
一
理
は
あ
る
。
読
者
は
伏
字
と
い
う
謎
を

こ
そ
読
む
か
ら
で
あ
り
、
星
印
は
太
陽
だ
け
で
は
足
り
な
い
「
光
」
を
読
者
自

身
か
ら
引
き
出
す
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
謎
掛
け
の
手
法
は
、
読
者
の
好
奇
心
に
訴
え
、
因
果
の
間
に

線
を
引
く
べ
く
読
者
を
誘
導
す
る
作
家
ス
タ
ー
ン
の
単
な
る
戦
略
に
留
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
人
間
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
は
云
う
、「
人
間
と
は
何
と
矛
盾
し
た
生
き
物
な
の
で
し
ょ
う
！
」

（T.S.,p.161

）、「
こ
の
世
の
出
来
事
と
い
う
も
の
は
、
何
と
長
い
偶
然
の
連
鎖

を
我
々
の
眼
前
に
繰
り
広
げ
て
見
せ
る
こ
と
か
！
」（T.S.,p.224

）、「
私
達
は

謎
と
神
秘
の
只
中
に
生
き
て
い
る
の
で
す
」（T.S.,p.233

）
と
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
人
間
が
「
肉
の
衣
を
纏
い
、
想
像
力
に
支
配
さ
れ
た
」
生
き
物
だ
か
ら
で

あ
り
、「
木
石
」
で
も
な
け
れ
ば
「
天
使
」
で
も
な
い
か
ら
だ
（T.S.,p.290

）

と
。「
謎
と
神
秘
」
に
取
り
囲
ま
れ
、「
偶
然
」
と
「
想
像
力
」（
空
想
）
に
支

配
さ
れ
た
「
天
使
」
と
「
木
石
」（
獣
）
の
中
間
存
在
。
こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
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紛
れ
も
な
い
ド
ク
サ
の
世
界
の
住
人
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
と
同
様
、

ス
タ
ー
ン
の
脱
線
だ
ら
け
の
「
寄
せ
集
め
」
と
し
て
の
文
体
や
作
品
形
態
が
ド

ク
サ
界
の
住
人
の
反
映
だ
と
す
れ
ば
、
謎
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
作
品
内
容
も
、

「
謎
と
神
秘
」
に
取
り
囲
ま
れ
た
ド
ク
サ
界
の
住
人
の
有
り
方
を
そ
の
ま
ま
再

現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

蓋
し
、
人
の
日
常
は
そ
れ
と
気
付
か
ぬ
様
々
な
謎
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
筈
で

あ
る
。
人
は
先
ず
結
果
に
接
し
て
、
そ
の
原
因
を
往
々
に
し
て
知
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
シ
ャ
ン
デ
ィ
家
の
謎
の
数
々
を
見
て
も
判
る
通
り
、
ス
タ
ー
ン
は
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
と
同
様
、「
宇
宙
の
原
因
と
か
運
行
」
と
い
っ
た
壮
大
な
謎
を
扱

っ
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
読
者
が
目
に
す
る
の
は
全
て
、
等
身
大
の
人

間
が
示
し
且
つ
抱
く
日
常
の
謎
ば
か
り
で
あ
る
。
我
々
は
、
息
子
に
「
ト
リ
ス

ト
ラ
ム
」
と
い
う
正
に
悲
し
む
べ
き
名
前
が
付
け
ら
れ
た
と
聞
い
た
父
親
が
、

一
人
静
か
に
養
魚
池
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
片
々
た
る
事
実
に
さ
え
、
不
思
議

を
覚
え
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
同
様
、
人
間
を
描

く
ス
タ
ー
ン
の
筆
に
も
、「
些
事
の
思
想
」
と
呼
ぶ
べ
き
精
神
が
見
て
取
れ
る
。

伏
字
に
就
て
彼
は
こ
う
も
云
う
、「
あ
あ
、
殉
に
！
　
イ
タ
リ
ア
の
美
術
家
達

の
云
うPoco

pici

とPoco
m

eno

│
│
つ
ま
り
ほ
ん
の
僅
か
加
え
た
り
削
っ
た

り
が
、
彫
刻
の
み
な
ら
ず
文
章
の
微
妙
な
美
の
線
を
決
定
す
る
と
は
！
」

（T.S.,p.81

）
と
。
こ
の
芸
術
観
は
人
間
の
心
に
も
当
て
嵌
る
。

実
に
些
細
な
出
来
事
が
人
の
心
を
征
服
し
て
し
ま
う
様
は
、
見
て
い
て

不
思
議
な
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
が
、
人
に
就
て
も
事
物
に
就
て
も
、
私
達

の
意
見
を
形
成
し
支
配
す
る
の
に
ど
れ
程
の
信
じ
難
い
影
響
力
を
持
っ
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。（T.S.,p.258

）

ニ
コ
ラ
ス
・
ペ
ブ
ス
ナ
ー
は
英
国
人
の
国
民
性
を
良
く
物
語
る
言
葉
と
し

て
、『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
イ
』
の
次
の
一
句
を
引
い
た
が
、
こ
れ

も
ス
タ
ー
ン
の
些
事
の
思
想
の
端
的
な
表
わ
れ
で
あ
る
。「
思
う
に
、
国
民
の

正
確
・
顕
著
な
特
徴
は
、
こ
の
（
パ
リ
の
床
屋
の
大
袈
裟
な
云
い
廻
し
の
）
よ

う
な
他
愛
も
な
い
些
事
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。」（
29
）

こ
の
よ
う
な
些
事
の

思
想
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ス
タ
ー
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
で
あ
る
。

「
俗
間
の
取
り
留
め
の
な
い
意
見
も
、
無
と
は
違
う
何
か
の
重
さ
を
持
っ
て
い

る
」（M

│V,p.266

）
と
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
だ
が
、
ス
タ
ー
ン
も
、
日

常
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
他
愛
も
な
い
些
事
」
に
「
無
と
は
違
う
何
か
の
重
さ
」

を
見
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
謎
と
い
う
形
で
劇
的
に
表
現
し
て
見
せ
た
の
で
あ

る
。先

に
触
れ
た
通
り
、
ス
タ
ー
ン
の
謎
の
多
く
は
答
え
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

彼
は
自
ら
の
「
方
針
」
に
就
て
、
読
者
に
事
件
の
原
因
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

原
因
追
求
に
役
立
つ
「
幾
つ
か
の
道
を
指
し
示
す
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の

結
果
、
答
え
の
多
く
は
読
者
の
推
理
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、「
原
因
の
認
識
は
、
事
物
を
支
配
す
る
も
の
だ
け
が
す
る
こ

と
で
あ
る
」（M

│V
I,p.50

）
と
述
べ
て
い
る
。
真
の
原
因
を
知
る
の
は
「
事

物
を
支
配
す
る
者
」、
即
ち
神
の
み
だ
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
的
真
知
も
神
の

明
知
も
持
ち
得
な
い
人
間
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
推
断

ド
ク
サ

の
み
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク

の
用
語
を
借
り
れ
ば
、「
蓋
然
知
」
が
精
々
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
謎
と
神

秘
」
に
取
り
囲
ま
れ
た
ド
ク
サ
界
の
住
人
を
描
く
ス
タ
ー
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、

明
示
さ
れ
な
い
答
え
に
こ
そ
、
そ
の
窮
極
の
姿
が
あ
る
と
云
っ
て
も
い
い
だ
ろ

う
。
読
者
は
、
自
ら
の
読
み
を
通
し
て
、
自
身
が
ド
ク
サ
界
の
住
人
た
る
こ
と

を
実
見
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。
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四し
か
し
、
ス
タ
ー
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
別
の
側
面
も
あ
る
。
人
間
肯
定
の

精
神
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
精
神
が
最
も
鮮
明
に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
何
よ
り

も
彼
の
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
は
、
態
々
奇
蹟
だ
の
不
思
議
だ
の
と
探
し
廻
ら
な
く
と

も
、
日
常
見
て
い
る
も
の
の
中
に
、
凡
ゆ
る
難
し
い
奇
蹟
を
凌
ぐ
程
の
理

解
し
難
い
不
可
思
議
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
が
生
ま
れ
て
来
る

あ
の
一
滴
の
精
液
が
、
我
々
の
父
親
の
肉
体
の
形
状
の
刻
印
の
み
な
ら
ず
、

思
想
や
気
質
の
刻
印
ま
で
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
何
と
い
う
奇
蹟
で

あ
ろ
う
。（M

│IV,P.305
）

ス
タ
ー
ン
は
、
例
え
ば
こ
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
葉
を
利
用
し
て
、
ト
リ
ス

ト
ラ
ム
の
出
生
の
悲
運
を
喜
劇
に
仕
立
て
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
、
両
親
が
彼

を
「
仕
込
む
際
」、「
あ
な
た
、
時
計
の
ね
じ
を
巻
き
忘
れ
た
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
の
？
」
と
い
う
母
親
の
場
違
い
の
一
言
に
依
っ
て
、「
ホ
ム
ン
ク
ル
ス
」（
精

子
）
を
運
ぶ
「
動
物
精
気
」
の
流
れ
を
掻
乱
さ
れ
た
父
親
が
、
事
の
不
手
際
に

鑑
み
、
こ
の
子
は
「
他
所
様
の
子
の
よ
う
に
は
考
え
た
り
行
動
し
た
り
は
し
な

い
だ
ろ
う
な
」（T.S.,pp.5

│7

）
と
予
言
し
た
通
り
の
奇
人
に
成
長
し
、『
ト

リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
奇
書
を
物
す
の
で
あ
る
。
正
に
「
奇
蹟
」

は
「
一
滴
の
精
液
」
と
い
う
日
常
の
些
々
た
る
も
の
の
内
に
存
在
し
た
と
い
う

訳
だ
が
、
ス
タ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
な
「
他
愛
も
な
い
些
事
」
に
、
謎
ば
か
り
か

ユ
ー
モ
ア
を
も
見
出
す
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
は

云
う
、「
こ
の
世
は
万
事
、
笑
い
の
種
を
孕
ん
で
い
る
│
│
と
同
時
に
、
機
知

と
教
訓
も
」（T.S.,p.314

）
と
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
ス
タ
ー
ン
自
身
の
言
葉

で
あ
る
。

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
、
道
化
の
精
神
「
シ
ャ
ン
デ
ィ
ズ
ム
」

が
生
み
出
し
た
「
心
か
ら
笑
う
臣
民
よ
り
成
る
王
国
」（T.S.,p.270

）
だ
が
、

そ
の
「
王
国
」
に
あ
っ
て
、
誰
に
も
増
し
て
見
事
に
シ
ャ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
体
現

し
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
生
涯
』
や
教
育
書
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ペ
デ
ィ
ア
』
を
物
し
、『
父
権
論
』
の

ロ
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
、
鼻
学
の
碩
学
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
、
教
育
論

の
デ
ラ
・
カ
ー
ザ
等
を
研
究
し
て
来
た
学
識
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
様
々
な
奇

説
を
以
て
鳴
る
雄
弁
家
で
も
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
、「
名
前
」
に
は
「
我
々
の

性
格
や
行
動
」
を
決
定
す
る
「
一
種
不
思
議
な
魔
術
的
偏
向
力
が
あ
る
」

（T.S.,p.43

）
と
主
張
し
、
分
娩
時
に
赤
児
の
頭
を
守
る
と
称
し
て
、
正
常
な

分
娩
よ
り
も
帝
王
切
開
や
逆
児
を
良
し
と
し
（
第
二
巻
第
十
九
章
）、「
健
康
の

全
秘
訣
」
は
「
我
ら
が
内
な
る
根
源
的
熱
と
根
源
的
水
分
と
の
間
の
然
る
べ
き

闘
争
に
基
づ
く
」（T.S.,p.317

）
と
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
や
ベ
イ
コ
ン
を
批
判
し

な
が
ら
説
く
。
ま
た
彼
は
、「
大
鼻
」
を
一
族
繁
栄
の
証
と
見
做
し
（T

.S.,
p.175

）、「
社
会
の
原
型
」
は
「
一
人
の
男
と
│
│
一
人
の
女
と
│
│
一
頭
の

去
勢
牛
」（T.S.,p.312

）
に
あ
っ
た
と
考
え
、
恋
を
「
悪
魔
」(T.S.,p.467

）

と
呼
ん
で
呪
詛
し
、
女
中
の
一
人
な
ど
は
「
愚
鈍
な
る
が
故
に
家
に
置
い
て
い

る
」（T

.S.,p.289

）。
そ
ん
な
ウ
ォ
ル
タ
ー
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

長
子
ボ
ブ
の
死
と
い
う
悲
劇
に
も
彼
は
動
せ
ず
、「
死
が
何
だ
と
云
う
の
だ
？
」

と
弟
ト
ウ
ビ
ー
に
に
向
か
っ
て
笑
い
な
が
ら
云
う
の
で
あ
る
、「
考
え
て
も
み

る
が
い
い
、
ト
ウ
ビ
ー
、
我
々
が
存
在
す
る
時
│
│
死
は
存
在
し
な
い
し
│
│

死
が
存
在
す
る
時
│
│
我
々
は
存
在
し
な
い
の
だ
」（T.S.,p.286

）
と
。
彼
の

奇
説
は
寧
ろ
狂
説
と
呼
ぶ
に
値
す
る
。

し
か
し
、「
筋
の
通
っ
た
出
鱈
目
」（C

│III,p.419

）
を
云
っ
た
ラ
・
マ
ン
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チ
ャ
の
騎
士
と
同
様
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
狂
言
に
も
そ
れ
な
り
の
筋
は
通
っ
て
い

る
。
息
子
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
も
父
親
を
弁
護
し
て
、「
彼
の
ど
ん
な
に
珍
奇
で

気
紛
れ
な
説
に
も
、
日
く
言
い
難
い
叡
知
の
味
が
混
ぜ
込
ま
れ
て
い
て
、
時
に

依
る
と
、
日
蝕
の
如
き
ゴ
タ
ク
の
中
に
、
そ
の
暗
黒
を
打
ち
払
う
程
の
光
を
投

げ
掛
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
」（T.S.,p.322

）
と
述
べ
て
い
る
。
ウ
ォ
ル

タ
ー
の
言
説
そ
の
も
の
に
就
て
も
、「
万
事
、
笑
い
の
種
を
孕
ん
で
い
る
│
│

と
同
時
に
、
機
知
と
教
訓
も
」
と
云
え
る
訳
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
の
こ
の
奇
人
振
り
は
奈
辺
に
由
来

す
る
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
も
息
子
が
解
説
し
て
い
る
。
即
ち
、「
私
の
父
、

シ
ャ
ン
デ
ィ
氏
は
、
人
様
が
当
て
て
見
る
光
で
何
一
つ
見
よ
う
と
し
ま
せ
ん
で

し
た
│
│
何
で
も
自
分
だ
け
の
光
の
許
に
置
い
て
見
ま
し
た
し
│
│
も
の
を
量

る
の
に
も
世
間
一
般
の
秤
に
載
せ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
」（T

.S.,
pp.115

│6

）
と
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
的
人
間
尺
度
の
体
現
者
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
ス
タ
ー
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
的
人

間
を
無
碍
に
否
定
し
た
り
は
し
な
い
。
彼
は
、「
実
に
些
細
な
出
来
事
」
が

我
々
の
「
意
見
を
形
成
し
支
配
す
る
」
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た

し
、「
理
性
と
云
え
ど
そ
の
半
分
は
感
覚
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
天
の
尺
度
と
云

え
ど
も
所
詮
は
今
現
在
の
我
々
の
食
欲
や
調
理
の
尺
度
」（T.S.,p.396

）
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
現
実
も
充
分
、
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ

ク
と
同
様
、
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
も
、「
本
来
は
何
の
結
び
付
き
も
な
い
不
幸

な
観
念
の
連
合
」
か
ら
成
る
人
間
は
、
誰
し
も
そ
の
「
意
見
や
推
理
や
行
為
に
、

奇
妙
に
見
え
た
り
、
そ
れ
自
体
実
際
に
常
軌
を
逸
し
た
処
が
あ
る
」
も
の
な
の

で
あ
る
。

エ
ラ
ス
ム
ス
は
こ
の
人
間
的
現
実
を
痴
愚
神
モ
リ
ア
の
似
姿
と
し
て
諷
刺

し
、
揶
揄
し
た
が
、
ス
タ
ー
ン
は
同
じ
現
実
を
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
「
ユ
ー
モ

ア
の
霊
」（T.S.,p.521

）
を
筆
に
宿
し
て
描
き
出
し
た
。
諷
刺
は
そ
の
対
象
の

攻
撃
と
否
定
だ
が
、
ユ
ー
モ
ア
は
そ
の
対
象
の
肯
定
と
解
放
で
あ
る
。
我
々
は
、

ス
タ
ー
ン
の
人
間
肯
定
の
極
み
を
、
第
五
巻
は
第
九
章
に
あ
る
ト
リ
ム
の
言
葉

に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
シ
ャ
ン
デ
ィ
家
の
善
良
な
る
召
使
い
達
を
前
に
、

人
間
の
儚
さ
に
想
い
を
至
し
た
ト
リ
ム
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
草
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
」
と
「
イ
ザ
ヤ
書
」
第
四
十
章
第
六
節
の
文
句
を
引

き
な
が
ら
云
う
、「
土
だ
│
│
塵
芥
だ
」、「
絶
世
の
美
女
の
顔
も
何
だ
と
云
う

の
だ
！
」、「
腐
敗
の
始
ま
り
以
外
の
何
だ
と
？
」（T.S.,p.292

）
と
。
そ
し
て

彼
の
結
論
が
来
る
。

だ
か
ら
僕
は
人
間
が
好
き
な
ん
だ
│
│
こ
ん
な
愉
快
な
混
合
が
皆
の
内

部
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
今
あ
る
よ
う
な
愛
す
べ
き
動
物
な
ん
だ
。

（
同
頁
）

ス
タ
ー
ン
は
、「
こ
の
世
に
混
り
気
の
な
い
も
の
な
ど
一
つ
と
し
て
な
い
」

（S.J.,p.88

）
と
も
云
っ
た
。
生
と
死
、
美
と
醜
、
賢
と
愚
、
等
々
の
「
愉
快

な
混
合
」。「
謎
と
神
秘
」
に
取
り
囲
ま
れ
、「
肉
の
衣
を
纏
い
」、「
偶
然
」
と

「
想
像
力
」（
空
想
）
に
支
配
さ
れ
た
「
天
使
」
と
「
木
石
」（
獣
）
の
間
。「
本

来
は
何
の
結
び
付
き
も
な
い
不
幸
な
観
念
の
連
合
」
か
ら
成
る
奇
言
と
奇
癖
の

人
間
。
そ
れ
故
に
ス
タ
ー
ン
は
人
間
を
愛
す
る
。
彼
に
と
っ
て
人
間
は
、
彼
が

「
数
々
の
愚
行
に
も
拘
ら
ず
古
代
最
大
の
英
雄
に
も
増
し
て
愛
す
る
」（T

.S.,
p.19

）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
如
き
「
素
晴
ら
し
い
気
遣
い
」（C

│III,p.230

）、

「
正
気
の
気
遣
い
で
、
愛
嬌
の
あ
る
馬
鹿
」（C

│IV,p.16

）
な
の
で
あ
る
。
ス

タ
ー
ン
が
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
（1547

│1616

）
と
並
ん
で
愛
読
し
た
ラ
ブ
レ
ー

（1494
│1553

）
も
、「
笑
い
」
を
「
人
間
の
本
性
」（
30
）

と
見
做
し
な
が
ら
、
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エ
ラ
ス
ム
ス
と
は
全
く
逆
に
人
間
を
肯
定
し
て
云
っ
た
、「
世
の
人
は
皆
瘋
癲

で
ご
ざ
い
ま
す
」（
31
）

と
。
ロ
ッ
ク
の
人
間
は
「
ベ
ド
ラ
ム
精
神
病
院
」
の
塀

の
中
に
値
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
ス
タ
ー
ン
の
人
間
は
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
や

ラ
ブ
レ
ー
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
こ
の
地
上
に
こ
そ
解
放
さ
れ
て
あ
る
べ
き
存
在

な
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
の
人
間
肯
定
は
、
人
間
愛
に
他
な
ら
な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
ド

ク
サ
界
の
住
人
を
、「
お
か
し
く
も
笑
う
べ
き
も
の
」
と
呼
ん
だ
が
、
同
じ
視

点
に
立
つ
両
者
の
相
違
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
は
ス
タ
ー
ン
の
人
間
愛
が
感
じ

ら
れ
な
い
と
い
う
点
だ
ろ
う
。『
エ
セ
ー
』
に
も
シ
ャ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
近
い
も

の
が
あ
る
に
は
あ
る
が
（
特
に
第
二
巻
第
三
十
七
章
）、
そ
れ
は
ユ
ー
モ
ア
で

は
な
く
寧
ろ
諷
刺
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
タ
ー
ン
の
描
く
狂
愚
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
や
パ
ス
カ
ル
の
神
の
前
の
狂
愚
と
も
異
な
る
。
ス
タ
ー
ン
は
、
神
や
宗
教
を

直
接
の
背
景
と
し
て
人
間
を
描
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
彼
の
狂
愚
は
、
ラ
ブ

レ
ー
の
笑
い
と
同
様
、「
人
間
の
本
性
」
に
根
差
し
た
も
の
と
云
う
べ
き
だ
ろ

う
。
尤
も
、
聖
職
者
で
も
あ
っ
た
ス
タ
ー
ン
に
宗
教
が
無
縁
で
あ
る
筈
も
な
か

っ
た
が
。

ア
ー
サ
・
Ｈ
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
は
、
ス
タ
ー
ン
の
説
教
集
へ
の
同
時
代
批
評
の

一
つ
に
、
余
り
に
「
人
間
中
心
的
」（
32
）

で
霊
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
っ
た
趣

旨
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
確
か
に
ス
タ
ー
ン
は
、
神
を

人
間
の
次
元
に
於
て
の
み
捉
え
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
処
が
あ
る
。
些

事
の
思
想
を
事
と
す
る
ス
タ
ー
ン
は
、
宗
教
に
於
て
も
大
問
題
な
ど
と
は
程
遠

い
処
に
居
る
。
例
え
ば
、『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
第
二
巻
第
十

七
章
に
挿
入
さ
れ
た
ヨ
ー
リ
ッ
ク
の
「
説
教
」
も
、
そ
の
骨
子
は
、
善
悪
の
判

断
に
際
し
て
専
ら
自
己
の
堕
落
し
た
良
心
に
の
み
依
存
し
よ
う
と
す
る
一
般
の

風
潮
を
批
判
し
、「
貴
方
が
貴
方
自
身
に
下
し
た
判
断
が
神
の
判
決
に
他
な
ら

な
い
と
信
ず
る
」（T.S.,pp.105

│6

）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
理
性
と
正
義
と

真
実
に
鑑
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
寧
ろ
素
朴
な
意
見
と
は
云
う
べ
き
で
あ

る
。
本
篇
中
最
も
宗
教
的
な
人
物
た
る
ト
ウ
ビ
ー
も
、
ト
リ
ム
と
村
の
偽
善
的

な
副
牧
師
を
前
に
、
偽
善
者
に
就
て
、「
誰
が
偽
善
者
で
誰
が
そ
う
で
な
い
か

は
、
神
の
み
の
知
り
給
う
こ
と
だ
か
ら
な
│
│
最
後
の
審
判
の
日
が
来
て
、

我
々
の
全
て
が
偉
大
な
る
神
の
裁
き
を
受
け
る
時
に
な
っ
て
（
中
略
）
誰
が
こ

の
世
で
義
務
を
果
し
│
│
誰
が
果
さ
な
か
っ
た
か
が
判
明
す
る
し
、
ま
た
そ
れ

に
依
っ
て
、
ト
リ
ム
よ
、
我
々
の
そ
の
先
も
決
ま
る
の
だ
ぞ
」（T.S.,pp.338

│9.

丸
括
弧
内
筆
者
）
と
、
難
し
い
事
は
何
一
つ
云
わ
な
い
。
ま
た
、
限
り
な

い
人
生
苦
に
耐
え
抜
く
力
が
人
間
の
何
処
か
ら
湧
い
て
来
る
の
か
と
訝
る
兄
ウ

ォ
ル
タ
ー
に
対
し
て
も
、「
そ
れ
は
全
能
の
神
の
お
助
け
に
依
る
も
の
で
す
」

（T.S.,p.222

）
と
、
ト
ウ
ビ
ー
の
答
え
は
純
朴
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ス
タ
ー
ン
の
こ
の
宗
教
観
が
最
も
良
く
表
れ
て
い
る
の
は
、
寧
ろ
宗
教
的
と
は

云
え
な
い
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
イ
』

の
中
で
、
ヨ
ー
リ
ッ
ク
＝
ス
タ
ー
ン
は
、
彼
の
旅
の
目
的
を
こ
う
述
べ
る
。

こ
れ
は
赤
裸
々
な
心

．
．
．
．
．

と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
情
愛
、
私
達
が
互
い
を

│
│
そ
し
て
世
界
を
、
今
以
上
に
愛
す
る
よ
う
に
さ
せ
て
呉
れ
る
あ
の
純

愛
を
求
め
て
の
、
静
か
な
心
の
旅
な
の
で
す
。（S.J.,pp.84

│5

）

「
赤
裸
々
な
心

．
．
．
．
．

」
と
訳
し
た
の
はN

ATU
RE

だ
が
、
こ
れ
は
「
人
間
と
し
て

の
自
然
な
心
」
或
い
は
「
人
情
」
と
訳
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
人
と
世
界
を
愛

す
る
こ
と
。『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
に
於
け
る
こ
の
精
神
の
体
現

者
は
、
何
と
云
っ
て
も
純
朴
な
信
仰
者
ト
ウ
ビ
ー
で
あ
る
。
或
る
日
の
食
事
時
、

鼻
先
を
飛
び
廻
る
蠅
に
向
か
っ
て
彼
は
云
う
、「
失
せ
る
が
い
い
、
俺
が
お
前
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を
傷
付
け
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
…
…
こ
の
世
に
は
、
お
前
と
俺
の
両
方
を

容
れ
る
位
の
広
さ
は
確
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
な
」（T.S.,p.91

）
と
。
ま
た
彼

は
、「
自
然
法
と
実
定
法
と
の
板
挟
み
に
な
っ
た
時
」（T.S.,p.340

）
は
、「
実

定
法
」（
軍
法
）
に
反
し
て
で
も
「
自
然
法
」
に
従
う
こ
と
を
部
下
の
ト
リ
ム

に
説
い
て
い
る
が
、「
自
然
法
」（naturallaw

）
と
は
こ
の
場
合
、
厳
密
な
意

味
で
の
法
律
用
語
で
は
な
く
、
寧
ろ
「
人
情
」
と
い
っ
た
程
の
意
味
で
あ
る
。

ト
ウ
ビ
ー
は
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
一
人
で
も
あ
る
訳
だ
。

人
と
世
界
へ
の
愛
。
こ
こ
に
ス
タ
ー
ン
の
宗
教
観
の
精
華
が
あ
る
。
彼
は

『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
イ
』
の
中
で
、
リ
ベ
ル
タ
ン
の
国
フ
ラ
ン
ス

を
旅
し
な
が
ら
、
機
械
論
的
唯
物
論
に
抗
し
て
云
う
、
狂
女
マ
リ
ア
の
よ
う
な

悲
話
に
接
す
る
時
、「
私
は
内
部
に
、
物
質
や
運
動
の
組
み
合
せ
な
ど
か
ら
は

断
じ
て
説
明
し
得
な
い
、
白
く
云
い
難
い
感
動
を
覚
え
る
」
の
で
あ
り
、「
私

が
自
分
の
内
部
に
魂
の
存
在
を
こ
れ
程
完
璧
に
意
識
す
る
時
は
な
い
」（S.J.,

pp.113

│4

）
と
。
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
神
は
、
こ
の
「
感
動
」
の
座
た
る

「
魂
」
に
宿
る
の
で
あ
る
。

愛
し
き
感
受
性
よ
！
　
歓
び
に
於
て
貴
く
、
悲
し
み
に
於
て
掛
け
替
え

の
な
い
全
て
の
も
の
の
無
尽
蔵
の
源
泉
よ
！
　
汝
は
汝
の
殉
教
者
を
藁
の

臥
所
へ
と
繋
ぎ
留
め
る
│
│
が
、
彼
を
天
へ
と
昇
ら
し
め
る
の
も
汝
│
│

我
ら
が
感
情
の
久
遠
の
泉
よ
！
　
│
│
我
れ
が
汝
の
跡
を
辿
る
は
こ
の
地

│
│
我
が
内
部
に
湧
き
立
つ
は
汝
の
神
聖
、（
中
略
）
万
物
は
汝
に
由
来

す
、
汝
の
生
め
る
遠
つ
砂
漠
に
我
ら
が
髪
の
毛
一
本
落
ち
る
と
も
、
打
ち

震
え
ず
に
は
居
な
い
、
偉
大
な
る
│
│
偉
大
な
る
世
界
の
感
覚
中
枢

．
．
．
．

に
！

（S.J.,p.117.

丸
括
弧
内
筆
者
）

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
神
を
想
起
さ
せ
る
（
33
）

こ
の
一
節
の
破
格
は
、
ス
タ
ー
ン
の

心
の
昂
揚
に
起
因
す
る
も
の
だ
ろ
う
。「
感
受
性
」
が
何
時
し
か
「
偉
大
な
る

世
界
の
感
覚
中
枢

．
．
．
．

」、
即
ち
神
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
程
ま
で
に

彼
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
魂
（
感
受
性
）
と
神
と
は
直
接
的
関
係
に
あ
っ
た
と

云
う
べ
き
だ
ろ
う
。『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
中
で
ヨ
ー
リ
ッ
ク

は
、
才
知
を
見
せ
び
ら
か
し
、「
心
で
は
な
く
頭
」（T.S.,p.254

）
に
専
ら
訴

え
る
よ
う
な
一
般
の
説
教
を
批
判
し
て
い
る
が
、
ス
タ
ー
ン
自
身
も
、
知
識
や

理
屈
を
介
し
て
神
の
高
み
に
ま
で
昇
っ
て
行
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
た

だ
、
人
間
の
生
の
基
本
的
な
レ
ベ
ル
で
神
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

彼
と
信
者
の
魂
に
神
が
ト
ウ
ビ
ー
の
よ
う
に
純
朴
に
宿
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
良

か
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
ス
タ
ー
ン
の
人
と
世
界
へ
の
愛
が
い
か
な
る
質
の
も
の
だ
っ
た
か

を
、『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
に
内
在
す
る
声
、
ウ
ェ

イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー
ス
が
作
品
の
「
内
な
る
作
者
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
声
に
聞
き

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
ー
ス
に
依
れ
ば
、「
私
が
書
物
を
作
っ
た
と
云
う
よ

り
も
、
寧
ろ
書
物
が
私
を
作
っ
た
」（M

│IV
,p.123

）
と
語
っ
た
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
の
よ
う
に
、
作
家
は
作
品
を
書
く
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
作
中
に
作
家

自
身
の
「
第
二
の
自
己
」
を
生
み
出
す
と
云
う
の
だ
が
（
34
）
、
ス
タ
ー
ン
の
場

合
は
、
語
り
手
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
彼
が
与
え
た
声
が
そ
れ
に
当
る
。
読
者
は

語
り
手
ト
ラ
ス
ト
ラ
ム
の
語
り
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
声
│
│
作
中
に
生
み
出
さ

れ
、
作
中
に
し
か
宿
ら
な
い
ス
タ
ー
ン
の
第
二
の
声
│
│
を
愛
す
る
。
何
故
な

ら
我
々
は
、
そ
の
声
が
シ
ャ
ン
デ
ィ
ズ
ム
の
申
し
子
た
る
作
中
人
物
達
と
彼
ら

が
住
む
世
界
と
を
愛
し
て
い
る
の
を
感
じ
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
フ

ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
の
場
合
も
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス

の
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
場
合
も
然
り
で
あ
る
。
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セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
は
作
品
の
跋
文
の
中
で
、
シ
ー
デ
・
ハ
メ
ー
テ
・
ベ
ネ
ン

ヘ
リ
と
い
う
語
り
手
に
、「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
一
人
予
の
為
に
生
ま
れ
、
予

は
ま
た
彼
の
為
に
生
ま
れ
た
」（C

│IV,p.530

）
と
述
懐
さ
せ
て
い
る
が
、
こ

こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
が
作
中
で
永
遠
に
生
き
続
け
る

彼
の
「
第
二
の
自
己
」
を
生
み
出
し
た
事
情
で
あ
る
と
同
時
に
、「
見
え
も
し

な
け
れ
ば
有
り
も
し
な
い
も
の
を
己
が
空
想
の
中
で
見
」（C

│I,
p.273

）、

「
白
を
黒
に
、
黒
を
白
に
取
り
違
え
る
」（C

│III,p.137

）
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
的

一
騎
士
に
、
世
の
騎
士
道
物
語
批
判
を
集
中
的
に
浴
び
せ
な
が
ら
も
、
こ
の
老

い
た
「
素
晴
ら
し
い
気
遣
い
」
に
注
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
セ
ル
バ
ン
テ
ス
自

身
の
愛
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
タ
ー
ン
が
実
生
活
の
中
で
「
ヨ
ー
リ
ッ
ク
」
と

自
称
し
、
他
か
ら
も
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
喜
々
と
し
て
い
た
事
情

と
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
従
士
サ
ン
チ
ョ
は
主
人
に
就
て
、「
こ
の
無
邪

気
な
と
こ
ろ
が
も
と
で
、
わ
し
ゃ
あ
の
人
が
自
分
の
心
臓
み
て
え
に
好
き
だ
て
、

い
く
ら
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
な
さ
っ
て
も
、
お
っ
ぽ
り
出
し
て
ゆ
く
気
に
な
れ

ね
え
の
よ
」（C

│III,p.180

）
と
云
う
が
、
こ
れ
は
作
者
自
身
の
言
葉
で
も
あ

る
筈
だ
。
ス
タ
ー
ン
も
ま
た
、
旅
先
の
フ
ラ
ン
ス
で
ト
ウ
ビ
ー
の
恋
愛
話
を
執

筆
し
な
が
ら
、
一
通
の
手
紙
に
認
め
て
い
る
、「
私
は
、
私
の
叔
父
ト
ウ
ビ
ー

へ
の
愛
に
頭
の
先
ま
で
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
て
い
ま
す
」（
35
）

と
。

私
は
、
私
の
生
涯
ば
か
り
で
な
く
意
見
も
書
い
て
ゆ
く
こ
と
に
致
し
ま

し
た
。
と
云
う
の
も
、
私
と
い
う
人
間
を
知
っ
て
頂
く
際
、
一
方
を
知
る

こ
と
で
他
方
に
一
層
の
興
趣
が
生
じ
れ
ば
と
思
う
か
ら
で
す
。
皆
様
が
私

と
共
に
進
ん
で
行
っ
て
下
さ
れ
ば
、
今
私
達
の
間
に
芽
生
え
掛
け
た
面
識

が
親
密
さ
へ
と
成
長
し
、
更
に
は
、
私
達
の
ど
ち
ら
か
に
間
違
い
さ
え
な

け
れ
ば
、
畢
に
は
友
情
と
も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
│
│
あ
あ
、
素
晴
ら
し

き
そ
の
日
！
（T.S.,p.10

）

ス
タ
ー
ン
は
、『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
冒
頭
で
、
読
者
と
の

間
に
か
く
な
る
関
係
が
築
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
だ
っ
た
。
古
典
主
義
者
の

ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
は
、「
奇
異
な
も
の
は
長
く
な
い
も
の
だ
よ
。『
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
も
長
続
き
し
な
か
っ
た
」（
36
）

と
語
っ
た
が
、
読
者
が
こ

の
作
品
の
内
部
に
ス
タ
ー
ン
の
第
二
の
声
を
聞
き
、
そ
れ
を
愛
す
る
限
り
は
、

博
士
の
言
に
反
し
て
、「
素
晴
ら
し
き
そ
の
日
」
は
永
遠
に
続
く
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

五ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
認
識
論
に
対
す
る
近
代
的
認
識
論
の

意
義
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
は
教
え
子
の
伯
爵
夫
人
に
、
一
緒
に
星
を
見
な
が
ら
云

っ
た
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
二
つ
の
土
台
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
一
つ
は

好
奇
心
が
旺
盛
な
こ
と
、
も
う
一
つ
は
目
が
悪
い
こ
と
だ
。
だ
か
ら
哲
学

者
は
目
に
見
え
る
も
の
を
信
じ
よ
う
と
せ
ず
に
、
逆
に
見
え
な
い
も
の
を

見
通
そ
う
と
一
生
あ
く
せ
く
し
て
暮
ら
す
。
情
け
な
い
こ
と
だ
。
方
針
を

百
八
十
度
転
換
し
て
、
見
え
な
い
も
の
な
ど
構
わ
ず
に
、
見
え
る
も
の
だ

け
信
じ
て
い
た
ら
さ
ぞ
楽
し
い
だ
ろ
う
に
。（
中
略
）

そ
こ
へ
ロ
ッ
ク
が
や
っ
て
来
た
。（
37
）

眼
に
「
見
え
る
も
の
」
と
「
見
え
な
い
も
の
」。
プ
ラ
ト
ン
的
認
識
論
は
、

「
見
え
な
い
も
の
」（
普
遍
・
実
在
・
本
質
・
不
変
・
「
一
」
・
知
性
・
理
性
・
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イ
デ
ア
）
に
即
し
て
人
間
や
世
界
を
語
ろ
う
と
し
た
が
、
逆
に
近
代
の
認
識
論

は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
せ
よ
ベ
イ
コ
ン
に
せ
よ
ロ
ッ
ク
に
せ
よ
、「
見
え
る
も

の
」（
相
対
・
見
掛
け
・
個
別
・
変
化
・
「
多
」
・
感
覚
・
情
念
・
ド
ク
サ
）

の
方
か
ら
そ
れ
を
語
ろ
う
と
し
た
。
ロ
ッ
ク
は
、「
間
違
っ
た
端
か
ら
始
め
て

し
ま
っ
た
」（L,p.58

）
伝
統
的
認
識
論
を
批
判
し
て
主
著
を
物
し
た
の
だ
っ

た
が
、「
間
違
っ
た
端
」
と
は
他
で
も
な
い
「
見
え
な
い
も
の
」
の
こ
と
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
は
そ
も
そ
も
そ
の
内
部
に
一
種
の
矛

盾
を
抱
え
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ア
ナ
ク
サ
ゴ

ラ
ス
は
云
っ
た
、「（
目
に
）
明
ら
か
な
ら
ぬ
も
の
を
目
で
捉
え
る
こ
と
。
こ
れ

が
現
れ
（
現
象
）
な
の
だ
」（
断
片
21
）（
38
）

と
。
こ
の
「
現
れ
（
現
象
）」
が

プ
ラ
ト
ン
へ
と
引
き
継
が
れ
て
「
イ
デ
ア
」
な
い
し
「
エ
イ
ド
ス
」（
形
相
）

と
な
っ
た
の
だ
が
、
目
に
明
ら
か
な
ら
ぬ
も
の
を
目
で
捉
え
る
と
は
、
も
し
そ

れ
が
言
語
矛
盾
で
な
い
と
し
た
ら
一
種
の
神
秘
主
義
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
中

世
に
有
名
な
「
普
遍
論
争
」
が
巻
き
起
っ
た
の
も
蓋
し
当
然
だ
っ
た
。「
普
遍
」

が
実
在
す
る
と
す
る
実
念
論
者

リ
ア
リ
ス
ト

に
対
し
て
、
オ
ッ
カ
ム
た
ち
唯
名
論
者

ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト

は
、
そ

ん
な
も
の
は
単
な
る
言
葉
に
過
ぎ
な
い
と
反
論
し
た
。「
見
え
な
い
も
の
」
は

見
え
な
い
が
故
に
、
常
に
懐
疑
の
対
象
と
な
り
得
る
。
そ
こ
で
近
代
は
、
中
世

の
実
念
論

リ
ア
リ
ズ
ム

を
否
定
し
、「
見
え
る
も
の
だ
け
信
じ
る
」
こ
と
に
依
っ
て
、
新
し

い
認
識
論
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
も
そ
れ
な
り
の
矛
盾
が
あ
る
。「
見
え
る

も
の
」
だ
け
を
リ
ア
ル
と
見
做
す
と
す
れ
ば
、
各
人
各
様
、
時
と
場
合
に
依
っ

て
見
え
方
が
異
な
る
事
物
は
、
結
局
、
人
間
の
認
識
世
界
を
プ
ラ
ト
ン
の
謎
々

の
よ
う
な
夢
幻
の
世
界
と
化
さ
ず
に
は
居
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
の
観
念
論
を

突
き
詰
め
た
ヒ
ュ
ー
ム
（1711

│76

）
が
、
懐
疑
の
淵
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の

も
由
な
し
と
し
な
い
。
リ
ア
リ
ズ
ム
を
目
差
そ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
も
う

一
つ
の
視
点
が
、
人
間
の
主
観
と
は
別
の
尺
度
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
百

八
十
度
意
味
が
逆
転
し
た
中
世
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
近
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
。
前
者

は
リ
ア
ル
の
尺
度
を
「
見
え
な
い
も
の
」（
物
自
体
に
内
在
す
る
本
質
）
に
置

こ
う
と
し
、
後
者
は
そ
れ
を
「
見
え
る
も
の
」（
認
識
す
る
主
体
の
主
観
）
に

置
こ
う
と
し
た
。
も
し
前
者
を
狂
愚
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
後
者
も
同
じ
よ
う
に

狂
愚
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
ブ
レ
ー
に
云
わ
せ
れ
ば
こ
う
な
る
。

つ
ま
り
こ
う
だ
な
、
家
事
家
業
を
行
な
う
の
に
丹
念
、
家
を
治
め
る
に

当
っ
て
は
周
到
で
注
意
を
怠
ら
ず
、
些
も
思
い
惑
う
こ
と
な
く
、
財
宝
珠

玉
を
獲
得
蓄
積
す
る
機
会
は
い
か
な
る
も
の
で
も
逃
さ
ず
、
貧
困
の
不
如

意
に
陥
る
を
巧
み
に
避
け
る
技
を
心
得
た
人
は
、
知
慧
の
天
使
よ
り
推
し

量
る
場
合
に
は
闇
愚
で
あ
ろ
う
と
も
、
浮
世
の
眼
よ
り
見
れ
ば
賢
者
と
云

わ
れ
る
も
の
だ
な
。
さ
れ
ば
、
上
天
の
知
慧
よ
り
見
て
も
賢
者
た
ろ
う
と

す
る
に
は
、
い
や
敢
て
申
す
が
、
天
来
の
霊
感
に
依
っ
て
聖
賢
者
た
り
予

言
者
と
な
っ
て
神
通
予
測
の
力
の
恩
恵
を
授
か
る
身
と
な
る
為
に
は
、
己

一
身
の
こ
と
は
忘
れ
果
て
、
己
の
外
に
出
て
、
地
上
の
煩
悩
を
五
感
よ
り

一
部
除
き
去
り
、
人
間
世
界
の
願
望
を
心
頭
よ
り
悉
く
滅
却
し
、
何
事
を

も
顧
慮
せ
ぬ
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
訳
だ
が
、
か
く
の
如
き
振
舞
い
は
、

世
間
一
般
よ
り
見
れ
ば
狂
気
沙
汰
と
も
云
わ
れ
よ
う
。（
39
）

勿
論
、
前
者
の
「
闇
愚
」
が
近
代
的
傾
向
で
あ
り
、
後
者
の
「
狂
気
沙
汰
」

が
古
代
及
び
中
世
的
傾
向
で
あ
る
。「
上
天
の
知
慧
」（
見
え
な
い
も
の
）
と
い

う
視
点
を
欠
く
時
も
、「
浮
世
の
眼
」（
見
え
る
も
の
）
と
い
う
視
点
を
欠
く
時

も
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
狂
愚
だ
と
す
れ
ば
、
両
者
が
一
致
融
合
す
る
処
に
し
か
真
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の
正
気
、
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
は
兎
ま
れ
、
パ
ス

カ
ル
の
云
う
よ
う
に
、「
人
間
は
必
ず
狂
気
し
て
い
る
」
と
見
る
の
が
至
当
と

は
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
狂
気
故
に
、
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
に
信
仰
の
重
要
性

を
説
く
か
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
そ
の
只
中
に
安
心
立
命
を
見
い
出
す
か
、

ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
精
神
病
院

ベ

ド

ラ

ム

も
己
む
な
し
と
す
る
か
、
或
い
は
ス
タ
ー
ン
の
よ

う
に
人
間
を
愛
す
る
か
は
別
と
し
て
も
。
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百
四
十
一
頁
。

（
11
）
ベ
イ
コ
ン
、『
学
問
の
発
達
』、
四
百
十
頁
。

（
12
）
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、『
エ
セ
ー
』、
原
二
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七
年
、

（
一
）
八
十
七
頁
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
分
冊
数
を
ロ

ー
マ
数
字
に
改
め
、（M

│I

〜VI,p.

＿
＿
）
で
本
文
中
に
記
す
。

（
13
）
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、『
詩
論
』、
松
本
・
岡
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
、

二
百
三
十
一
頁
。

（
14
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、『
詩
学
』、
松
本
・
岡
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九

年
、
三
十
九
頁
。

（
15
）
プ
ラ
ト
ン
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』、
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七

年
、
百
六
頁
。

（
16
）
パ
ス
カ
ル
、『
パ
ン
セ
』、
由
木
康
訳
、
白
水
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
十

二
頁
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
番
号
で
本

文
中
に
記
す
。

（
17
）AlexanderPope,An

Essay
on

M
an

;EpistleII,1.18.

（
18
）Ibid,Epistle

I,1.6.

（
19
）
エ
ラ
ス
ム
ス
、『
痴
愚
神
礼
讃
』、
渡
辺
一
夫
訳
、
中
央
公
論
社
、
世
界

の
名
著
二
十
二
、
一
九
八
〇
年
、
百
二
十
二
頁
。

（
20
）ArthurH

.C
ash,Laurence

Sterne,The
Early

and
M

iddle
Years,

M
ethuen

and
C
o
Ltd,London

and
N
ew

York,1975,p.206.
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（
21
）
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
、『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』、
会
田
由
訳
、
ち
く
ま
文
庫
、

一
九
八
七
年
、
前
篇
Ⅰ
、
三
百
七
頁
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
箇
所

は
、
分
冊
数
を
ロ
ー
マ
数
字
に
改
め
、（C

│I

〜V
I,p.

＿
＿
）
で
本
文

中
に
記
す
。

（
22
）Laurence

Sterne,Tristram
Shandy,O

xford
U
niversity

Press,
1998,p.225.

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、（T.S.,p.

＿
＿
）
で
、

ま
た
一
部
は
巻
・
章
数
で
本
文
中
に
示
す
。

（
23
）E

.M
.Forster,A

spects
of

the
N

ovel,Pelican
B
ooks,1962,

p.106.

（
24
）
「
識
工
」
と
「
足
萎
え
」
に
就
て
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
『
エ
セ
ー
』
第

三
巻
第
十
一
章
に
答
え
が
あ
る
。

（
25
）
ト
マ
・
ナ
ル
ス
ジ
ャ
ッ
ク
、『
読
ま
せ
る
機
械
＝
推
理
小
説
』、
荒
川
浩

充
訳
、
東
京
創
元
社
、
一
九
八
一
年
、
十
七
頁
。

（
26
）E

dgar
A
llan

Poe,The
Fallofthe

H
ouse

ofU
sher

and
O
ther

W
ritings,Penguin

B
ooks,1986,p.480.

（
27
）W

illiam
G
odw

in,C
aleb

W
illiam

s,Penguin
B
ooks,1988,p.349.

（
28
）EdgarAllan

Poe,p.480.

（
29
）Laurence

Sterne,Sentim
entalJourney,

O
xford

U
niversity

Press,1984,p.50.

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、（S.J.,p.

＿
＿
）

で
本
文
中
に
記
す
。

N
ikolaus

Pevsner,The
Englishness

of
English

Art,Penguin
B
ooks,1993,p.21.

（
30
）
ラ
ブ
レ
ー
、『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
と
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
の
物
語
』、
渡

辺
一
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
第
一
之
書
、
十
五
頁
。

（
31
）
ラ
ブ
レ
ー
、
前
掲
書
、
第
三
之
書
、
二
百
五
十
七
頁
。
エ
ラ
ス
ム
ス
、

前
掲
書
、
百
六
十
九
頁
参
照
。

（
32
）Arthur

H
.C

ash,Laurence
Sterne,The

Later
Years,M

ethuen
and

C
o
Ltd,London

and
N
ew

York,1986,p.228.

（
33
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
、『
光
学
』、
島
尾
永
康
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
、

三
百
二
十
七
頁
参
照
。

（
34
）W

ayne
C
.B

ooth,The
Retoric

ofFiction,Penguin
B
ooks,1991.

See,PartI;C
hapter3

and
PartII;C

hapter8.

（
35
）ArthurH

.C
ash,Laurence

Sterne,The
LaterYearas,p.164.

（
36
）Jam

es
B
osw

ell,Life
ofJohnson,O

xford
U
niversity

Press,1980,
p.696.

（
37
）
ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
、
前
掲
書
、
二
百
九
十
八
頁
。

（
38
）
広
川
洋
一
、
前
掲
書
、
三
百
十
六
頁
。

（
39
）
ラ
ブ
レ
ー
、
前
掲
書
、
第
三
之
書
、
二
百
十
四
頁
。
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