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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
や
文
学
、
宗
教
、
芸
術
な
ど
の
分
野
で
、

人
間
の
経
験
は
多
種
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
ち
に
筆
者
に
思
い
浮
か

ぶ
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
宗
教
的
経
験
論
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の

形
而
上
学
的
経
験
論
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
経
験
論
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者
経

験
論
、
森
有
正
の
経
験
と
思
想
論
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
感
覚
、
知
覚
、

言
語
と
意
味
、
信
仰
、
身
体
、
世
界
と
い
っ
た
経
験
の
諸
相
に
関
す
る
思
索
を
そ
れ

ぞ
れ
の
観
点
か
ら
繰
り
広
げ
て
き
た
。
彼
ら
は
、
老
い
て
も
な
お
一
貫
し
て
経
験
を

語
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
が
、
翻
っ
て
老
い
る
と
い
う
経
験
そ
の
も
の
を
主
題
化

す
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
推
測
す
る
に
、
上
述
の
哲
学

者
た
ち
に
お
い
て
は
、
老
い
に
伴
う
思
索
の
深
ま
り
に
応
じ
て
、
探
究
し
て
き
た
経

験
の
気
づ
か
な
か
っ
た
位
相
が
次
々
と
現
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
追
跡
す
る
思
索
が
死
ぬ

ま
で
継
続
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
思
索
の
過
程
に
お
い
て
、
現
に
自
己

に
お
い
て
進
行
中
の
老
い
る
と
い
う
経
験
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
経
験
で
あ
り
、
そ

の
最
中
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
先
に
何
が
待
つ
の
か
と
い
っ
た
問
い
は
、

あ
ま
り
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
老
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
が

新
参
者
と
し
て
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
験
で
あ
る
が
、
そ
の
個
別
的
で
私
的

な
性
格
の
強
い
経
験
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
、
さ
し
て
彼
ら
の
興
味
を
引
く
も
の
で

な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
老
い
る
と
い
う
経
験
の
記
述
は
、
そ
れ
以
外
の
経
験
の
記
述
よ
り
も
軽

ん
じ
た
り
、
無
視
し
た
り
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
年
老
い
て
初
め

て
分
か
る
の
は
、
老
い
る
過
程
が
何
か
し
ら
不
気
味
で
判
然
と
し
な
い
不
思
議
な
出

来
事
の
連
続
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
老
い
の
意
識
の
先
鋭
化
と
未
来
の
限
定
性
の

確
認
、
死
の
予
感
、
日
々
姿
を
変
え
て
出
現
す
る
、
以
前
に
は
な
か
っ
た
身
体
の
異

変
や
変
調
、
も
ろ
く
も
崩
れ
ゆ
く
存
在
へ
の
気
づ
き
な
ど
が
入
り
混
じ
る
過
程
は
、

か
つ
て
見
知
っ
た
こ
と
の
な
い
奇
異
な
経
験
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

老
い
る
と
い
う
経
験
は
、
自
分
の
身
体
の
衰
弱
化
に
伴
っ
て
、
不
可
避
的
に
身
体
と

し
て
の
存
在
が
強
く
意
識
さ
れ
始
め
る
過
程
で
あ
る
。
観
念
過
剰
な
青
年
期
に
は
後

景
に
退
い
て
い
た
身
体
が
前
景
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
身
体
の
衰
え
に
精
神
も
影

響
さ
れ
て
変
調
を
き
た
し
始
め
、
固
有
名
詞
が
出
て
こ
な
い
、
単
語
が
覚
え
ら
れ
な

い
、
覚
え
て
も
す
ぐ
忘
れ
る
と
い
っ
た
症
状
も
顕
著
に
な
る
。
そ
う
し
た
徐
々
に
変

化
し
て
い
く
経
験
の
細
部
を
入
念
に
記
述
す
る
こ
と
は
、と
り
わ
け
人
間
の
理
性
的
、

能
動
的
、
自
発
的
な
側
面
に
注
視
す
る
人
間
存
在
論
が
見
逃
し
て
し
ま
い
が
ち
な
経

験
の
暗
鬱
な
側
面
や
滑
稽
な
場
面
、
み
じ
め
で
悲
し
い
状
況
な
ど
を
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
意
志
的
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
然
の

働
き
に
身
を
ゆ
だ
ね
な
が
ら
、
そ
の
成
り
行
き
を
苦
痛
や
悲
哀
の
感
情
と
と
も
に
見

定
め
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
試
み
は
、
決
し
て
楽
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
老
境
に
達
し
た
人
に
可
能
に
な
る
、
さ
さ
や
か
で
目
立
た
な
い
な

が
ら
も
、
未
知
の
経
験
領
域
に
踏
み
こ
ん
で
い
く
、
一
種
の
冒
険
と
言
っ
て
も
よ
い

老
い
る
経
験

―
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
眼
差
し

―

和　

田　
　
　

渡
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だ
ろ
う
。
看
護
や
医
療
の
分
野
で
は
、
医
師
や
看
護
師
、
介
護
者
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ

の
観
点
か
ら
、
老
い
て
衰
え
、
病
み
、
苦
し
ん
で
死
ん
で
い
く
患
者
と
の
か
か
わ
り

を
述
べ
た
患
者
論
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
老
い
の
経
験
の
諸
相

を
直
視
し
な
が
ら
、
老
人
に
な
ら
な
け
れ
ば
実
感
で
き
な
い
よ
う
な
経
験
の
細
部
を

一
人
称
的
な
観
点
か
ら
描
く
も
の
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
経
験
を
、
時
に

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
、
時
に
シ
ニ
カ
ル
に
描
い
て
く
れ
る
報
告
は
貴
重
で
あ
る①
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
自
己
の
心
身
の
衰
退
す
る
さ
ま
を
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
見

つ
め
、
さ
ら
に
周
辺
の
老
人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
動
を
観
察
し
な
が
ら
、
老
い
る

と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
を
入
念
に
考
察
し
て
い
る
二
人
の
人
物
―
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
―
の
思
索
を
手
が
か
り
に
し
て
、
老
い
る
と

い
う
経
験
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
経
験
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

１　

  

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
老
人
観

―
衰
退
す
る
生
と
生
へ
の
愛
・
生
の
享
受

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、「
刻
々
と
移
ろ
う
自
己
の
存
在
」
を
多
彩
な
仕
方
で
描
写
し
て

い
る
『
エ
セ
ー
』
の
何
箇
所
か
で
、
自
分
の
心
身
融
合
的
な
人
間
観
や
、
精
神
的
、

身
体
的
な
老
い
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
生
じ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
率

直
に
語
っ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
身
体
と
精
神
を
分
離
し
、
前
者
を
低
級
で
卑

し
い
と
貶
め
、
後
者
を
称
揚
す
る
と
い
う
偏
っ
た
見
方
を
す
る
連
中
を
手
厳
し
く
批

判
し
、
自
己
と
は
心
身
が
よ
き
夫
婦
の
よ
う
に
睦
み
あ
う
存
在
以
外
の
な
に
も
の
で

も
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。「
私
は
、
地
に
足
を
つ
け
た
生
き
方
し
か
し
て
お
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
に
身
体
の
鍛
錬
を
軽
蔑
さ
せ
、
敵
視
さ
せ
よ
う
と
す
る
非
人
間
的
な
知
恵

を
憎
む
も
の
で
あ
る
」②
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
身
体
を
鍛
え
る
こ
と
が
、
身
体
と
結

び
つ
い
た
精
神
に
よ
い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
も
疑
わ
な
か
っ
た
。
心
身
の
両
面
に

配
慮
し
て
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
は
、「
自
己
の
全
体
を
ま
る
ご
と
味
わ
い
つ
く
す
」
と

い
う
彼
の
強
い
願
望
に
直
結
し
た
。
結
果
と
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
己
の
身

体
と
精
神
の
影
響
し
あ
う
現
象
に
等
し
く
強
い
関
心
を
示
し
、
精
神
的
、
身
体
的
な

享
受
を
十
分
な
も
の
に
す
る
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
身
体
的
な
ふ
る
ま
い
や
、
心
身
が
相
互
に
影
響
を
受

け
て
変
容
す
る
さ
ま
、
身
体
の
自
然
的
な
生
理
現
象
の
細
部
、
四
〇
代
に
発
症
し
た

結
石
の
症
状
な
ど
を
丹
念
に
記
述
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
彼
が
自
分
の
身
体
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
か

を
見
て
み
よ
う
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
身
体
に
対
す
る
態
度
は
、
結
石
で
苦
し
む
病
気

の
身
体
の
自
己
診
断
を
、医
師
の
診
断
や
療
法
と
比
較
し
な
が
ら
語
る
時
を
除
け
ば
、

概
し
て
、
き
わ
め
て
お
お
ら
か
で
、
明
る
く
、
身
体
が
関
わ
る
ど
ん
な
出
来
事
も
積

極
的
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、自
分
の
身
体
と
の
一
体
化
の
経
験
や
、

身
体
の
抱
擁
、身
体
へ
の
惜
し
み
な
い
愛
を
何
度
も
強
調
し
て
い
る
（cf.639

）。
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
の
身
体
讃
歌
の
な
か
で
は
、
身
体
の
自
然
的
な
秩
序
に
従
っ
て
生
ず
る
性

愛
的
な
快
楽
へ
の
率
直
な
記
述
が
特
に
目
を
引
く
。
彼
は
、
性
行
為
に
つ
い
て
「
歯

の
間
に
物
の
挟
ま
っ
た
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
言
い
方
し
か
し
な
い
」（847

）
人
々
を

皮
肉
り
な
が
ら
、
身
体
的
な
快
楽
を
罪
悪
視
し
た
り
、
隠
そ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と

の
愚
劣
さ
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
、
エ
ロ
ス
の
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
行
為
を

讃
美
し
た
。
性
行
為
は
気
高
く
も
、
喜
ば
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
す

る
こ
と
こ
そ
野
蛮
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
見
方
で
あ
っ
た

（cf.878

）③
。

彼
は
ま
た
、
身
体
の
活
動
力
の
源
泉
と
な
る
食
事
の
快
楽
を
強
調
す
る
が
、
他
方

で
、飲
食
す
れ
ば
必
ず
訪
れ
る
排
尿
や
排
便
に
つ
い
て
も
何
の
て
ら
い
も
な
く
語
る
。

性
行
為
に
つ
い
て
の
話
題
が
し
ば
し
ば
日
常
の
会
話
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
下
の
話
」
も
下
品
で
、
は
し
た
な
い
こ
と
と
し
て
避
け
ら
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、
食

べ
た
も
の
が
幸
い
に
も
尿
や
便
と
し
て
出
て
く
る
ま
で
の
生
理
的
な
過
程
は
、
身
体

的
自
然
の
恩
寵
に
よ
る
奇
蹟
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
感
謝
こ
そ
す
れ
、
不
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潔
、
不
浄
な
ど
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
糞
尿
は
、
生
理
的
秩
序

の
安
寧
な
状
態
を
示
す
、
健
や
か
で
、
喜
ば
し
い
結
実
の
姿
な
の
で
あ
り
、
便
所
は

自
然
の
精
妙
な
働
き
を
心
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
神
聖
な
場
所
な
の
で
あ
る
。
褒
め

称
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
あ
り
が
た
く
受
け
と
め
る
べ
き
も
の
、
そ
れ
は
身
体
の
な

す
す
べ
て
の
技
で
あ
り
、
身
体
的
な
自
然
の
技
の
成
果
を
不
浄
視
す
る
の
は
論
外
な

の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
、
身
体
は
乾
杯
の
対
象
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
年
を
重
ね
る
ご
と
に
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
往
年
の
輝
き
や
し
な

や
か
さ
を
失
っ
て
、
徐
々
に
硬
く
な
り
、
ひ
か
ら
び
て
い
く
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、

第
三
巻
の
第
二
章
「
後
悔
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
過
去
を
振
り
返
り
つ
つ
、
現
在

の
心
境
を
こ
う
語
る
。「
私
は
自
分
の
身
体
と
い
う
草
が
生
え
、
花
が
咲
き
、
実
が
実

る
の
を
見
て
き
た
し
、今
や
、身
体
が
枯
れ
る
の
を
目
に
し
て
い
る
」（816

）。
彼
は
、

身
体
の
老
い
が
精
神
に
も
た
ら
す
影
響
も
強
く
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
章
の
締
め
く

く
り
部
分
に
お
け
る
述
懐
は
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
そ
こ
で
彼
は
ひ
し
ひ
し
と
自
ら

の
精
神
的
、
身
体
的
な
老
い
を
感
じ
る
状
況
の
な
か
で
、
こ
の
先
ど
こ
に
連
れ
て
行

か
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
洩
ら
す
一
方
で
、読
者
に
は
自
分
の
書
き
物
を
通
じ
て
、

自
分
が
ど
こ
か
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
落
ち
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

述
べ
て
い
る
（cf.817

）。「
こ
れ
か
ら
何
が
起
き
る
か
見
当
が
つ
か
な
い
」、「
自
分
が

ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
死
ん
で
い
く
の
か
も
予
想
で
き
な
い
」
と
い
う
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

の
実
感
は
、
老
年
期
に
入
っ
た
者
が
等
し
く
共
有
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
知
覚
器
官
や

身
体
的
・
精
神
的
機
能
の
衰
亡
に
よ
る
不
調
を
暗
澹
と
し
た
思
い
で
見
つ
め
な
い
人

は
い
な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、身
体
的
に
老
い
て
い
く
人
に
特
有
の
傾
向
と
し
て
、

退
屈
な
お
し
ゃ
べ
り
、
と
げ
と
げ
し
い
態
度
、
人
づ
き
合
い
の
悪
さ
、
過
剰
な
ま
で

の
物
惜
し
み
、
ね
た
み
や
意
地
悪
さ
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
（cf.817

）④
。「
老
い
は
、
顔

よ
り
も
、
精
神
に
、
多
く
の
皺
を
つ
け
る
の
で
あ
る
」（817

）。
老
い
を
重
ね
る
と
、

顔
の
皺
は
増
え
、し
み
も
目
立
つ
よ
う
に
な
る
が
、そ
れ
以
上
に
、精
神
が
皺
く
し
ゃ

に
な
っ
て
活
動
不
全
に
な
り
や
す
い
と
い
う
診
断
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
れ
ば
、
老
い
は
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
進
行
す
る
「
強
力
な

病 u
n

e pu
issan

te m
aladie

」（817

）
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
こ
の
病
に
罹
る
と
、
心

身
融
合
存
在
と
し
て
の
人
間
の
、
と
り
わ
け
精
神
が
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
精
神
の
老
化
を
少
し
で
も
遅
ら
せ
る
た
め
に
は
、
老
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
遅
ら
せ

る
努
力
や
、
老
い
に
対
す
る
用
心
深
さ
が
欠
か
せ
な
い
（cf.817

）。
さ
ら
に
ま
た
、
精

神
の
働
き
方
に
老
い
の
影
が
で
き
る
だ
け
差
し
込
ま
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
が

大
切
な
の
だ⑤
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
精
神
と
睦
み
あ
う
関
係
に
あ
る
身
体
に
配
慮
す

る
こ
と
に
も
結
び
つ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
心
身
両
面
に
配
慮
し
続
け
た
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
生
活
描
写
は
生
彩
に
富
む
も
の
と
な
っ
て
い
る⑥
。

晩
年
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
老
い
と
い
う
強
い
病
に
よ
る
心
身
の
衰
弱
を
避
け
が

た
い
も
の
と
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
で
き
る
だ
け
抵
抗
し
て
、
生
を
愛
し
、
享

受
し
て
生
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
巻
の
一
三

章
「
経
験
に
つ
い
て
」
に
は
、
老
い
て
な
お
、
そ
れ
ま
で
貫
い
て
き
た
生
へ
の
積
極

的
な
態
度
を
維
持
し
、
豊
か
に
生
き
よ
う
と
す
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
覚
悟
が
語
ら
れ

て
い
る
。「
生
き
る
こ
と
の
持
ち
分
が
よ
り
短
く
な
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
そ
れ
を

よ
り
深
く
、
充
実
し
た
も
の
に
す
べ
き
だ
」（1112

）。
彼
は
、
自
然
と
い
う
偉
大
な

全
能
者
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
の
生
に
感
謝
し
、
そ
の
生
を
愛
し
て
存
分
に
生
き
る

こ
と
こ
そ
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
（cf.1113

）。
そ
の
具
体
的
な
手
立
て
と
し
て
、

彼
は
、
精
神
に
は
身
体
の
活
性
化
の
役
割
を
期
待
し
、
身
体
に
は
精
神
へ
の
抑
制
の

働
き
を
求
め
て
い
る
（cf.1114

）。
先
述
し
た
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
、

精
神
と
身
体
は
相
互
に
睦
み
あ
い
、
相
互
に
よ
り
充
足
し
た
あ
り
方
を
求
め
て
い
く

可
変
的
な
資
質
を
備
え
て
い
る
。
精
神
が
弛
緩
す
れ
ば
、
身
体
も
生
き
生
き
し
た
活

動
の
リ
ズ
ム
を
失
い
、
逆
に
身
体
が
だ
ら
け
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
精
神

も
怠
惰
な
状
態
に
陥
る
こ
と
は
、わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
に
お
い
て
も
自
明
で
あ
る
。

心
身
は
、
常
に
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
さ
ま
に
注
意

し
て
、
両
者
の
調
和
的
な
働
き
を
実
現
す
る
の
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
姿
勢
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
姿
勢
の
背
後
に
は
、
年
老
い
て
も
な
お
精
神
的
、
身
体
的
な
快
楽
を
享

受
し
、
生
き
る
こ
と
を
楽
し
む
べ
き
だ
と
い
う
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
高
ら
か
な
人
生
讃

歌
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
偉
大
で
、
輝
か
し
い
傑
作
は
、
自
分
に
ふ
さ

わ
し
く
（à propos

）　

生
き
る
こ
と
で
あ
る
」（1108

）。「
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き

方
」
と
は
、
自
分
の
生
が
自
然
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
授
け
ら
れ

た
生
に
感
謝
し
、
そ
の
全
体
を
自
分
な
り
の
仕
方
で
、
全
力
で
味
わ
い
つ
く
す
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、与
え
ら
れ
た
一
日
一
日
を
集
中
し
て
楽
し
む
こ
と
で
も
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、『
エ
セ
ー
』
の
お
し
ま
い
の
方
で
こ
う
述
べ
る
。「
自
分
の
存
在

を
正
し
く
享
受
で
き
る
の
は
、神
的
な
ま
で
の
、絶
対
的
完
成
な
の
だ
」（1115

）。
自

分
の
あ
り
ふ
れ
た
日
常
を
愛
し
、
自
己
に
徹
し
て
精
一
杯
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
大
切

な
の
だ
。

晩
年
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
読
者
に
向
か
っ
て
、「
私
は
生
き
る
こ
と
を
愛
し
、
ま

る
ご
と
楽
し
ん
で
き
た
が
、
そ
の
姿
勢
は
老
い
て
も
変
ら
な
い
。
老
化
に
伴
っ
て
心

身
に
が
た
が
来
て
も
、
私
は
な
お
生
を
愛
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
」
と
い
う
、
自
然

か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
の
生
に
対
す
る
愛
の
讃
歌
を
口
に
し
て
い
る
。彼
に
と
っ
て
、

老
化
は
紛
れ
も
な
く
衰
弱
の
過
程
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
他
方
で
、
生

の
十
全
な
享
受
の
機
会
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
。老
年
の
日
々
に
祝
杯
を
！
そ
れ
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
生
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

彼
に
お
い
て
は
、
老
衰
と
老
熟
（
老
成
）、
あ
る
い
は
円
熟
が
共
存
し
た
の
で
あ
る
。

耄
碌
、
老
残
、
老
醜
、
社
会
の
お
荷
物
と
い
っ
た
老
人
に
ま
つ
わ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な

像
を
打
ち
砕
く
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
老
人
観
は
清
冽
で
あ
る
。

２　

  

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
老
人
観

―
老
化
と
生
成
と
い
う
出
来
事

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
徳
に
関
す
る
問
題
と
並
ん
で
、「
死
」
に
つ
い
て
と
り

わ
け
強
い
関
心
を
示
し
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
死
の
手
前
の
老
年
期
に
つ
い

て
も
思
索
を
重
ね
た
。
彼
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ィ
ネ
と
の
対
談
の
な
か
で
、「
老
い
と

は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
老
い
は
「
実
存
の
根
源
的
な
パ
ト
ス
で
あ
る
生

成
の
不
可
逆
性
」⑦
で
あ
る
と
答
え
る
。
彼
の
哲
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
生
の
生
成

は
、
一
回
限
り
の
、
や
り
直
し
の
き
か
な
い
プ
ロ
セ
ス
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
彼
は
、
老
年
期
に
は
悔
恨
と
、
最
も
感
動
的
で
、
心
を
え
ぐ
る
よ
う
な

詩
と
が
生
ま
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る⑧
。「
も
う
二
度
と
元
に
戻
れ
な
い
」と
い
う
思
い

は
、「
こ
う
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
後
悔
の
念
と
容
易
に
結
び
つ
く
。
ま

た
、「
も
う
先
が
な
い
」
と
い
う
切
迫
感
は
、
現
在
を
精
一
杯
生
き
る
し
か
な
い
と
い

う
覚
悟
に
つ
な
が
り
、
そ
こ
か
ら
「
生
の
須
臾
性
」
を
深
く
受
け
と
め
て
、
つ
か
の

間
の
生
を
生
き
る
喜
び
や
悲
し
み
の
感
情
を
鮮
烈
に
詠
う
詩
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ

り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
悔
恨
の
意
識
や
、生
の
有
限
性
の
意
識
は
、ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
自
分
の
人
生
の
内
側
に
い
な
が
ら
も
、

そ
の
外
側
に
立
っ
て
自
己
の
生
の
生
成
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
の
み
訪
れ

る⑨
。
青
春
の
た
だ
な
か
を
無
我
夢
中
で
生
き
て
い
る
時
に
は
、
そ
の
内
側
で
情
念
の

噴
出
す
る
出
来
事
に
翻
弄
さ
れ
て
右
往
左
往
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
老
年
期
に
入
る

と
、
自
分
の
生
か
ら
脱
け
出
し
て
、
そ
の
全
体
を
外
側
か
ら
展
望
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
だ
。
生
の
内
と
外
の
往
還
、生
の
二
重
性
の
意
識
を
保
ち
な
が
ら
生
き
る
経
験
、

そ
れ
が
老
年
の
日
々
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
老
人
観
は
、
大
著
『
死
』⑩
の
第
四
章
「
老
化
」
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
共
通
す
る
の
は
、
老
化
を
心
身
の
衰
退
（d

éclin

）

と
見
る
視
点
で
あ
る
。
し
か
し
、衰
退
に
関
す
る
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
記
述
は
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
は
る
か
に
執
拗
で
あ
り
、
具
体
的
で
細
か

い
。
例
え
ば
、
老
化
に
伴
う
の
は
、
新
鮮
さ
の
枯
渇
、
躍
動
性
や
情
熱
的
な
信
念
の

鈍
化
、
純
潔
さ
の
摩
滅
（l’u

su
re

）
な
ど
の
心
的
な
症
状
で
あ
る⑪
。
身
体
に
関
し
て

は
、
身
体
組
織
や
血
管
の
硬
化
、
骨
の
漸
進
的
な
脆
弱
化
、
心
臓
の
疲
労
、
老
眼
な
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ど
が
無
気
力
の
前
駆
症
状
と
し
て
示
さ
れ
、
老
い
た
身
体
は
、
自
分
の
重
み
で
大
地

の
奥
深
く
に
傾
く
か
の
よ
う
に
、
曲
が
っ
て
く
る
と
さ
れ
る⑫
。
背
中
の
曲
が
っ
た
老

人
は
、
大
地
を
踏
み
し
め
て
歩
く
力
を
失
い
、
大
地
の
表
面
を
こ
す
る
よ
う
に
し
て

歩
く
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
地
に
伏
す
こ
と
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
自

分
の
身
体
の
外
部
に
出
て
自
分
の
老
い
を
観
察
す
る
姿
勢
と
、
自
分
が
目
に
す
る
老

人
た
ち
の
観
察
を
通
し
て
行
う
一
連
の
言
い
回
し
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
頃
身
に
し
み

て
感
ず
る
こ
と
や
、
周
囲
の
老
人
た
ち
の
振
る
舞
い
を
見
て
気
づ
く
こ
と
、
見
逃
し

て
い
る
こ
と
な
ど
を
克
明
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
老
化
」
が
抗
い
が
た
く
衰

亡
へ
、
死
へ
と
傾
い
て
い
く
現
実
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
老
い
に
抵
抗
し
て
生
き
よ
う
と

す
る
実
践
的
姿
勢
が
顕
著
だ
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
は
、
老
化
と
い
う
現
実

を
た
だ
ひ
た
す
ら
凝
視
す
る
傾
向
が
強
い
。「
老
化
は
、
実
際
に
、
死
に
よ
っ
て
不
可

避
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
生
成
が
、
長
い
年
月
の
間
に
こ
ち
ら
側
で
と
る
形
で
あ

る
」⑬
。
死
の
手
前
で
起
こ
る
生
成
に
つ
い
て
は
こ
う
語
ら
れ
る
。「
生
の
生
成
は
、存

在
へ
の
連
続
的
な
到
来
（avèn

em
en

t

）
で
あ
り
、そ
の
ま
ま
で
（
そ
れ
に
付
け
加
え
て

で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
）
非

存
在
へ
の
連
続
的
な
歩
み
な
の
だ
」⑭
。
注
目
す
べ
き

は
、「
到
来
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。「
到
来
」
と
は
、
主
体
が
意
図
的
に
操
作
で
き

な
い
出
来
事
が
主
体
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
体
は
、
こ
の
出
来
事

に
よ
っ
て
不
断
に
変
容
を
こ
う
む
る
受
動
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
別
の
著
作
で
、「
到
来
す
る
」
と
い
う
の
は
、
到
来
し
、
不
意
に
生
じ

る
が
ゆ
え
に
無
で
は
な
い
何
か
、
し
た
が
っ
て
、
存
在
と
非

存
在
の
間
に
あ
る
よ

う
な
何
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る⑮
。

生
の
生
成
は
、
何
か
が
不
意
に
や
っ
て
く
る
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
不
意
に
到
来
す
る
も
の
の
多
く
は
、
到
来
す
る
や
否
や
去
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
が
去
っ
た
瞬
間
に
は
、
次
の
何
か
が
到
来
し
て
お
り
、
そ
れ
も
直
ち
に
過
ぎ
去
る

の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
到
来
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
永
遠
に
知
り
え
な
い
の

で
あ
る
。
刻
々
と
移
行
す
る
生
の
生
成
の
諸
瞬
間
を
対
象
化
し
て
名
指
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
何
度
も
言
及
す
る
、「
ほ
と
ん
ど
無
（p

resqu
e 

rien

）」、「
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
（je-n

e-sais-qu
oi

）」
は
、
生
の
瞬
間
に
お
け

る
経
験
不
能
な
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
に
お
い
て
は
、
決
し
て

対
象
化
で
き
な
い
よ
う
な
瞬
時
の
出
来
事
が
絶
え
間
な
く
生
起
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
語
る
生
成
は
、
こ
う
し
た
経
験
的
に
確
認
で
き
な
い

も
の
の
横
溢
す
る
「
豊
穣
」
な
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
生
の
生
成
が
諸
瞬
間
の
み
か
ら
な
る
と
考

え
る
わ
け
で
は
な
い
。「
生
成
は
人
間
に
と
っ
て
、た
だ
一
つ
の
存
在
の
仕
方
で
は
あ

る
が
、
生
成
を
形
作
る
た
め
に
は
、
継
続
（k

on
tin

u
ation

）
と
瞬
間
的
な
切
れ
目

（fractu
re

）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、被
造
物
と
し
て
の
存
在
（E

sse

）

を
構
成
す
る
の
は
瞬
間
と
合
間
（in

tervalle

）
の
混
合
な
の
で
あ
る
」⑯
。「
生
成
そ
の

も
の
は
、
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
無
数
の
断
層
に
よ
っ
て
の
み
生
成
す
る
の
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
断
層
が
持
続
の
継
続
性
を
構
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
」⑰
。
だ
が
、
ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
両
者
を
「
混
合
」
と
み
な
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
瞬
間

は
、
一
方
で
は
、
合
間
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
瞬
間
た
り
う
る
し
、
他
方
で
は
、
合
間

を
有
機
的
に
持
続
さ
せ
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
た
す
と
言
う⑱
。「
瞬
間
は
、

持
続
の
あ
ら
ゆ
る
経
過
が
椎
骨
を
持
つ
よ
う
に
す
る
」⑲
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
比

喩
は
分
か
り
に
く
い
が
、
合
間
が
な
け
れ
ば
瞬
間
が
入
り
こ
む
余
地
が
な
い
し
、
合

間
に
入
り
こ
ん
だ
瞬
間
は
、
そ
の
つ
ど
合
間
に
有
機
的
な
連
関
を
も
た
ら
す
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
有
機
的
な
連
関
と
は
、
異
質
な
も
の
が
相
互
に
浸
透
し
合
う
事
態

を
指
す
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
強
調
す
る
生
の
生

成
の
持
続
性
、
有
機
的
連
関
性
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
瞬
間
性
と
が
浸
透
す
る
場
面

を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
瞬
間
は
「
持
続
の
無
」
で
あ
り
、
対
象
と
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、こ
の
場
面
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、
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一
般
的
に
は
、
細
切
れ
に
分
断
さ
れ
、
前
後
の
脈
絡
を
欠
い
た
支
離
滅
裂
な
も
の
で

は
決
し
て
な
い
の
で
、
そ
れ
が
持
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
暗
黙
の
内
に
信
じ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
瞬
き
の
現
出
が
即
座
に
消
失
で
あ
る
よ

う
な
瞬
間
的
な
断
層
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
断
層
は
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
対
象
化
不
能
な
、「
ほ
と
ん
ど
無
」、「
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
も

の
」
で
あ
り
、「
超
経
験
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
の
無
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
瞬
間
的
に
現
出
し
、

消
失
す
る
断
層
と
、
生
の
持
続
の
相
互
浸
透
こ
そ
が
生
の
生
成
の
相
貌
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、
両
者
が
あ
い
交
え
て
「
主
体
的
に
」
生
成
を
繰
り
広
げ
る
能
動
的

な
位
相
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
は
そ
れ
を
受
容
す
る
受
動
的
な
位
相
、「
到
来
」
を

感
受
す
る
出
来
事
と
し
て
生
起
し
て
い
る
。
生
成
は
、
持
続
の
合
間
に
現
わ
れ
た
瞬

間
が
、
そ
の
つ
ど
の
現
出
を
通
じ
て
自
ら
「
つ
く
る
」
位
相
と
、
そ
の
位
相
が
生
成

の
持
続
の
な
か
へ
溶
け
こ
む
や
否
や
、
持
続
の
リ
ズ
ム
従
っ
て
お
の
ず
と
「
つ
く
ら

れ
て
い
く
」
と
い
う
位
相
か
ら
成
る
の
で
あ
る⑳
。

わ
れ
わ
れ
の
生
涯
は
、
こ
う
し
た
能
動
的
な
位
相
と
受
動
的
な
位
相
が
相
互
に
交

錯
し
つ
つ
経
過
す
る
生
成
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
生
成
の
リ
ズ

ム
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
成
は
、
わ
れ
わ
れ
が
受
容
す
る
ほ
か

な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
章
の
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
実

存
の
根
源
的
な
パ
ト
ス
」
な
の
で
あ
る
。
生
の
生
成
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て

は
、自
然
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
り
、感
謝
し
て
全
身
で
享
受
す
べ
き
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ

た
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
は
、「
パ
ト
ス
」
と
い
う
一
語
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
実
存
（
人
間
）
が
身
に
蒙
る
プ
ロ
セ
ス
、
苦
し
ん
で
受
容
す
る
プ
ロ
セ
ス
で

あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
、わ
れ
わ
れ
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
仕
方
で
出
現
す
る「
存

在
へ
の
連
続
的
な
到
来
」
と
同
様
に
、
生
の
生
成
も
受
苦
の
出
来
事
と
し
て
受
け
と

め
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

３　

実
存
と
生
成

『
死
』
の
第
四
章
「
老
化
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
生
の
生
成
が

主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
生
の
生
成
は
そ
れ
自
身
が
自

己
完
結
的
な
統
一
体
な
ど
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
」、「
人
間
」、「
自
分
」、「
実
存
」

の
生
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
の
生
成
と
は
、
実
存
の
生
を
支
え
る
プ
ロ
セ
ス
に

他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
生
の
生
成
と
人
間
的
な
実
存

と
の
か
か
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
を
も
う
一
度
検
討
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
2
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
、「
人
間
は
た
だ
単
に

存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
」㉑
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
存
在
し
て
い
る
自
己
の
不
断
の
移
行
性
に
と
り
わ
け
意
識
的
で

あ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
存
在
を
意
識
す
る
存
在

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
自
己
は
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
不
可
分
な
存
在
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
意
識
さ
れ
る
の
は
自
己
の
生
成
で
あ
り
、
両
者
の
自
己
関
係
性
の
あ
り
方

は
類
似
し
て
い
る
。

第
四
章
に
お
け
る
老
化
を
意
識
す
る
実
存
の
あ
り
よ
う
は
、「
わ
れ
わ
れ
」、「
私
」、

「
人
」、「
自
分
」
な
ど
を
主
語
と
す
る
文
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
引
用
し

て
み
よ
う
。「
生
物
学
的
な
若
返
り
の
秘
密
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、私
は
な
お
も

老
化
す
る
だ
ろ
う
」㉒
。「
人
は
、も
し
も
自
分
自
身
の
生
成
を
鳥
瞰
せ
ず
に
そ
の
中
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
な
ら
、
の
ん
き
に
完
全
な
充
実
さ
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
だ
ろ

う
」㉓
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
生
涯
を
見
渡
し

て
み
る
よ
う
な
時
間
を
生
き
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、「
人
は
衰
退

し
、
同
時
に
自
分
自
身
の
衰
退
に
立
ち
会
う
」㉔
。
人
間
以
外
の
動
物
や
植
物
と
違
っ

て
、
人
は
お
の
れ
の
崩
れ
ゆ
く
さ
ま
に
直
面
し
て
愕
然
と
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

「
老
い
て
い
く
人
は
、
あ
る
日
、
残
酷
な
現
実
に
は
っ
と
す
る
。
あ
る
日
、
そ
れ
ま
で

ぼ
ん
や
り
と
見
て
い
た
自
分
の
顔
の
し
わ
に
気
づ
き
、
そ
の
前
兆
を
思
案
げ
に
し
げ
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し
げ
と
見
つ
め
る
の
だ
」㉕
。
こ
う
し
た
引
用
文
中
の
主
語
は
、
い
ず
れ
も
自
己
の
生

成
、
も
し
く
は
衰
退
を
意
識
す
る
存
在
で
あ
る
。
人
は
、
生
の
生
成
に
支
え
ら
れ
つ

つ
、
そ
の
最
中
に
在
っ
て
、
現
在
を
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
現
在
と
重
な
り
合
う
過

去
の
現
象
を
想
起
し
、
未
来
を
先
取
り
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
人
は
生

の
最
中
に
在
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
外
に
出
て
、
生
成
す
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
衰
退

す
る
自
己
を
鳥
瞰
的
に
意
識
す
る
存
在
で
も
あ
る
。注
の
9
と
も
結
び
つ
く
が
、ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
強
調
す
る
の
は
、
生
成
の
内
部
に
い
て
、
同
時
に
そ
の
外
部
に

い
る
人
の
二
重
性
で
あ
る
。「
人
は
内
に
い
る
と
同
時
に
外
に
い
る
の
だ
（il est à la 

fois dedan
s et deh

ors!

）」㉖
。
人
は
生
成
の
内
側
で
自
ら
の
老
い
を
受
け
と
め
、そ
の

外
側
に
立
っ
て
、老
い
が
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
し
み
じ
み
と
知
る
。ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
の
場
面
で
は
哲
学
的
に
対
象
化
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
自
我

一
般
で
は
な
く
、
い
ま
こ
の
瞬
間
を
生
き
る
実
存
と
し
て
の
「
私
自
身
」
が
問
題
と

な
る
が
ゆ
え
に
、
後
者
を
抽
象
的
な
モ
ナ
ド
論
や
、
非
主
体
的
な
人
格
主
義
に
連
れ

戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る㉗
。
自
我
を
対
象
化
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
い
ま

こ
の
私
自
身
が
事
態
を
ど
う
把
握
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
自
我
の
実
存
的
な
自
己

把
握
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
実
存
が
主
題
化
さ
れ
る
場
合
の

概
念
は
、「
感
得
、
会

得
ま
た
は
体
得
（réalisation

）」㉘
で
あ
る
。
感
得
と
は
、
自
分
が
老
い
て
い
く
現
実

を
真
面
目
に
受
け
と
め
る
こ
と
（prise-au

-sérieu
x

）
で
あ
り
、老
い
て
い
ず
れ
死
ん

で
い
く
己
の
運
命
を
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
で
あ
る㉙
。
誰
も
が
知
識
や
観
念
と
し
て

知
っ
て
い
る
こ
と
を
、
他
人
事
で
は
な
く
、
ま
さ
に
自
分
の
事
と
し
て
受
け
と
め
る

こ
と
で
あ
る
。「
老
い
て
い
く
人
は
、予
兆
と
自
分
自
身
の
死
と
の
結
び
つ
き
を
感
得

し
て
捉
え
な
け
れ
ば
、
共
通
の
場
所
と
敬

な
平
凡
さ
と
い
う
非
主
体
的
な
領
野
を

離
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」㉚
。
要
す
る
に
、
人
は
老
い
る
、
人
は
死
ぬ
と
い
う
よ

う
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
誰
に
も
共
有
さ
れ
る
一
般
的
な
知
識
を
い
っ
た
ん
脇
に
置

い
て
、
老
い
や
死
を
ま
さ
に
こ
の
私
が
関
与
す
る
現
実
の
出
来
事
と
し
て
主
体
的
に

受
け
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
生
以
上
に
死
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
セ
ネ
カ
を
思
い
起
こ
さ
せ
る㉛
。
し
か
し
、
セ
ネ
カ
は
「
死
を
学
ぶ
こ
と
」

を
強
調
し
た
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
死
は
す
で
に
暗
黙
の
内
に
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
新
し
く
学
ぶ
こ
と
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に

と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
老
い
て
い
く
自
己
の
現
存
と
、
近
未
来
の
自
己
の
不
在
に

直
面
し
て
、
終
わ
り
を
深
く
感
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
年
老
い
て
い
く
人
は
、
自
分

が
知
ら
な
い
こ
と
を
習
う
の
で
は
な
く
、
新
た
な
次
元
の
中
で
、
新
た
な
照
明
に
照

ら
さ
れ
て
、
悲
し
い
真
理
を
発
見
す
る
の
だ
」32
。
セ
ネ
カ
の
内
省
的
な
思
索
に
親
し

ん
で
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
分
の
外
側
を
見
て
生
き
て
い
る
世
間
の
人
々
に
抗

し
て
、
自
分
の
内
部
を
観
る
こ
と
に
専
念
し
た
が
（cf.657

）、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ

は
、
老
い
る
人
間
が
身
近
に
迫
る
死
に
接
し
て
感
得
す
る
状
況
に
関
心
を
寄
せ
た
の

で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
強
調
し
て
い
る
感
得
す
る
存
在
は
、
老
年
期
を
迎
え
る

誰
も
が
経
験
す
る
こ
と
を
、
誰
も
が
経
験
し
な
か
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
て
経
験
す
る

か
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
実
存
で
あ
る
。
彼
は
、
後
年
、「
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ

の
厳
か
な
敬
意
」
の
中
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
哲
学
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
感
じ
取
ら

せ
た
の
は
次
の
事
だ
と
述
べ
た
。「
哲
学
と
は
、あ
た
か
も
自
分
だ
け
が
こ
の
世
界
に

い
る
か
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
自
分
が
最
初
に
そ
れ
を
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
あ

た
か
も
誰
一
人
と
し
て
自
分
の
前
に
そ
れ
を
す
る
人
が
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
責
任
で
実
行
す
る
行
為
で
あ
る
」33
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ

チ
は
、
こ
の
意
味
で
の
哲
学
的
な
行
為
は
次
の
よ
う
な
意
味
で
の
愛
に
似
て
い
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
す
る
者
は
、
こ
れ
ま
で
無
数
の
人
々
が
経
験
し
て
き
た
愛

の
行
為
を
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
新
し
く
、
未
曾
有
な
こ
と
、
前
代
未
聞
の
こ
と
、
初
々

し
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
て
行
う
の
で
あ
る34
。
こ
の
見
方
に
は
、『
死
』
に

お
け
る
老
年
論
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ

は
、
老
人
は
自
ら
の
老
い
を
ま
っ
た
く
初
め
て
の
、
未
曾
有
な
出
来
事
と
し
て
新
鮮
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に
受
け
止
め
て
、
自
分
に
の
み
固
有
な
経
験
と
し
て
生
き
ぬ
く
と
い
う
こ
と
の
大
切

さ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
の
れ
の
老
い
る
経
験
を
味
わ
い
つ
く
す
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
自
己
の
全
体
を
ま
る
ご
と
享

受
す
る
」
と
い
う
姿
勢
を
思
わ
せ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
、
こ
の
態
度
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
、贈
り
物
と
し
て
の
自
己
の
存
在
に
感
謝
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
誰
も
経
験
し
な
か
っ
た
仕
方
で
た
だ

一
度
限
り
の
老
い
を
経
験
し
よ
う
と
す
る
覚
悟
が
、
老
い
の
経
験
の
享
受
へ
と
結
び

つ
い
て
い
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、『
死
』
の
第
三
章
の
お
し
ま
い
に
、「
人
生
は
、
最
初

の
音
か
ら
最
後
の
音
ま
で
暗
誦
し
て
い
る
ソ
ナ
タ
の
よ
う
に
、
レ
コ
ー
ド
に
記
録
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
分
自
身
の
生
涯
と
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
常
に
初
め
て

読
む
本
な
の
だ
」35
と
い
う
一
文
を
残
し
た
。
す
ぐ
れ
た
古
典
を
初
め
て
紐
解
く
人
は
、

自
分
に
固
有
な
初
め
て
の
経
験
を
獲
得
す
る
。
多
く
の
人
に
読
み
つ
が
れ
て
き
た
本

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
手
に
取
る
人
に
は
常
に
新
し
い
本
で
あ
り
、
そ
の
本
と
と
も

に
未
知
の
世
界
が
開
け
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
涯
も
「
常
に
初
め
て
読
む
本
」
の

よ
う
に
、
新
た
な
世
界
と
の
遭
遇
の
連
続
で
あ
る
。
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
、

自
分
が
ど
う
な
る
の
か
も
分
か
ら
な
い
出
来
事
の
連
続
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、わ
れ
わ
れ
の
生
涯
は「
ひ
と
つ
の
冒
険 u

n
e aven

tu
re

」36

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
。

わ
れ
わ
れ
が
老
い
て
、
崩
れ
て
い
く
、
後
戻
り
の
き
か
な
い
過
程
も
、
ジ
ャ
ン
ケ

レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
う
よ
う
に
、
一
日
ご
と
の
、
あ
る
い
は
瞬
間
、
瞬
間
の
新
た
な
出

来
事
の
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
心
身
の
異
変
や
そ
れ
に

伴
う
葛
藤
、
不
安
と
い
っ
た
危
機
的
な
状
況
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
状
況
の
中
で
、
老
い
の
経
験
を
初
め
て
の
、
し
か
も
一
度
か
ぎ
り
の
も
の
と
し

て
積
極
的
に
受
け
と
め
て
生
き
よ
う
と
す
る
覚
悟
を
持
て
る
な
ら
ば
、
老
年
を
生
き

る
こ
と
は
一
種
の
冒
険
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
先

行
き
の
不
安
を
見
据
え
な
が
ら
、
老
い
の
日
々
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
た
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
も
、老
い
の
困
難
を
生
き
抜
く
ひ
と
つ
の
冒
険
を
生
き
た
一
人
で
あ
っ
た
。

両
者
は
、
老
い
る
経
験
の
意
味
を
模
索
し
、
自
ら
の
老
い
と
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と

を
や
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
老
い
る
と
い
う
経
験
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
老
い
の
経
験
を
生
き
よ
う
と
し
た
か
を
考
察
し

て
き
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
一
方
で
は
、
老
化
が
衰
退
と
い
う
自
然
の
過
程
と
結

び
つ
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
他
方
で
、
自
然
は
心
身
融
合
体
と
し
て

の
人
間
の
支
柱
で
あ
り
、
自
然
の
恩
寵
に
感
謝
し
て
自
己
の
存
在
を
味
わ
い
つ
く
す

こ
と
こ
そ
が
最
大
の
喜
び
で
あ
る
と
考
え
た
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
も
、
わ
れ
わ

れ
が
生
の
生
成
に
支
え
ら
れ
て
存
在
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
生
成
の
一
局
面
で

あ
る
老
化
の
過
程
の
一
回
性
を
感
得
し
つ
つ
、
存
分
に
生
き
る
こ
と
の
喜
び
を
力
説

し
た
。
両
者
は
、「
老
い
て
な
お
よ
く
生
き
る
」
と
い
う
生
存
の
喜
び
を
訴
え
た
の
で

あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、『
第
一
哲
学
』の
お
し
ま
い
で
こ
う
述
べ
た
。「
わ

れ
わ
れ
は
哲
学
な
し
に
、
音
楽
な
し
に
、
喜
び
な
し
に
、
愛
な
し
に
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
結
局
、
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
な
し
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
よ
く
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
」37
。

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
読
者
や
学
生
、
聴
講
者
に
向
け
て
書
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
分
の
考
え
方
や
、
時
に
ぶ
ざ
ま
で
滑
稽
な

ふ
る
ま
い
の
描
写
も
含
め
て
、
自
分
の
生
き
方
を
読
者
に
率
直
に
、
時
に
は
ユ
ー
モ

ア
を
交
え
て
書
き
残
し
た
。
そ
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
文
体
か
ら
す
る
と
、
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
は
、そ
れ
を
読
ん
で
、で
き
れ
ば
読
者
に
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
希
望
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
哲
学
は
陽
気
で
、
元
気
い
っ
ぱ
い
で
、
愉
快
な
も
の
で
あ
っ
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て
、
怖
い
顔
つ
き
の
、
な
ん
だ
か
近
寄
り
が
た
い
も
の
と
は
対
極
に
位
置
す
る
も
の

だ
と
見
な
し
て
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
っ
た
か
ら
（cf.145

177

）、
老
い
の
経
験

の
語
り
に
は
深
刻
さ
は
な
く
、
老
人
の
生
態
の
一
端
を
知
る
格
好
の
読
み
物
と
な
っ

て
い
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
教
室
で
あ
ら
ゆ
る
職
業
や
年
齢
の
人

に
向
か
っ
て
長
年
講
義
を
続
け
た
。
聴
講
者
の
一
人
、
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
リ
ュ

ブ
リ
ナ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
哲
学
を
教
え
る
こ
と
よ
り
も
、
聴

講
者
に
自
分
で
考
え
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う38
。
教
室
で
の
彼
の
役
割
は
、
聴
講
者

の
心
を
刺
激
し
、
火
を
つ
け
て
、
自
分
の
投
げ
か
け
る
問
題
を
聴
講
者
一
人
一
人
が

自
分
で
再
考
す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
で
あ
っ
た39
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
『
死
』

の
中
で
記
述
す
る
老
い
の
経
験
も
、
教
室
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
む

わ
れ
わ
れ
に
は
、彼
が
聴
講
者
に
求
め
て
い
た
の
と
同
じ
態
度
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

注①　

そ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
本
を
三
冊
だ
け
あ
げ
る
。杉
田
玄
白
が
八
四
歳
の
時
に
書
い

た
「
耄

独
語
―
老
い
ぼ
れ
の
独
り
ご
と
」
は
、食
事
や
排
泄
面
で
の
み
じ
め
な
現
実

を
こ
と
こ
ま
か
に
記
し
て
い
て
、極
め
て
面
白
い
読
み
物
で
あ
る
。
そ
の
ざ
っ
く
ば
ら

ん
な
描
き
ぶ
り
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
思
わ
せ
る
。（『
蘭
学
事
始
ほ
か
』、芳
賀
徹
他
訳
、

中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
四
年
、
三
二
五
〜
三
四
〇
頁
参
照
）。
黒
井
千
次
は
、

『
老
い
の
ゆ
く
え
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
九
年
）
の
中
で
、
老
い
の
日
々
の
困
惑
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
を
、
冷
静
に
、
時
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ

チ
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
バ
ル
タ
サ
ー
ル
・
グ
ラ
シ
ア
ン
は
、『
人
生
の
旅
人
た
ち　

エ
ル
・
ク
リ
テ
ィ
コ
ン
』（
東
谷
穎
人
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
第
三
部
「
老

年
期
の
冬
」
の
第
一
考
「
〈
老
境
さ
ま
〉
の
栄
誉
と
恐
怖
」
の
な
か
で
、老
人
を
揶
揄

し
た
り
、
こ
き
下
ろ
し
た
り
し
て
い
る
。

②　

L
es E

ssais d
e M

ich
el d

e M
on

taign
e, É

dition
 con

form
e au

 texte de 

l’exem
plaire de B

ordeau
x, préparée par P

ierre V
illey, T

om
e P

rem
ier, 

T
om

e S
econ

d, P
ress U

n
iversitaire de F

ran
ce, 1978, p.1106. 

以
下
、本
書
か

ら
の
引
用
や
参
照
は
、
本
文
中
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
す
る
。

③　
『
エ
セ
ー
』
第
三
巻
第
五
章
「
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩
句
に
つ
い
て
」
は
、
恋
愛
や

性
愛
、肉
体
的
な
快
楽
を
ほ
め
た
た
え
る
魅
力
的
な
文
章
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
現
わ
れ

る
傑
作
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
の
章
で
、さ
ま
ざ
ま
な
文
化
圏
に
お
け
る
性
に

対
す
る
態
度
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク

も
、『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
』（
小
笠
原
弘
親
、
宇
羽
野
明
子
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一

年
）
の
「
心
理
学
者
と
し
て
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
」
の
な
か
で
、こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い

る
。

④　

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な
老
人
観
は
古
今
東
西
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
老
人
の
特
徴
と
し
て
、
卑
屈
、
心
の
狭
さ
、
生
へ
の
執
着
の
強

さ
、
自
己
中
心
性
、
損
得
勘
定
、
愚
痴
、
ユ
ー
モ
ア
の
欠
如
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
（
戸

塚
七
郎
訳
『
弁
論
術
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
二
八
〜
二
三
〇
頁
参
照
）。
仙

厓
和
尚
（
一
七
五
〇
〜
一
八
三
七
）
に
よ
る
「
老
人
六
歌
仙
」
で
は
、
く
ど
く
な
る
、

短
気
に
な
る
、
愚
痴
る
、
ひ
が
む
、
慾
深
く
な
る
な
ど
と
い
っ
た
言
い
回
し
で
老
人
が

皮
肉
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤
一
斎
著
、
川
上
正
光
全
訳
注
『
言
志
四
録
（
四
）
言
志

録
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
一
年
、
二
七
五
〜
二
七
六
頁
参
照
）。

⑤　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
保
莉
瑞
穂
は
卓
見
を
述
べ
て
い
る
。「
彼
は
人
生
の
あ
ら
た
な

試
練
と
経
験
に
出
会
う
た
び
に
、
思
索
し
判
断
す
る
力
を
試
し
つ
づ
け
、
そ
う
す
る
こ

と
で
そ
の
力
を
鍛
え
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。彼
に
あ
っ
て
真
に
見
事
な
の
は
壮

年
の
理
性
を
鍛
え
つ
づ
け
て
、そ
れ
が
老
齢
に
よ
っ
て
変
質
せ
ず
に
保
た
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。」（『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
書
斎　
『
エ
セ
ー
』
を
読
む
』、講
談
社
、二
〇
一
七

年
、
三
一
九
頁
。）

⑥　

マ
イ
ケ
ル
・
A
・
ス
ク
リ
ー
チ
は
、
身
体
と
心
が
幸
せ
に
結
婚
し
た
夫
婦
と
見
な
し

て
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
身
体
を
重
ん
じ
る
態
度
に
つ
い
て
、傑
出
し
た
論
考
で
論
じ

て
い
る
。（『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
』
荒
木
昭
太
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
六
年
、
第
一
六
章
「
か
ら
だ
」
参
照
）。

 
次
の
本
の
第
一
章
で
も
、同
じ
意
味
で
の
心
身
合
体
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。C

f. Z
oe 
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izet, 1970.

⑦　

V
ladim
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, P
en
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dition
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evi, 1994, 
p.21.
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C
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C
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32　
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別
の
受
講
者
の
原
章
二
に
よ
れ
ば
、

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
自
分
を
物
書
き
で
は
な
く
、
教
師
と
し
て
自
認
し
て
い
た

と
い
う
。（『
人
は
草
で
あ
る　
「
類
似
」
と
「
ず
れ
」
を
め
ぐ
る
考
察
』、
彩
流
社
、

二
〇
一
三
年
、
二
一
八
頁
参
照
）。

39　

Jean
Jacqu
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u

brin
a, op.cit., p.37.
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