
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
I
｣
と
ロ
マ
ン
主
義
的
芸
術
観

-

E
･
T
･
A
･
ホ
フ
マ
ン

｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
に
寄
せ
て

小
田
部

胤

久

E
･
T
･
A
･
ホ
フ
マ
ン

(
一
七
七
六
-
一
八
二
二
年
)

の
著
し
た
い
く
つ
か
の

｢
芸
術
家
小
説
｣
は
､
ロ
マ
ン
主
義
的
芸
術
観
の
解
明
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
｡
本
稿
で
は
､
ホ
フ
マ
ン
の
『
夜
景
画
集
』
に
収
め
ら
れ
た
短
篇
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣

(
一
八
一

六
年
)

て
〉
を
手
が
か
り
と
し
て
､
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣

(
2
〉
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
画
家
を
主
人
公
と
す
る
こ
の
短
篇
の
内
に
認
め
ら
れ
る
ホ
フ

マ
ン
の
芸
術
観
な
い
し
絵
画
観
を
明
ら
か
に
し
た
い
(
3
)
｡
後
に
見
る
よ
う
に
､
こ
の
短
篇
は
､
｢
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
｣
が
自
ら
の
可
能
性
/
不

可
能
性
の
問
い
に
直
面
し
た
こ
と
の
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

ま
ず
は
じ
め
に
､
こ
の
短
篇
の
構
成
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
｡
こ
の
短
篇
は
｢
私
｣
と
い
う
語
り
手
が
｢
G
市
｣

(
｡
〉
で
の
体
験
､
と

り
わ
け
そ
こ
で
の
画
家
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
と
の
出
会
い
を
物
語
る
も
の
だ
が
､
｢
私
｣
に
よ
る
物
語
は
一
つ
の
枠
構
造
を
な
し
て
い
て
､
こ
の
画
家

の
過
去
に
つ
い
て
の
物
語
が
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
､
そ
れ
が
こ
の
短
篇
の
中
心
部
を
な
し
て
い
る
｡
以
下
で
は
､
こ
の
短
篇
の
構
成
に
即
し

て
検
討
を
行
う
｡

芸
術
に
お
け
る
｢
数
学
的
な
も
の
｣
と
｢
想
像
的
な
も
の
｣

偶
然
二
､
三
日
｢
G
市
｣
に
滞
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
語
り
手
の
｢
私
｣
は
､
い
わ
ば
時
間
つ
ぶ
し
に
､
友
人
に
そ
の
噂
を
聞
い
て
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い
た
｢
イ
エ
ズ
ス
会
神
学
校
教
授
ア
ロ
イ
ジ
ウ
ス
･
ヴ
ア
ル
タ
ー
｣
を
訪
ね
る
(
〓
○
)
｡
｢
修
道
院
｣

｢
神
学
校
｣

｢
教
会
｣
の
す
べ
て
は
､
｢
神

聖
な
る
厳
粛
さ
､
宗
教
的
威
厳
よ
り
も
優
美
と
蟄
麗
さ
を
重
視
す
る
古
代
の
形
式
と
様
式
に
基
づ
く
イ
タ
リ
ア
式
｣
で
建
て
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
れ

は
､
こ
の
教
授
が
こ
の
教
会
の
改
修
に
よ
っ
て
元
来
の
ゴ
シ
ッ
ク
聖
堂
の
内
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
､
彼
の
｢
世
慣
れ
た
｣
態
度
と
も
つ
な
が

っ
て
い
る
｡
｢
私
｣
は
早
速
｢
教
授
｣
に
自
己
の
違
和
感
を
次
の
よ
う
に
伝
え
る
｡
｢
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
神
聖
な
る
威
厳
､
天
上
へ
と
高
く
昇
っ
て

い
く
壮
麗
さ
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
真
の
精
神
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
､
こ
の
精
神
は
超
感
性
的
な
も
の
と
し
て
､
古
代

世
界
の
精
神
､
す
な
わ
ち
た
だ
地
上
的
な
も
の
の
領
野
に
と
ど
ま
る
感
性
的
精
神
に
全
く
反
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｣

(
≡
)
｡
こ
の
よ
う

に
｢
古
代
世
界
の
精
神
｣
と
｢
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
｣
と
の
対
比
を
前
提
と
す
る
こ
の
間
い
.
に
対
し
て
､
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教
授
｣
は
次
の
よ
う
に
答

え
る
｡
｢
人
々
は
よ
り
高
次
の
国
を
こ
の
世
界
〔
=
現
世
〕

の
内
に
認
識
す
べ
き
で
す
｡
そ
し
て
､
こ
う
し
た
認
識
は
､
〔
地
上
で
の
〕
生
が
､
い

や
､
か
の
〔
届
次
の
〕
国
か
ら
地
上
の
生
へ
と
降
り
立
っ
て
き
た
聖
霊
が
示
す
さ
ま
ざ
ま
の
明
朗
な
象
徴
(
h
e
i
t
e
r
e
S
琶
b
｡
-
e
)
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ

て
よ
い
も
の
な
の
で
す
｣
(
≡
±
N
)
(
5
}
｡
｢
超
感
性
的
な
も
の
｣
を
重
視
す
る
｢
私
｣
は
後
に
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教
授
｣
に
よ
っ
て
｢
熱
狂
家
(
E
n
旨
s
i
邑
)
｣

(
-
ぃ
ぃ
)
と
呼
ば
れ
る
一
方
､
｢
私
｣
は
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教
授
｣
を
｢
唯
物
論
者
(
M
a
t
e
巨
i
s
t
)
･
｣
と
み
な
す
(
-
ぃ
い
)
｡
こ
う
し
た
両
者
の
対
比
が
､

こ
の
短
篇
の
冒
頭
に
示
さ
れ
る
｡

つ
い
で
｢
私
｣
は
｢
ヴ
ア
ル
ク
一
教
授
｣
と
と
も
に
教
会
の
中
に
入
り
､
そ
こ
で
足
場
の
上
で
壁
画
を
描
い
て
い
る
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
と
い
う
画

家
を
目
に
す
る
｡
｢
私
｣
は
こ
の
芸
術
家
の
言
葉
や
眼
差
し
の
内
に
直
ち
に
｢
不
幸
な
芸
術
家
の
全
く
の
引
き
裂
か
れ
た
生
｣
を
見
て
取
り
､
こ
の

芸
術
家
に
対
し
て
関
心
を
覚
え
る
(
〓
N
)
｡
｢
私
｣
は
そ
の
日
の
真
夜
中
､
再
び
教
会
に
出
か
け
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
仕
事
ぶ
り
を
眺
め
る
｡
｢
ベ

ル
ト
ル
ト
｣
の
仕
事
は
､
蝋
燭
の
前
に
網
を
張
っ
て
そ
の
影
を
｢
壁
轟
｣
の
曲
面
に
投
影
す
る
こ
と
で
､
平
面
上
の
小
さ
な
下
僚
を
壁
金
の
上
に
拡

大
し
っ
つ
写
し
取
る
､
と
い
う
極
め
て
幾
何
学
的
に
し
て
正
確
な
も
の
で
あ
る
｡
｢
私
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
手
業
に
感
嘆
し
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣

の
仕
事
を
手
伝
う
が
､
し
か
し
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
次
の
よ
う
に
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
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建
築
の
内
部
に
描
く
絵
画
(
A
r
c
h
i
t
e
k
富
･
M
a
-
e
r
e
i
)
は
常
に
従
属
的
で
あ
っ
て
､
歴
史
画
家
や
風
景
画
家
の
方
が
無
条
件
的
に
地
位
が
高
い
の
で

す
｡
精
神
と
想
像
力
(
G
e
i
s
t
u
コ
d
P
h
当
家
i
e
)
､
そ
れ
は
幾
何
学
的
な
線
の
よ
う
な
狭
い
制
約
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
､
自
由
に
飛
翔
し
っ
つ
高

み
に
上
っ
て
い
き
ま
す
｡
感
覚
を
欺
く
よ
う
な
遠
近
法
は
あ
な
た
の
絵
の
中
で
唯
一
想
像
的
な
側
面
で
す
が
､
こ
の
遠
近
法
と
い
え
ど
も
､
正
確

な計算に依存していているであって､その作用は天才的な思考(dergenia-eGe賢e)

の
所
産
と
い
う
よ
り
は
､
単
に
数
学
的
な
考

察(ヨa旨ヨatischeSpeku-atiOn)

の
所
産
に
す
ぎ
ま
せ
ん
｡
(
〓
史

す
な
わ
ち
､
｢
私
｣
に
従
え
ば
､
絵
画
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
は
確
乎
と
し
た
階
梯
が
存
在
し
､
そ
の
階
梯
は
､
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ど
の
程
度
の
｢
精
神

と
想
像
力
｣
の
｢
自
由
な
飛
翔
｣
が
関
与
す
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
(
熱
狂
家
と
し
て
の
)

｢
私
｣
は
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣

が
単
に
｢
正
確
な
計
算
｣
の
枠
内
で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
｡

こ
う
し
た
疑
問
に
村
し
て
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
ま
ず
､
｢
も
し
も
芸
術
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
枝
に
等
級
を
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ

は
冒
涜
で
す
(
中
e
v
e
h
)
｣
､
と
ジ
ャ
ン
ル
間
の
階
梯
を
否
定
す
る
と
と
も
に
､
｢
私
｣
の
示
す
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
天
才
崇
拝
を
｢
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
｣
的
な
｢
不
遜
な
冒
涜
(
<
e
∃
e
S
S
e
n
e
F
r
e
く
e
ニ
｣
と
み
な
す
｡
｢
神
的
な
も
の
を
予
感
し
た
胸
､
天
上
的
な
も
の
へ
の
憧
憤
の
生
ま
れ
た
胸
を

禿
鷹
が
つ
い
ば
む
｡
…
…
天
上
的
な
も
の
を
望
ん
だ
も
の
は
､
永
遠
に
地
上
の
苦
痛
を
感
受
す
る
の
だ
｣

(
〓
竺
-
｣
)
｡
こ
の
よ
う
に
｢
私
｣
の
考

え
を
批
判
す
る
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
､

規
則
と
は
何
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
､
す
べ
て
の
線
は
〓
疋
の
目
的
､
〓
疋
の
は
っ
き
り
と
思
考
さ
れ
た
作
用
の
た
め
に
ま
と
ま
る
の
で

す
｡
た
だ
計
ら
れ
た
も
の
(
d
読
G
e
ヨ
e
S
S
e
n
e
)
の
み
が
純
粋
に
人
間
的
な
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を
超
え
る
も
の
は
悪
で
す
｡
超
人
間
的
な
も
の
は

神
か
悪
魔
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
｡
数
学
に
お
い
て
は
神
も
悪
魔
も
人
間
に
か
な
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
(
≡
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と
述
べ
て
､
｢
神
的
な
も
の
｣

｢
天
上
的
な
も
の
｣
を
否
定
し
て
機
械
的
な
実
践
を
重
視
す
る
立
場
を
示
す
｡
だ
が
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
言
葉
に

見
ら
れ
る
こ
の
否
定
の
力
強
さ
は
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
が
決
し
て
単
な
る
機
械
的
な
も
の
に
安
住
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
換
言
す

れ
ば
､
｢
理
想
｣

(
≡
)
を
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
｢
ベ
ル
ト
ル
上
の
強
い
意
志
は
､
か
え
っ
て
｢
理
想
｣
を
求
め
よ
う
と
す
る

彼
の
気
持
ち
を
証
し
て
い
る
｡
｢
私
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
信
条
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
｡
｢
彼
は
死
に
そ
う
な
ま
で
に
傷
つ
い
た
心
の
深
み

を
眺
め
た
の
で
あ
り
､
こ
の
心
の
嘆
き
は
た
だ
切
り
裂
く
よ
う
な
イ
ロ
ニ
ー
(
～
C
ぎ
e
i
d
e
n
d
e
F
O
n
i
e
)
▼
の
内
に
現
れ
る
｣
(
≡
)
｡
実
際
､
｢
ベ
ル

ト
ル
ト
｣
は
別
れ
際
に
｢
私
｣
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
す
｡
｢
も
し
も
決
し
て
購
う
こ
と
の
で
き
な
い
凄
惨
な
犯
罪
を
あ
な
た
が
自
覚
さ
れ
る
な

ら
ば
､
果
た
し
て
あ
な
た
は
一
瞬
た
り
と
も
休
ま
る
こ
と
が
､
朗
ら
か
な
気
持
ち
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
｣

(-呈｡

翌
朝
｢
私
｣
は
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教
授
｣
を
訪
ね
､
｢
ベ
ル
ト
～
ト
｣
へ
の
関
心
を
語
る
｡
｢
ヴ
ア
ル
ク
一
教
授
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
対
し
て

｢
冷
淡
｣

二
呈
で
あ
る
が
､
｢
私
｣
の
熱
意
に
押
さ
れ
て
｢
私
｣
を
再
び
教
会
の
中
に
案
内
し
､
祭
壇
画
(
そ
れ
は
マ
リ
ア
と
エ
リ
ザ
ベ
ト
､
幼

子
キ
リ
ス
ト
と
洗
者
ヨ
ハ
ネ
､
お
よ
び
祈
る
男
の
五
人
か
ら
な
る
)
を
示
す
｡
こ
れ
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
が
教
会
の
壁
画
を
描
く
よ
う
に
な
る
以
前

に
､
す
な
わ
ち
画
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
と
き
に
描
い
た
最
後
の
絵
-
た
だ
し
､
マ
リ
ア
､
キ
リ
ス
ト
､
ヨ
ハ
ネ
は
完
成
し
て
い
る
が
､
エ
リ

ザ
ベ
ト
に
は
な
お
最
後
の
一
塗
り
が
欠
け
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
を
そ
の
モ
デ
～
と
す
る
祈
る
男
は
下
塗
り
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
1
-
で
あ
る

が
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
そ
れ
を
決
し
て
見
よ
う
と
し
な
い
た
め
に
通
常
は
覆
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
絵
を
見
た
｢
私
｣
は
､
そ
れ
を
次
の

よ
う
な
言
葉
で
表
現
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
絵
の
｢
構
成
｣
は
｢
単
純
で
､
天
上
の
ご
と
く
崇
高
｣
で
あ
る
､
ま
た
､
｢
マ
リ
ア
の
愛
ら
し
い
天

上
の
顔
つ
き
｣
は
｢
驚
愕
と
深
い
賛
嘆
｣
で
心
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
て
､
マ
リ
ア
は
｢
地
1
の
ど
の
女
性
よ
り
も
美
し
く
｣
､
そ
の
眼
差
し
は
｢
神

の
母
の
高
次
の
力
｣
を
示
し
て
お
り
､
こ
の
眼
差
し
を
見
て
い
る
と
､
｢
人
間
の
胸
中
に
は
､
永
遠
に
渇
望
す
る
憧
憶
｣
が
生
じ
て
く
る
､
と
二
言
｡

こ
う
し
て
｢
私
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
内
に
｢
天
上
的
な
も
の
へ
の
憧
慢
｣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
｡
と
と
も
に
､
｢
私
｣
は
､
｢
ヴ
ア

ル
タ
ー
教
授
｣
の
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
対
す
る
態
度
が
全
く
冷
淡
で
あ
る
理
由
を
も
理
解
す
る
｡
全
く
の
｢
唯
物
論
者
｣
で
あ
る
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教

授
｣
に
は
､
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
(
v
e
∃
e
i
字
d
e
I
r
O
n
i
e
)
.
に
よ
っ
て
､
高
次
な
も
の
か
ら
の
恵
み
に
満
ち
た
影
響
に
反
村
す
る
｣

(
-
N
ご
こ
の
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画
家
の
内
面
は
理
解
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢
私
｣
は
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教
授
｣
か
ら
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
半
生
を
描
い
た
ノ
ー
ト

ー

そ
れ
は
､
｢
私
｣
と
同
様
に
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
関

心
を
抱
い
た
学
生
が
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
話
を
も
と
に
記
し
た
｢
聞
書
｣

二
N
い
)
で
あ
る

-

を
贈
ら
れ
る
｡
｢
私
｣

｢
ヴ
7
ル
タ
ー
教
授
｣

｢ベ

ル
ト
ル
ト
｣
と
い
う
三
者
か
ら
な
る
こ
の
部
分
を
枠
構
造
と
し
て
､
次
に
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
半
生
に
つ
い
て
の
物
語
が
始
ま
る
｡

｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
い
か
に
し
て
そ
も
そ
も
有
し
て
い
た
は
ず
の
｢
天
上
的
な
も
の
へ
の
憧
悼
｣
を
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
に
よ
っ
て
否
認
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
の
か
､
こ
れ
が
以
下
の
物
語
の
中
心
的
な
主
題
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
お
い
て
､
短
篇
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
は
､
(
無

限
な
も
の
へ
の
憧
憶
)
を
そ
の
原
動
力
と
し
て
き
た
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
が
自
ら
の
可
能
性
な
い
し
不
可
能
性
を
問
う
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
作
品
で

あ
る
､
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

｢
伎
価
｣
と
｢
天
上
の
思
考
｣
の
対
比

｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
D
町
｣
に
生
ま
れ
絵
を
習
っ
て
い
た
が
､
彼
の
才
能
を
確
信
し
た
｢
老
画
家
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
･
ビ
ル
ク
ナ
ー
｣
は
､
｢
ベ

ル
ト
ル
ト
｣
に
イ
タ
リ
ア
留
学
を
勧
め
､
彼
の
両
親
を
も
説
得
す
る
二
N
皇

室
｡
若
き
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
そ
も
そ
も
｢
絵
画
の
い
か
な
る
分
野
｣

を
も
学
ん
で
い
た
が
､
と
り
わ
け
｢
風
景
画
｣
に
専
心
し
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､
ロ
ー
マ
に
着
く
と
､
彼
の
芸
術
家
仲
間
に
よ
っ
て
､
｢
歴
史
画
こ

そ
が
最
高
の
頂
点
に
あ
り
､
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
歴
史
画
に
従
属
す
る
｣
二
N
u
)
､
と
説
得
さ
れ
､
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
歴
史
画
の
模
写
を
行
っ
た
｡

｢
優
れ
た
伎
傾
(
冒
賢
i
k
)
｣
の
ゆ
え
に
彼
の
作
品
は
多
く
の
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
た
が
､
し
か
し
､
彼
に
は
､
｢
自
分
の
素
描
､
自
分
の
模
写
に

は
原
作
の
持
つ
生
命
が
全
く
欠
け
て
い
る
こ
と
｣
が
わ
か
っ
て
い
た
｡

ラファエロやコレッジョの天上の思考(h-】ゴ已iscbeGe巨en)

が

-

と
､
彼
は
信
じ
て
い
た
の
だ
が

-

固
有
の
創
造
へ
と
〔
彼
ら
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を
〕
熱
狂
(
b
e
g
e
i
s
t
e
m
)

さ
せ
た
の
だ
が
､
彼
が
こ
の
天
上
の
思
考
を
想
像
力
の
内
に
つ
.
か
も
う
と
す
る
と
､
こ
れ
ら
の
思
考
は
裔
の
中
に
お
け

る
よ
う
に
ぼ
や
け
､
彼
が
実
際
に
描
い
た
も
の
は
す
べ
て

-

単
に
不
明
瞭
に
暖
昧
に
思
考
さ
れ
た
も
の
が
ど
れ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

-
い

か
な
る
活
気
も
意
義
も
持
た
な
か
っ
た
｡
(
-
N
u
)

34

こ
の
よ
う
に
若
き
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
､
｢
天
上
の
思
考
｣
が
自
分
に
は
欠
け
て
お
り
､
そ
の
結
果
､
自
分
の
描
く
も
の
に
は
｢
い
か
な
る
活
気

も
意
義
｣
も
な
い
こ
と
を
､
そ
し
て
､
自
分
の
長
所
は
単
に
｢
手
の
外
的
熟
練
｣

(-謀)

に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
｡

ち
ょ
う
ど
そ
う
し
た
時
期
に
､
彼
は
ロ
ー
マ
で
｢
フ
ィ
ー
リ
ッ
プ
･
ハ
ッ
ケ
ル
ト
｣

(
7
)
の
風
景
画
と
出
争
っ
｡
そ
の
作
品
は
､
｢
歴
史
画
家
で

さ
え
も
､
自
然
の
純
然
た
る
模
倣
(
d
i
e
邑
n
e
N
a
c
b
P
F
ヨ
巨
g
d
e
r
N
a
旨
)
の
内
に
は
何
か
偉
大
な
も
の
､
卓
越
し
た
も
の
が
あ
る
､
と
認
め
る
｣

二
N
告

ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
て
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
､
元
来
自
ら
が
有
し
て
い
た
｢
風
景
画
｣
に
対
す
る
関
心
を
再
び
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
､
｢
ナ

ポ
リ
｣
に
出
か
け
｢
ハ
ッ
ケ
ル
ト
｣

の
も
と
で
修
行
を
積
む
｡
た
だ
し
､
か
つ
て
の
疑
念
が
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
｢
彼
の
風
景
画
に
は
､

い
や
師
の
風
景
画
に
さ
え
も
､
自
分
が
名
指
す
こ
と
の
で
き
な
い
何
か
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
彼
は
時
折
思
っ
た
｣

二
N
｣
)
｡
だ
が
､
彼
は
あ
え
て

こ
う
し
た
疑
念
を
押
さ
え
て
修
行
に
邁
進
し
､
短
い
時
間
で
彼
の
師
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
ま
で
上
達
し
､
展
覧
会
に
出
品
し
た
作
品
は
あ
ら
ゆ
る
芸

術
家
･
芸
術
批
評
家
に
よ
っ
て
絶
賛
さ
れ
た
｡

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
こ
う
し
た
若
き
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣

の
修
業
時
代
は
､
｢
天
上
の
思
考
｣

へ
､
の
憧
憶
と
､
確
乎
と
し
た
｢
伎
備
｣
に

基
づ
く
｢
自
然
の
模
倣
｣
と
の
村
比
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
若
き
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
前
者
の
重
要
性
を
予
感
し
っ
つ
も
､
実
際
に
は

後
者
に
自
ら
を
限
定
し
修
行
す
る
｡

こ
う
し
て
｢
ハ
ッ
ケ
ル
ト
｣
流
の
絵
を
描
き
､
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
て
い
た
と
き
に
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
マ
ル
タ
島
｣
に
生
ま
れ
た
あ
る
｢
老

人
｣
か
ら
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
｡
｢
お
若
い
方
､
あ
な
た
は
も
っ
と
た
い
し
た
画
家
に
な
れ
る
の
に
｣

二
N
豊
｡
｢
ハ
ッ
ケ
ル
ト
｣
は
こ
の
｢
老

人｣

の
言
葉
を
無
視
す
る
よ
う
に
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
勧
め
る
が
､
し
か
し
､
そ
の
言
葉
は
そ
も
そ
も
ベ
ル
ト
ル
ト
が
予
感
し
て
い
た
も
の
で
も
あ



っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
に
は
､
マ
ル
タ
島
人
が
彼
の
内
奥
の
傷
口
に
ぐ
つ
と
触
れ
た
ご
と
く
に
､
そ
れ
も
､
親
切
な
医
者
の
よ
う
に
､

傷
を
探
っ
て
は
治
し
て
く
れ
る
た
め
に
そ
う
し
た
か
の
ご
と
く
に
思
わ
れ
た
｣

二
N
∞
)
｡
こ
の
老
人
が
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
対
し
て
望
ん
で
い
た
の

は
､
｢
君
の
内
に
生
き
て
い
る
真
の
精
神
(
d
e
r
w
巴
弓
e
G
e
i
s
t
)
を
､
君
が
悟
る
｣
こ
と
三
善
､
｢
君
の
中
に
眠
っ
て
い
る
精
神
が
目
覚
め
､
活

発
か
つ
自
由
に
そ
の
翼
を
動
か
す
｣
こ
と
で
あ
っ
た
(
-
い
○
)
｡
こ
う
し
て
こ
の
｢
老
人
｣
は
､
｢
自
然
の
純
然
た
る
模
倣
｣
に
自
己
を
限
定
し
て
い

る
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
内
に
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
た
｢
天
上
の
思
考
｣

へ
の
憧
憶
を
呼
び
覚
ま
す
役
割
を
果
た
す
｡

こ
の
｢
老
人
｣
は
｢
風
景
画
家
も
歴
史
画
家
も
同
一
の
目
的
を
目
指
す
｣

(
】
N
や
)

こ
と
を
認
め
た
上
で
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

〔
自
然
の
内
へ
と
〕
聖
別
さ
れ
た
者
(
d
e
r
G
e
w
e
i
h
【
e
)
は
､
自
然
の
声
を
聞
き
取
る
｡
自
然
は
木
や
繁
み
や
花
か
ら
､
山
や
湖
水
か
ら
不
可
思
議

な
昔
を
立
て
て
､
探
求
し
え
な
い
秘
密
に
つ
い
て
語
り
､
こ
れ
ら
の
不
可
思
議
な
音
は
こ
の
者
の
胸
の
内
で
形
を
な
し
て
敬
慶
な
る
予
感
と
な
る
｡

す
る
と
､
こ
の
予
感
を
目
に
見
え
る
形
で
自
分
の
作
品
に
移
す
た
め
の
才
能
が
､
神
の
息
吹
の
ご
と
く
に
､
こ
の
者
に
や
っ
て
く
る
｡
…
…
自
然

を
そ
の
機
械
的
な
も
の
に
お
い
て
も
熱
心
に
か
つ
入
念
に
研
究
し
､
そ
の
結
果
描
写
の
伎
傭
を
獲
得
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
､
し
か
し
､
伎
傭
を

芸
術
そ
れ
自
体
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
｡
君
が
自
然
の
深
い
意
味
の
内
に
入
り
込
む
(
5
.
d
e
n
t
i
e
許
ヨ
S
ぎ
d
e
r
N
a
旨
e
5
.
旨
点
e
n
)
な
ら
ば
､
君
の

内
奥
そ
れ
自
体
の
内
に
(
5
.
d
e
5
.
e
ヨ
【
呂
e
m
)
自
然
の
形
象
が
極
め
て
光
輝
に
包
ま
れ
た
華
麗
な
姿
の
内
に
立
ち
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
｡
(
-
い
○
)

こ
の
｢
老
人
｣
に
よ
れ
ば
､
自
然
の
外
面
の
み
を
模
写
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
､
自
然
と
は
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

｢
外
国
語
で
書
か
れ
た
原

本｣

に
す
ぎ
ず
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
自
然
の
外
的
模
倣
に
満
足
す
る
画
家
の
描
く
も
の
は
､
｢
写
字
生
自
身
が
理
解
し
な
い
外
国
語
で
模
写
さ
れ
た
写

本
｣
に
す
ぎ
な
い
言
営
｡
こ
う
し
た
自
然
の
模
倣
に
は
な
る
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
｢
伎
備
｣
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
､
こ
う
し
た
｢
伎
備
｣
は
｢
芸

術
｣
そ
れ
自
体
で
は
な
い
｡
必
要
な
こ
と
は
､
芸
術
家
が
自
ら
の
｢
内
奥
｣
に
お
い
て
｢
自
然
の
声
｣
を
聞
き
取
り
｢
自
然
の
よ
り
深
い
意
味
｣
を

捉
え
る
こ
と
で
あ
り
､
こ
こ
に
こ
そ
｢
芸
術
の
聖
な
る
目
的
｣

言
善
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢
古
の
巨
匠
｣
の
描
い
た
｢
風
景
画
｣
を
眺
め
る
な
ら
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ば
､
｢
全
体
か
ら
吹
き
つ
き
て
く
る
精
神
｣
が
観
者
を
｢
よ
り
高
次
の
国
へ
と
高
め
る
(
e
ヨ
電
算
e
b
e
n
)
｣
の
で
あ
っ
て
､
観
者
は
｢
こ
の
よ
り
高

次
の
国
の
反
映
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
｣

で
あ
ろ
う
二
山
♀
｡

こ
の
よ
う
に
｢
老
人
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
語
る
が
､
こ
の
考
え
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
自
身
が
潜
在
的
に
有
し
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
｡
そ
れ

ゆ
え
に
､
｢
彼
は
自
己
の
師
の
も
と
を
離
れ
た
｣

二
い
○
)
｡
こ
う
し
て
新
た
な
模
索
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
｡
･

36

夢
と
現
実

む
ろ
ん
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
こ
の
｢
老
人
｣
の
言
葉
を
直
ち
に
実
践
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
そ
の
当
時
の
状
態
を
次
の

よ
う
に
回
想
す
る
｡

私
は
た
だ
甘
美
な
夢
の
中
で
の
み
幸
福
で
あ
り
至
福
の
喜
び
の
内
に
あ
.
っ
た
｡
夢
の
中
で
は
マ
ル
タ
島
人
の
語
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
真
実
と
な
っ

た
｡
…
…
自
然
の
声
が
旋
律
美
し
く
暗
い
森
を
吹
き
抜
け
響
き
渡
る
の
が
聞
こ
え
た
｡
｢
聞
き
な
さ
い
､
耳
を
澄
ま
し
て
聞
き
な
さ
い
､
〔
自
然

の
内
へ
と
〕
聖
別
さ
れ
た
者
よ
､
宇
宙
の
根
源
的
音
響
(
d
i
e
U
ユ
ぎ
e
d
e
r
S
c
h
阜
ぎ
g
)
を
聞
き
取
り
な
さ
い
､
こ
.
の
音
響
は
形
を
な
し
て
存
在
者

と
な
り
､
君
の
感
覚
の
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
な
る
｣
｡

-

私
は
〔
自
然
の
〕
語
調
が
よ
り
は
っ
き
り
と
響
く
の
を
聞
い
た
､
す
る
と

私
の
内
に
新
た
な
感
官
が
目
を
覚
ま
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
､
こ
の
感
官
は
､
か
つ
て
の
私
に
と
っ
て
は
探
求
し
え
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れたものを､極めてはっきりとつかんだ｡-

こ
う
し
て
私
は
私
に
対
し
て
明
か
さ
れ
た
秘
密
を
さ
な
が
ら
奇
妙
な
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
内

に
､
炎
の
文
字
で
空
中
に
描
い
た
の
だ
が
､
こ
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
の
文
書
は
壮
麗
な
る
風
景
画
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
木
や
繁
み
や
花
か
ら
､
山
や

′
湖
水
が
大
き
な
至
福
の
音
響
を
奏
で
て
活
発
に
動
き
回
っ
た
｡
二
い
こ



｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
が
｢
マ
ル
タ
島
人
｣
の
言
葉
互
を
実
践
し
て
､
｢
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
文
書
｣
の
内
に
｢
風
景
画
｣
を
措
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
､

た
だ
｢
夢
｣
に
お
い
て
に
す
ぎ
な
い
｡
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
欠
け
て
い
る
の
は
､
先
の
｢
老
人
｣
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
､
｢
こ
の
予
感
を
目
に

見
え
る
形
で
自
分
の
作
品
に
移
す
た
め
の
才
能
｣

二
い
○
)
､
つ
ま
り
､
外
的
な
自
然
を
超
え
出
た
｢
よ
り
高
次
の
国
｣
を
絵
画
作
品
と
い
う
一
つ
の

現
実
へ
と
関
係
づ
け
る
能
力
で
あ
る
､
と
い
え
よ
う
｡
そ
の
た
め
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
二
つ
の
世
界
に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
か
つ
､
単

な
る
外
的
な
自
然
を
超
え
出
て
｢
よ
り
高
次
の
国
｣
に
高
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
自
然
を
そ
の
｢
よ
り
深
い
意
味
｣
に
お
い
て
捉
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
､
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
ゆ
え
に
､
か
え
っ
て
二
つ
の
世
界
の
分
裂
は
大
き
く
な
る
｡
こ
う
し
た
分
裂
が
､
こ
こ
で
は
夢
と
現
実
と
の
対

立
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
折
り
に
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
ナ
ポ
リ
｣
で
ド
イ
ツ
の
若
い
画
家
(
｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
と
仮
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
)
と
出
会
う
｡

｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
は
､
一
方
で
､
そ
の
す
ぐ
れ
た
｢
踊
る
農
夫
の
娘
の
群
像
､
聖
体
行
列
､
.
田
舎
の
祭
｣
と
い
っ
た
風
俗
画
風
の
ス
ケ
ッ
チ
の

示
す
よ
う
に
｢
晴
朗
な
る
人
生
の
享
受
｣
を
求
め
つ
つ
も
､
し
か
し
､
｢
ロ
ー
マ
の
古
い
修
道
院
教
会
の
フ
レ
ス
コ
画
｣
の
模
写
の
示
す
ヰ
っ
に
｢
よ

り
高
次
な
も
の
｣
に
対
す
る
｢
感
覚
｣
､
｢
古
の
巨
匠
の
絵
画
に
見
ら
れ
る
敬
虞
さ
の
感
覚
｣

互
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
ご
い
ぃ
)
｡
す
な
わ
ち
､

｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
見
ら
れ
る
分
裂
を
知
ら
な
い
画
家
で
あ
る
｡
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
が
｢
芸
術

家
と
し
て
の
真
の
天
分
｣
に
お
い
て
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
､
｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
に
自
ら
の
悩
み
を
語
る
｡
す
る
七
､
｢
フ
ロ
レ

ン
テ
ィ
ン
｣
は
､
｢
真
の
風
景
画
｣
は
｢
古
の
巨
匠
の
措
い
た
深
く
意
味
の
あ
る
聖
な
る
歴
史
画
に
等
し
い
｣
､
と
い
う
｢
マ
ル
タ
島
人
｣
の
見
解

を
支
持
し
っ
つ
も
､
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
自
説
を
唱
え
る
｡
｢
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
､
わ
れ
わ
れ
に
身
近
に
見
ら
れ
る
有
機
的
自
然
を
通
し
て
力
を
つ

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
､
人
は
自
然
の
夜
の
国
の
内
に
光
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｣

(
-
い
ご
ぃ
い
)
｡
｢
自
然
の
夜
の
国
｣ 〈1｡)

に
｢
光
｣
を
｢
見
出
す
｣
こ
と
､
こ
れ
こ
そ
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
と
ら
わ
れ
て
い
る
分
裂
を
克
服
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え

に
､
｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
村
し
て
､
｢
わ
れ
わ
れ
に
身
近
に
見
ら
れ
る
有
機
的
自
然
｣
と
し
て
の
｢
人
物
｣
の
描
写
を
行

う
こ
と
で
｢
自
分
の
考
え
を
整
え
る
｣
よ
う
に
､
と
勧
め
る

(
-
い
い
)
｡

37



こ
う
し
て
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
､
自
分
の
求
め
て
い
た
も
の
が
｢
人
間
の
形
姿
｣
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
な
お
夢
の
中
で
し

か
出
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
､
決
し
て
描
き
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
彼
の
試
み
は
｢
か
弱
い
子
供
の
無
力
の
努
力
｣
に
す
ぎ
な
か
っ
た
二
三
｡
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理
想
的
形
姿
と
の
出
会
い

し
か
し
､
あ
る
日
ナ
ポ
リ
郊
外
の
洞
窟
に
お
い
て
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
が
｢
燃
え
る
よ
う
な
憧
憶
に
苦
し
み
､
熱
い
涙
を
流
し
て
｣
い
る
と
､
｢
そ

の
と
き
繁
み
が
ざ
わ
め
き
､
極
め
て
壮
麗
な
女
性
の
形
姿
が
洞
窟
の
前
に
立
っ
た
｣
｡
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
そ
の
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
想

す
る
｡
｢
あ
れ
は
私
の
理
想
(
m
e
i
n
I
d
e
a
-
)
だ
っ
た
｡
あ
ま
り
の
陶
酔
に
熱
狂
し
て
私
は
そ
の
場
に
崩
れ
た
｡
そ
の
形
姿
は
親
し
げ
に
微
笑
み
な
が

ら
目
の
前
に
漂
っ
て
い
た
｡
私
の
熱
い
祈
り
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
の
だ
｣

こ
い
ご
窒
)
｡

｢
理
想
｣
と
の
出
会
い
､
こ
れ
は
芸
術
家
の
｢
熱
い
祈
り
｣
が
神
に
よ
っ
て
｢
聞
き
届
け
ら
れ
た
｣
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
､

ビ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
神
話
(
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』
第
一
〇
巻
)
と
親
近
性
を
も
っ
て
い
る
｡
だ
が
､
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
の
独

自
性
は
､
後
に
再
度
の
ビ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
的
化
身
が
生
じ
､
そ
れ
が
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
悲
劇
を
生
じ
さ
せ
る
点
に
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

に
検
討
し
ょ
う
｡

徽
は
洞
窟
か
ら
ア
ト
リ
エ
に
戻
る
と
､
｢
あ
た
か
も
神
的
力
に
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
か
の
ご
と
く
､
熱
情
的
な
生
命
を
込
め
て
､
自
分
に
現
れ

た
こ
の
世
な
ら
ぬ
女
性
(
賢
答
e
ユ
邑
s
c
b
e
W
e
i
b
)
を
〔
画
布
の
上
に
〕
魔
力
に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
(
h
e
書
目
亡
b
e
ヨ
)
｣
｡
｢
理
想
｣
と
の
出
会

い
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
画
業
を
一
変
さ
せ
る
｡
彼
は
も
は
や
｢
風
景
画
｣
に
関
心
を
示
さ
ず
､
｢
古
の
巨
匠
の
傑
作
｣
を
研
究
し
っ
つ
自
ら
｢
大

作
､
教
会
の
祭
壇
画
｣
に
専
心
し
た
が
､
そ
こ
に
は
必
ず
｢
彼
の
理
想
の
驚
嘆
す
べ
き
壮
麗
さ
を
備
え
た
形
姿
｣
が
輝
い
て
い
た
(
-
呈
｡

そ
れ
で
は
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
か
つ
て
の
分
裂
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
彼
の
画
業
の
成
功
は
､
彼
が
か
つ
て
の
分
裂
を

克
服
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
だ
が
､
｢
眉
分
に
現
れ
た
こ
の
世
な
ら
ぬ
女
性
(
計
竺
旨
e
旨
d
i
s
c
h
e
W
e
i
b
)
を
魔
力
に
よ
っ
て
生



み
出
し
た
(
h
e
コ
占
ヨ
述
u
b
e
m
)
｣
､
と
い
う
一
節
が
示
す
の
は
､
む
し
ろ
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
が
現
世
的
な
も
の
を
完
全
に
超
脱
し
た
状
況
で
あ
っ
て
､

ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
､
そ
こ
に
は
現
世
的
な
も
の
と
天
上
的
な
も
の
と
の
村
立
は
そ
の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と

を
示
唆
す
る
の
は
､
次
の
逸
話
で
あ
る
｡
人
々
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
措
く
女
性
が
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
･
T
王
女
｣
と
生
き
写
し
で
あ
る
こ
と
に
気

つ
き
､
そ
の
こ
と
を
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
自
身
に
語
る
の
だ
が
､
そ
れ
に
対
し
て
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
｡

ベ
ル
ト
ル
ト
は
､
天
上
的
な
も
の
を
卑
俗
な
地
上
的
な
も
の
に
引
き
下
げ
よ
う
(
訂
H
i
ヨ
象
s
c
b
e
5
.
旨
g
e
ヨ
e
i
n
-
r
d
i
s
c
b
e
b
e
邑
N
i
e
b
e
コ
)

(
‖
)

と
す
る
人
々
の
愚
か
な
無
駄
話
に
ひ
ど
く
怒
り
､
｢
こ
の
よ
う
な
存
在
が
地
上
を
歩
き
回
っ
た
り
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
｡
奇
跡
的
な
幻
視
の
内
に

至
高
の
も
の
が
私
に
対
し
て
開
か
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
こ
そ
､
芸
術
家
と
し
て
聖
別
(
芥
酔
顔
t
-
e
ヨ
e
旨
)
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
｣
､
と
語
っ
た
｡

二
い
土

す
な
わ
ち
､
理
想
的
形
姿
と
出
会
っ
た
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
と
っ
て
､
(
天
上
的
な
も
の
-
地
上
的
な
も
の
)
と
い
う
対
立
は
不
可
欠
な
も
の
で

あ
る
｡
す
で
に
｢
マ
ル
タ
島
人
｣
は
､
｢
〔
自
然
の
内
へ
と
〕
聖
別
さ
れ
た
者
(
d
e
r
G
e
w
e
i
h
t
e
)
は
､
自
然
の
声
を
聞
き
取
る
｣

(
】
呈
こ
と
の

必
要
性
を
語
っ
て
い
･
た
が
､
｢
聖
別
す
る
｣
と
い
う
動
詞
は
地
上
的
な
も
の
か
ら
天
上
的
な
も
の
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
､
両
者
の
融

和
な
い
し
調
和
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
→
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
と
っ
て
理
想
的
形
姿
を
現
実
と
混
同
す
る
こ
と
は
最
も
避
け
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
幸
せ
の
状
態
に
あ
っ
た
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
､
し
か
し
､
転
機
が
訪
れ
る
｡
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
ナ
ポ
リ
侵
略
に
伴
い
ナ
ポ
リ
王
国
が

解
体
す
る
(
望
｡
｢
無
政
府
状
態
｣
と
な
っ
た
ナ
ポ
リ
で
ベ
ル
ト
ル
ト
は
､
偶
然
丁
大
公
の
館
に
向
か
う
暴
徒
と
出
会
い
､
彼
も
ま
た
そ
の
館
に
出

か
け
る
｡
そ
こ
･
で
彼
は
､
暴
徒
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
｢
T
大
公
の
娘
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
に
出
会
う
｡
そ
の
女
性
､
｢
そ
れ
は
王
女
で
あ
り
､

ベ
ル
ト
ル
ト
の
理
想
で
あ
っ
た
｡
驚
惜
の
あ
ま
り
意
識
を
失
い
､
ベ
ル
ト
ル
ト
は
飛
び
か
か
っ
た
｣

二
呈
｡
こ
う
し
て
､
彼
女
を
暴
徒
か
ら
救
い39



出
し
た
と
こ
ろ
で
､
彼
自
身
が
気
を
失
う
｡

再
び
意
識
を
取
り
戻
す
と
､
脇
に
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
が
お
り
､
次
の
よ
う
に
彼
に
語
り
か
け
る
｡
｢
あ
な
た
は
私
の
た
め
に
生
き
て
い
ま
す
｡

あ
な
た
が
あ
え
て
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
､
奇
跡
の
よ
う
に
､
生
じ
ま
し
た
｡
私
は
あ
な
た
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
｡
.
あ
な
た
は
ド
イ
ツ
の
画
家
ベ

ルトルト｡あなたは私を愛し､私をあなたの美しい絵の内に請えてくれます｡1私はあなたのものでありえたかしら｡

-

で
も
今
で
は
私
は
ど
こ
で
も
常
に
あ
な
た
の
も
の
｣

(
-
い
含
｡
こ
の
よ
う
に
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
と
っ
て
の
｢
理
想
｣
は
彼
の
｢
現
実
｣
と
な
る
｡

こ
れ
は
二
度
日
の
ビ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
的
化
身
と
い
っ
て
よ
い
｡
た
だ
し
､
一
度
目
の
ビ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
的
化
身
が
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
望
ん
で
い
た

事
柄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
二
度
目
の
そ
れ
は
彼
の
｢
あ
え
て
望
ま
な
か
っ
た
｣
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡

40

あ
た
か
も
予
期
せ
ざ
る
苦
痛
が
甘
美
な
夢
を
破
壊
す
る
.
か
の
よ
う
に
､
奇
妙
な
感
情
が
､
王
女
の
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
､
ベ
ル
ト
ル
ト
を

貫
い
た
｡
だ
が
､
愛
ら
し
い
女
性
が
雪
の
よ
う
に
白
い
ふ
っ
く
ら
と
し
た
腕
で
彼
を
抱
き
し
め
た
と
き
､
そ
し
て
彼
も
ま
た
彼
女
を
激
し
く
胸
に

抱
き
寄
せ
た
と
き
､
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
甘
美
な
戟
傑
が
彼
を
襲
っ
た
｡
そ
し
て
､
最
高
の
地
上
の
快
楽
(
h
賢
b
s
t
e
E
r
d
e
已
u
s
t
)

に
う
っ
と

り
と
し
て
､
狂
っ
た
か
の
よ
う
に
叫
ん
だ
､
｢
夢
の
幻
影
で
は
な
い
､
私
が
抱
き
し
め
て
い
る
の
が
私
の
妻
だ
､
二
度
と
離
さ
な
い
｡
彼
女
は
私

の
燃
え
立
っ
た
渇
望
に
満
ち
た
憧
憶
(
m
e
5
.
e
g
亭
e
n
d
e
d
穿
t
e
n
d
e
S
e
F
s
u
c
h
t
)
を
満
た
す
〔
静
め
る
〕

(
s
t
i
-
-
e
n
)
の
だ
｣
､
と
｡
二
登

｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
と
の
二
度
日
の
出
会
い
､
そ
れ
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
と
っ
て
､
そ
れ
ま
で
の
｢
甘
美
な
夢
｣
を
｢
破
壊
｣
す
る
｢
予
期
せ

ざ
る
苦
痛
｣
で
あ
っ
た
が
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
こ
の
出
会
い
に
お
い
て
｢
最
高
の
地
上
の
快
楽
｣
へ
と
自
ら
を
向
け
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
彼
は
(
天

上
的
な
も
の
-
地
上
的
な
も
の
)
と
い
う
対
立
の
内
の
後
者
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
､
こ
の
選
択
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣

の
内
か
ら
天
上
的
な
も
の
を
求
め
る
気
持
ち
を
背
景
に
押
し
ゃ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
彼
女
は
私
の
燃
え
立
っ
た
渇
望
に
満
ち
た
憧
憶
を
満
た
す
〔
静

め
る
〕
｣
と
い
う
言
葉
は
､
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
り
)
｡



芸
術
家
と
し
て
の
挫
折

｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
と
と
も
に
ナ
ポ
リ
を
脱
出
し
｢
南
ド
イ
ツ
の
M
市
｣

〈
1
4
〉
に
到
着
す
る
｡
｢
こ
の
天
上
の
ご
と
く
美
し

い
女
性
､
彼
の
芸
術
家
と
し
て
の
至
福
の
夢
の
理
想
で
あ
る
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
が
彼
の
も
の
に
な
る
､
こ
れ
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
､
予
感
し
た
こ

と
も
な
い
よ
う
な
幸
せ
で
は
な
か
っ
た
か
｣

(
l
当
)
｡
彼
は
幸
せ
の
絶
頂
に
あ
っ
た
が
､
同
時
に
｢
M
市
に
お
い
て
大
作
を
描
く
こ
と
で
自
己
の
名

声
を
確
立
し
よ
う
｣
と
し
､
｢
マ
リ
ア
教
会
｣

の
た
め
に
祭
壇
画
を
描
く
こ
と
に
す
る
｡
と
こ
ろ
が
､
彼
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
そ
の
絵
を
描
く
こ

と
が
で
き
な
い
｡

こ
の
絵
の
純
粋
に
精
神
的
な
直
観
(
e
i
n
e
r
e
i
n
e
g
e
i
s
t
i
g
e
>
誘
C
h
a
u
u
n
g
)
を
得
よ
う
と
い
く
ら
求
め
て
み
て
も
､
無
駄
で
あ
っ
た
｡
危
機
の
内
に
あ

っ
た
か
つ
て
の
不
幸
な
時
代
と
同
様
に
､
形
姿
は
彼
の
目
の
前
で
ぼ
や
け
て
し
ま
う
｡
そ
し
て
､
天
上
の
マ
リ
ア
で
は
な
く
､
一
人
の
地
上
の
女

性
が
､
そ
れ
も
何
と
い
う
こ
と
に
彼
の
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
自
身
が
､
ぞ
っ
と
す
る
姿
に
歪
ん
で
彼
の
精
神
の
目
の
前
に
立
っ
て
い
た
｡
二
当
)

(
ほ
〉

｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
内
に
は
､
な
お
｢
画
家
｣
と
し
て
(
天
上
的
な
も
の
)
を
求
め
る
気
持
ち
は
あ
る
の
だ
が
､
先
の
｢
理
想
｣
が
(
地
上
的
な

も
の
)
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
､
も
は
や
こ
の
(
天
上
的
な
も
の
)
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
｡
つ
ま
り
､
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
と
い

う
か
つ
て
は
｢
理
想
｣
の
女
性
も
､
｢
彼
の
精
神
の
目
｣

の
前
で
は

(
つ
ま
り
､
画
家
と
し
て
の
目
か
ら
見
る
と
)
､
単
な
る
(
地
上
的
な
も
の
)

と
し
て
､
す
な
わ
ち
｢
ぞ
っ
と
す
る
姿
に
歪
ん
で
｣
現
れ
る
す
ぎ
な
車
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
彼
の
措
く
も
の
は
､
硬
直
し
生
命
を
欠
い
て
い
た
｡
ア

ン
ジ
ョ
.
-
ラ
で
さ
え
も

-

彼
の
理
想
の
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
で
さ
え
も

-
､
彼
女
が
彼
の
前
に
座
り
､
彼
が
彼
女
を
措
こ
う
と
す
る
と
､
画
布
の
上

で
は
､
ガ
ラ
ス
の
目
で
彼
を
じ
っ
と
見
据
え
る
死
ん
だ
蝋
人
形
と
な
っ
た
｣

ご
い
∞
)
｡

こ
う
し
た
状
態
は
､
あ
る
点
で
｢
か
つ
て
の
不
幸
な
時
代
｣

へ
の
逆
行
で
も
あ
る
｡
右
の
引
用
文
に
あ
る
｢
形
姿
は
彼
の
目
の
前
で
ほ
や
け
て
し
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ま
う
(
<
e
宍
h
ま
…
m
e
n
)
｣
と
い
う
表
現
や
｢
死
ん
だ
蝋
人
形
と
な
っ
た
｣
と
い
っ
た
言
葉
は
､
｢
彼
が
こ
の
天
上
の
思
考
を
想
像
力
の
内
に
つ
サ

も
う
と
す
る
と
､
こ
れ
ら
の
思
考
は
裔
の
中
に
お
け
る
よ
う
に
ほ
や
け
(
く
e
善
h
w
i
ヨ
∋
e
n
)
､
彼
が
実
際
に
描
い
た
も
の
は
す
べ
て

-

単
に
不
明

瞭
に
曖
昧
に
思
考
さ
れ
た
も
の
が
ど
れ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

ー

い
か
な
る
活
気
も
意
義
も
持
た
な
か
っ
た
｣

(
-
N
u
)
､
と
い
う
先
に
引
用
し
た

一
節
､
す
な
わ
ち
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
と
の
第
一
の
出
会
い
に
先
立
つ
危
機
の
時
代
の
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
を
描
写
し
た
一
節
に
対
応
し
て
い
る
｡

こ
う
し
て
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
も
は
や
芸
術
創
造
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
特
に
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
が
｢
男
の
子
｣
を
産
ん
で
か
ら
は
､

｢
狂
気
に
も
近
い
状
態
｣
に
陥
り
､
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
と
罪
の
な
い
子
供
を
呪
っ
た
｣
｡
彼
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
｡
｢
彼
女
は
､
私
に
姿
を
現
し

た
理
想
で
は
な
い
｡
彼
女
は
た
だ
私
を
救
い
が
た
い
堕
落
へ
と
も
た
ら
す
た
め
に
､
私
を
欺
く
べ
く
あ
の
天
上
の
女
性
の
形
姿
と
顔
を
借
り
た
の
だ
｣

二
い
∞
)
｡
こ
の
言
葉
は
､
通
常
の
意
味
に
お
い
て
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
妄
想
と
み
な
さ
れ
よ
う
が
､
し
か
し
､
字
義
通
り
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
｣
は
･
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
と
っ
て
､
た
し
か
に
一
度
日
の
出
会
い
の
際
に
は
｢
理
想
｣
で
あ
っ
た
に
せ
よ
､

二
度
日
の
出
会
い
以
後
｢
理
想
｣
で
は
な
く
｢
地
上
の
女
性
｣
に
な
り
､
彼
が
｢
理
想
｣
へ
と
高
ま
る
こ
と
を
阻
止
す
る
存
在
と
な
っ
美
(
あ
る
い

は
､
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
対
し
て
立
ち
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
)

の
で
あ
る
｡

そ
の
後
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
妻
と
子
供
と
別
れ
て
一
人
に
な
っ
て
｣
､
｢
上
部
シ
ュ
レ
ジ
ア
地
方
の
N
市
｣

(
1
6
〉
に
現
れ
る
｡
｢
M
市
｣
で

始
め
た
祭
壇
画
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
､
結
局
､
聖
母
マ
リ
ア
､
幼
子
キ
リ
ス
ト
､
洗
者
ヨ
ハ
ネ
を
完
成
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
病
に
倒
れ
､
そ
の

後
は
｢
壁
画
｣
を
措
く
こ
と
で
命
を
つ
な
い
だ
(
-
〕
0
0
⊥
い
や
)
｡

42

後
日
談

以
上
が
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
関
心
を
抱
い
た
学
生
が
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
話
を
も
と
に
記
し
た
｢
聞
書
｣

(
-
N
い
)
の
内
容
で
あ
る
｡
こ
の
後
に
､

短
い
後
日
談
が
続
く
｡



こ
の
｢
聞
書
｣
を
読
ん
だ
｢
私
｣
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
も
と
を
訪
ね
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
､
｢
あ
な
た
が
妻
子
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
｣

と
直
接
問
う
と
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
私
｣
に
そ
の
こ
と
を
否
定
し
っ
つ
そ
う
し
た
疑
い
を
か
け
た
｢
私
｣
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
〈
‖
)
､
｢
私
｣
は

そ
の
場
を
退
散
す
る
｡

｢
私
｣
が
｢
G
市
｣
を
後
に
し
て
半
年
ほ
ど
経
っ
た
と
き
､
｢
私
｣
は
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
教
授
｣
か
ら
次
の
よ
う
な
｢
手
紙
｣
を
受
け
取
る
｡
｢
ベ

ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
私
｣
が
去
っ
て
か
ら
突
然
陽
気
に
な
り
､
か
の
｢
大
祭
壇
画
｣
を
完
成
さ
せ
て
､
そ
の
後
突
然
行
方
知
ら
ず
と
な
っ
た
｡
｢
0

河
(
1
8
〉
の
岸
辺
｣
で
｢
帽
子
と
杖
｣
が
見
つ
か
.
っ
た
の
で
､
｢
彼
は
自
ら
死
を
選
ん
だ
の
だ
､
と
私
た
ち
は
信
じ
て
い
る
｣

(
-
阜
｡
こ
の
手
紙
の

言
葉
で
､
こ
の
短
篇
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
は
終
わ
る
｡

｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
の
由
来

ホ
フ
マ
ン
の
短
篇
が
主
題
と
し
て
い
る
の
は
､
こ
の
短
篇
の
冒
頭
部
分
に
示
さ
れ
る
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
の
由
来
で
あ
る
｡

｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
生
来
｢
理
想
｣

へ
の
｢
憧
憶
｣
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
ぺ
ロ
ー
マ
に
着
い
て
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
コ
レ
ッ
ジ
ョ
の
歴
史
画

を
極
め
て
｢
優
れ
た
伎
備
｣
に
よ
っ
て
模
写
し
て
も
､
そ
こ
に
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
コ
レ
ッ
ジ
ョ
に
は
認
め
ら
れ
る
｢
天
上
の
思
考
｣
が
欠
け
て
い
る

こ
と
を
自
覚
す
る
｡
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
に
対
す
る
｢
老
人
｣
の
忠
告
も
､
実
際
に
は
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
内
に
潜
在
的
に
あ
っ
た
考
え
を
顕
在
化
し

た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
｡
だ
が
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
天
上
の
思
考
｣
を
単
に
｢
夢
｣
の
内
で
実
践
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
｡
転
機
と
な
っ
た
の
は
､

ナ
ポ
リ
郊
外
の
洞
窟
に
お
け
る
｢
理
想
｣
と
の
出
会
い
で
あ
る
｡
こ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
初
め
て
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
｢
天
上
の
思
考
｣
を
｢
目

に
見
え
る
形
で
自
分
の
作
品
に
移
す
｣
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
意
味
で
､
｢
理
想
｣
と
は
(
創
造
的
芸
術
)
そ
の
も
の
で
あ
る
､
と
い

っ
て
よ
い
〈
望
｡
だ
が
､
T
大
公
の
館
に
お
け
る
こ
の
｢
理
想
｣
と
の
二
度
日
の
出
会
い
に
よ
っ
て
､
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
自
身
､
(
地
上
的
な
も
の

へ
の
愛
情
)
に
身
を
委
ね
､
｢
天
上
的
な
も
の
を
卑
俗
な
地
上
的
な
も
の
に
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
人
々
｣
の
誤
り
を
犯
す
｡
す
な
わ
ち
､
｢
理
想
｣
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は
か
う
て
の
｢
理
想
｣
.
で
は
な
く
､
単
な
る
(
地
上
的
な
も
の
)
と
な
る
｡
こ
う
し
て
1
､
一
か
つ
て
の
｢
理
想
｣

(
す
な
わ
ち
地
上
的
有
在
と
し
て
の

朋

ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
)
は
､
も
は
や
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
を
芸
術
創
造
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
逆
に
､
｢
理
想
｣

へ
の
接
近
を
阻
む
も

の
(
す
な
わ
ち
｢
悪
魔
｣
的
な
も
の
)
に
転
化
し
て
い
る
｡
だ
が
､
彼
の
中
か
ら
｢
理
想
｣

へ
の
｢
憧
憶
｣
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ゆ
､
ス

に
､
地
上
的
存
在
と
し
て
の
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
は
､
今
や
彼
の
｢
理
想
｣

へ
の
｢
憧
憶
｣
と
全
く
村
立
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

す
な
わ
ち
､
彼
は
(
無
限
な
も
の
へ
の
憧
憶
)
と
(
地
上
的
な
も
の
へ
の
愛
情
)
と
の
葛
藤
か
ら
生
t
る
危
機
､
(
無
限
な
も
の
へ
の
憧
憶
)
が
｢
悪

魔
｣
的
と
し
て
立
ち
現
れ
る
危
機
に
直
面
す
る
｡
こ
う
し
た
危
機
か
.
ら
逃
れ
.
る
た
め
に
彼
が
取
っ
.
た
解
決
策
は
､
｢
妻
と
子
供
と
別
れ
て
一
人
に
な

る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
(
地
上
的
な
も
の
へ
の
愛
情
)
を
否
定
し
､
再
び
｢
理
想
｣
.
へ
の
｢
憧
憶
｣
に
再
び
身
を
委
ね
よ
う
と
す
る

彼
の
意
志
を
示
し
て
い
る
｡
だ
が
､
｢
天
上
的
な
も
の
を
卑
俗
な
地
上
的
な
も
の
に
引
き
下
げ
｣
る
と
い
う
誤
り
を
一
旦
犯
し
て
し
ま
っ
た
以
上
､

彼
は
｢
理
想
｣

へ
の
｢
憧
慢
｣
.
へ
と
完
全
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
そ
の
た
め
に
､
彼
は
自
己
自
身
を
単
な
る
機
械
的
な
壁
画
画
家
と
限

定
す
る
こ
と
で
､
自
己
の
内
に
あ
る
(
無
限
な
も
の
へ
の
憧
慢
)
を
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
彼
は
先
の
対
立
項
の
い
ず
れ
を
も
否
定

す
る
の
で
あ
る
∵
だ
が
､
こ
の
こ
と
は
綾
の
中
か
ら
実
際
に
(
地
上
的
な
も
の
へ
の
愛
情
)
が
な
く
.
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
､
(
無
限
な
も
の
へ

の
憧
憶
)
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
彼
の
否
定
の
意
志
は
か
え
っ
て
彼
の
内
に
残
る
(
地
上
的
な
も
の
へ
の

愛
情
)
お
よ
び
(
無
限
な
も
の
へ
の
憧
憤
)
の
強
さ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
私
｣
が
｢
ベ
.
ル
ト
ル
ト
｣
の
内
に
見
出
し
た
｢
切
り
裂
く
よ

う
な
イ
ロ
ニ
ー
｣

｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
と
は
､
(
無
限
な
も
の
へ
の
憧
憶
)
に
関
し
て
､
そ
れ
を
否
定
t
よ
う
と
す
る
彼
の
意
志
と
､
彼
の
意
志

に
も
か
か
わ
ら
ず
否
定
で
き
な
い
(
憧
憤
)
の
強
さ
と
の
対
立
が
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
(
無
限
な
も
の
へ
の
憧
憤
)
を
あ
え
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
の
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
を
克
服
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う

か
｡
短
篇
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
に
即
す
る
な
ら
ば
､
最
初
に
｢
理
想
｣
と
出
会
っ
た
と
き
の
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
､
こ
の
種
の
｢
絶
望
的

イ
ロ
ニ
ー
｣
か
ら
自
由
で
あ
り
､
芸
術
創
造
に
邁
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
そ
の
七
き
の
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
､
(
天
上
的
な
も
の
-
地
上
的
な
も

の
)
の
対
立
に
つ
い
て
の
自
覚

-

こ
れ
も
ま
た
､
後
に
見
る
よ
う
に
､
ホ
フ
マ
ン
自
身
に
よ
っ
て
｢
イ
ロ
ニ
ー
｣
七
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が

-



に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
｡
両
者
の
混
同
こ
そ
が
最
も
避
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
｡

こ
う
し
た
視
点
に
立
つ
と
き
､
ホ
フ
マ
ン
が
『
ゼ
ラ
ー
ピ
オ
ン
同
人
集
』

(
一
人
一
九
年
)
に
収
め
た
二
つ
の
短
篇
､
す
な
わ
ち
｢
ア
ー
サ
ー
王

宮｣

〓
八
一
.
七
年
初
出
)
お
よ
び
｢
フ
ァ
ー
ル
ン
の
鉱
山
｣

(
一
人
一
九
年
)
が
注
目
に
債
す
る
｡

｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣
の
主
人
公
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
は
､
絵
心
を
持
ち
つ
つ
も
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
の
商
人
と
し
て
働
い
て
お
り
､
協
同
事
業
者
ロ
ー
ス
の
娘

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
だ
が
､
彼
は
る
る
と
き
同
市
の
ア
ー
サ
ー
王
宮
に
か
か
っ
て
い
る
絵
に
措
か
れ
た
人
物
が
そ

の
ま
ま
現
実
化
し
た
よ
う
な
人
物
(
画
家
ベ
ル
ク
リ
ン
ガ
ー
)
と
出
会
っ
て
絵
画
へ
の
情
熱
を
駆
り
立
て
ら
れ
､
こ
う
し
て
息
子
と
二
人
で
住
ん
で

い
る
こ
の
画
家
の
家
に
出
か
け
る
の
だ
が
､
そ
こ
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
女
性
像
に
恋
心
を
抱
く
｡
こ
の
息
子
か
ら
､
そ
の
理
想
的
と
も
い
う
べ
き
女

性
は
自
分
の
姉
妹
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
で
あ
り
､
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
､
と
聞
か
さ
れ
る
が
､
し
か
し
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
は
あ
る
日
こ

の
画
家
の
家
で
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
と
出
会
い
､
自
分
の
恋
人
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
る
｡
自
分
の
娘
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
が
存
命
で

あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
た
画
家
は
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
を
追
い
出
す
と
と
も
に
､
娘
と
と
も
に
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
を
離
れ
る
｡
ト
ラ
ウ
ゴ
ツ
ト
は
､
画
家
の
家
で

何
度
も
会
っ
て
い
た
少
年
が
実
は
自
分
が
恋
心
を
抱
い
て
い
た
女
性
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
の
男
装
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
､
こ
の
男
装
は
､
フ
ェ
リ
ー

ツ
ィ
タ
ス
が
あ
る
男
性
と
恋
の
絆
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
や
い
な
や
父
ベ
ル
ク
リ
ン
ガ
ー
は
死
ぬ
､
と
い
う
予
言
に
よ
っ
て
父
ベ
ル
ク
リ
ン
ガ
ー
が
行

わ
せ
て
い
た
こ
と
､
そ
し
て
､
娘
の
存
在
を
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
に
知
ら
れ
た
父
ベ
ル
ク
リ
ン
ガ
ー
は
娘
と
と
も
に
ソ
レ
ン
ト
に
出
か
け
た
こ
と
を
聞
か

さ
れ
､
自
ら
も
こ
の
理
想
の
女
性
を
求
め
て
ソ
レ
ン
ト
ヘ
向
か
う
｡
そ
の
途
中
､
占
-
マ
で
は
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
に
似
た
女
性
に
出
会
う
が
､
そ

れ
は
全
く
別
人
の
ド
リ
ー
ナ
で
あ
る
｡
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
は
彼
女
に
惹
か
れ
､
彼
女
を
妻
に
し
た
い
､
と
い
う
気
持
ち
を
も
持
つ
の
だ
が
､
し
か
し
結

局
は
理
想
像
と
し
て
の
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
を
求
め
て
ソ
レ
ン
ト
へ
と
向
か
い
､
そ
し
て
再
び
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
に
戻
る
｡
だ
が
､
そ
こ
で
彼
を
待
っ
て

い
た
の
は
､
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
は
イ
タ
リ
ア
の
ソ
レ
ン
ト
で
は
な
く
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
郊
外
の
別
荘
｢
ソ
レ
ン
ト
｣
に
い
た
こ
と
､
そ
し
て
マ
テ
ー
ジ

ウ
ス
刑
事
顧
問
官
と
結
婚
し
多
く
の
子
供
を
も
う
け
て
い
る
､
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
事
実
を
知
っ
た
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
は
次
の
よ
う
に
叫
ぶ
｡

｢
違
う
､
彼
女
〔
マ
テ
ー
ジ
ウ
ス
夫
人
〕
は
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
で
は
な
い
｡
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
､
彼
女
は
天
上
の
ご
と
き
像
(
H
ぎ
ヨ
e
-
s
b
ニ
d
)
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で
あ
り
､
私
の
胸
の
内
に
無
限
の
憧
憤
(
e
i
n
5
e
n
d
-
i
c
h
S
e
ぎ
e
n
)
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
､
そ
し
て
私
は
こ
の
像
を
求
め
て
遠
く
の
地
に
ま
で
出
か
け

た
の
だ
､
こ
の
像
を
私
の
前
に
､
常
に
私
の
前
に
､
い
わ
ば
甘
美
な
希
望
の
内
に
光
り
燃
え
上
が
る
幸
運
の
星
の
ご
と
く
眺
め
つ
つ
｡
…
…
明
ら
か

に
運
命
が
私
を
捉
え
た
の
だ
が
､
私
の
ま
な
ざ
し
が
曇
っ
て
い
た
た
め
に
私
は
よ
り
高
次
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
､
そ
し
て
私

は
不
遜
に
も
､
い
に
し
え
の
巨
匠
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
生
命
を
持
つ
に
い
た
り
私
に
向
か
っ
て
き
た
も
の
〔
理
想
と
し
て
の
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
〕

は
私
に
等
し
い
〔
地
上
的
な
〕
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
地
上
の
瞬
間
の
貧
弱
な
存
在
へ
と
引
き
下
げ
る
(
b
e
邑
N
i
e
h
e
n
)

垂
こ
と
が
で
き
る
､
と

思
い
こ
ん
で
い
た
｡
し
か
し
､
そ
う
で
は
な
い
､
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
､
私
は
君
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
､
君
は
常
に
僕
の
も
の
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､

君
は
僕
の
中
に
生
き
て
い
る
創
造
的
芸
術
(
d
i
e
s
c
h
a
詩
n
d
e
芥
岳
t
盲
5
･
m
i
r
i
e
b
t
)
な
の
だ
か
ら
｡
今
よ
う
や
く
僕
は
君
の
こ
と
を
認
識
し
た
｣
(
Ⅰ
<
-

N
O
u
･
N
O
含
｡
こ
の
認
識
に
目
覚
め
た
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
は
､
自
分
を
待
つ
ド
リ
ー
ナ
の
も
と
に
出
か
け
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
短
篇
で
は
､
フ
ェ
リ
ー

ツ
ィ
タ
ス
が
現
実
の
次
元
か
ら
全
く
の
理
想
の
次
元
へ
と
置
き
入
れ
ら
れ
､
そ
の
こ
と
に
伴
っ
て
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
と
い
う
理
想
と
ド
リ
ー
ナ
と

いう現実-あるいは｢精神的な像｣と｢愛し.い妻｣

(N阜

{聖

-
と
が
峻
別
さ
れ
る
､
か
つ
､
両
者
は
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
に
と
っ
て

両
立
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
と
閑
適
づ
け
る
な
ら
ば
､
最
初
に
出
会
っ
た
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
と
二
度
日
に
出
会

っ
た
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
が
､
｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣
で
は
､
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
と
ド
リ
ー
ナ
と
い
う
二
人
の
別
人
格
を
取
っ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
｡
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
､
ト
ラ
ウ
ゴ
ツ
ト
は
両
者
の
混
同
と
い
う
誤
り
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
の
冒

頭
部
分
に
お
け
る
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
態
度
が
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
こ
う
し
た
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
の

態
度
は
ホ
フ
マ
ン
に
よ
っ
て
｢
深
い
イ
ロ
ニ
ー
(
e
5
.
e
t
i
e
許
l
訂
n
i
e
)
｣

(
N
O
か
)
な
い
し
｢
深
く
お
も
し
ろ
い
フ
モ
ー
ア
の
生
み
出
さ
れ
る
イ
ロ
ニ

ー｣

(
N
O
チ
N
O
｣
)

と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

『
ゼ
ラ
ビ
オ
ン
同
人
集
』
に
お
い
て
こ
の
｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣
に
続
く
短
篇
が
｢
フ
ァ
ー
ル
ン
の
鉱
山
｣
で
あ
る
｡
元
来
船
乗
り
で
あ
っ
た
主
人

公
エ
ー
リ
ス
は
､
あ
る
老
人
と
の
偶
然
の
出
会
い
か
ら
飯
山
に
惹
か
れ
て
フ
ァ
ー
ル
ン
の
鉱
山
に
や
っ
て
き
て
､
あ
る
親
方
の
も
と
で
働
く
｡
彼
は

こ
の
親
方
の
娘
エ
ッ
ラ
と
恋
仲
と
な
り
､
結
婚
を
約
束
す
る
｡
だ
が
､
先
の
老
人
は
エ
ー
リ
ス
が
こ
の
よ
う
に
地
上
的
な
も
の
に
惹
か
れ
続
け
て
い
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る
こ
と
を
非
難
し
､
エ
ー
リ
ス
を
ひ
た
す
ら
地
下
の
世
界
へ
と
誘
う
｡
そ
し
て
､
エ
ー
リ
ス
も
ま
た
こ
の
.
老
人
の
言
葉
に
従
い
､
つ
い
に
鉱
山
の
中

で
｢
鉱
山
の
女
王
｣
と
出
会
う
(
あ
る
い
は
､
出
会
っ
た
と
信
じ
込
む
)
｡
｢
彼
は
乙
女
た
ち
を
見
た
､
そ
し
て
､
力
強
い
女
王
の
高
貴
な
顔
を
眺

め
た
｡
彼
女
は
彼
を
掴
み
､
引
き
下
ろ
し
､
そ
し
て
胸
に
抱
き
し
め
た
｣

(
N
い
N
)
｡
こ
の
出
会
い
は
､
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
に
お
け
る
理

想
と
の
第
一
の
出
会
い
に
､
あ
る
い
は
｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣
に
お
け
る
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
と
の
出
会
い
に
対
応
す
る
｡
だ
が
､
そ
こ
か
ら
の
帰
結

は
上
述
の
二
つ
の
短
篇
の
場
合
と
は
異
な
る
｡
｢
彼
に
は
､
自
分
が
二
人
に
別
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
｡
そ
し
て
､
よ
り
よ
い
自
己
､
本
来

の
自
己
は
地
球
の
中
心
点
へ
と
降
り
立
ち
女
王
の
腕
の
中
で
休
ら
っ
て
い
る
の
に
対
し
､
フ
ァ
ー
ル
ン
で
は
自
分
は
薄
暗
い
寝
床
を
探
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
｣

(
N
い
ぃ
)
｡
す
な
わ
ち
､
(
地
上
の
も
の
-
地
中
の
も
の
)
と
い
う
対
立
ゆ
え
に
エ
ー
リ
ス
は
二
重
人
格
状
態
に
陥
り
､
か
つ
､

前
者
を
否
定
し
て
後
者
を
真
の
自
己
に
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
｡
無
論
､
こ
の
こ
と
は
エ
ー
リ
ス
と
他
の
人
々
(
す
な
わ
ち
､
地
上
的
な
原
理
の
も

と
に
生
き
て
い
る
人
々
)
と
の
間
に
乱
轢
を
生
じ
さ
せ
る
｡
鉱
山
の
奥
に
｢
豊
か
な
鉱
脈
を
発
見
｣
し
た
と
信
じ
る
エ
ー
リ
ス
は
､
同
僚
か
ら
そ
れ

が
実
際
に
は
｢
何
も
含
ま
な
い
岩
塊
｣
に
す
ぎ
な
い
と
聞
か
さ
れ
て
も
､
次
の
よ
う
に
答
え
る
｡
｢
も
ち
ろ
ん
自
分
だ
け
が
秘
め
た
徴
を
､
す
な
わ

ち
〔
地
底
の
〕
女
王
自
身
の
手
が
岩
地
に
刻
み
込
ん
だ
意
味
深
長
な
文
字
を
理
解
で
き
る
｡
こ
の
徴
が
理
解
で
き
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
り
､
こ
の
徴

が
告
げ
知
ら
し
て
い
る
も
の
を
明
る
み
に
出
す
〔
採
掘
す
る
〕
必
要
は
な
い
｣

(
N
u
u
)
｡
結
局
エ
ー
リ
ス
は
エ
ッ
ラ
と
の
婚
礼
の
当
日
に
地
底
の
女

王
に
会
い
に
鉱
山
に
向
か
い
､
落
盤
事
故
で
命
を
落
と
す
｡
こ
の
短
篇
に
お
い
て
､
エ
ー
リ
ス
は
､
(
地
上
の
も
の
-
地
中
の
も
の
)
と
い
う
二
項

の
内
の
前
者
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
両
者
の
対
立
に
つ
い
て
の
自
覚

-

す
な
わ
ち
｢
深
い
イ
ロ
ニ
ー
｣
の
意
識

-

を
失
う
｡
こ
の
こ
と

は
ま
た
同
時
に
､
(
地
中
の
も
の
)
が
(
理
想
)
と
し
て
の
位
置
を
失
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
が
､
芸
術
家
と
し
て
成
功
し
て

い
た
と
き
の
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
､
お
よ
び
｢
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
｣
が
自
己
の
内
に
生
き
て
い
る
｢
創
造
的
芸
術
｣
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識

し
た
と
き
の
｢
ト
ラ
ウ
ゴ
ツ
ト
｣
と
の
本
質
的
な
相
違
で
あ
る
｡

以
上
の
考
察
が
示
す
よ
う
に
､
ホ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
､
(
天
上
的
な
も
の
ー
地
上
的
な
も
の
)
の
対
立
は
｢
芸
術
｣
の
存
在
に
よ
っ
て
可
能
に
な

る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
理
想
｣
は
た
だ
｢
芸
術
｣
と
い
う
次
元
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
｢
現
実
｣
.
の
次
元
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
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と
す
る
こ
と
も
､
あ
る
い
は
｢
現
実
｣
を
否
定
し
て
た
だ
｢
理
想
｣
に
自
己
を
同
一
化
す
る
こ
七
も
､
｢
理
想
｣
を
非
理
想
化
す
る
過
ち
を
意
味
す

る
｡
･

48

ロ
マ
ン
的
芸
術
観
の
中
の
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣

最
後
に
､
以
上
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
ホ
フ
マ
ン
の
芸
術
観
が
当
時
の
ロ
マ
ン

(
主
義
)

的
芸
術
観
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
い
か
な
る
特
徴

を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
､
と
り
わ
け
シ
.
エ
リ
ン
グ
の
芸
術
哲
学
と
の
連
関
に
着
目
し
つ
つ
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
〈
空
｡

芸
術
家
は
単
に
自
己
の
機
械
的
技
術
に
基
づ
い
て
単
な
る
自
然
の
外
面
を
機
械
的
に
模
倣
す
べ
き
で
は
な
く
､
自
ら
の
｢
精
神
｣
に
よ
っ
て
､
｢
自

然
の
精
神
(
N
巴
弓
g
e
i
s
t
)

-

す
な
わ
ち
､
事
物
の
内
面
で
作
用
し
､
い
わ
ば
象
徴
(
S
i
弓
b
i
-
d
)

{
空
を
介
し
て
の
よ
う
に
形
式
､
形
態
を
介
し
て

語
る
自
然
の
精
神

-

｣
と
｢
競
合
｣
し
そ
れ
を
｢
模
倣
｣
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
か
つ
､
｢
自
然
は
そ
の
仝
多
様
性
を
人
間
の
内
に
再
び
繰
り

返
し
て
い
る
｣

の
で
あ
る
か
ら
､
｢
芸
術
｣
は
､
｢
自
然
の
精
神
｣
が
最
終
的
に
生
み
出
し
た
｢
人
間
｣

へ
と
自
ら
を
集
中
さ
せ
､
そ
こ
に
お
い
て

｢
自
然
の
精
神
と
競
合
｣
す
れ
ば
よ
い
､
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
講
演
『
自
然
に
対
す
る
造
形
芸
術
の
関
係
に
つ
い
て
』

(
一
八
〇
七
年
)

に
見
ら

れ
る
考
え
(
S
c
h
e
宇
摩
≦
l
}
N
葺
い
○
-
}
い
O
u
)
､
そ
れ
が
ホ
フ
マ
ン
の
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
会
｣
の
中
に
読
み
取
れ
る
こ
と
は
あ
え
て
指
摘
す
る

ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
､
シ
ェ
リ
ン
グ

ー

と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
｢
同
一
哲
学
｣
期
(
一
八
〇
一
年
以
後
)

の

シ
ェ
リ
ン
グ

ー

の
美
学
理
論
の
内
に
見
ら
れ
る
古
代
の
芸
術
と
近
代
の
芸
術
と
の
対
立

-

そ
れ
は
ま
た
､
ホ
フ
マ
ン
の
｢
G
市
の
イ
エ
ズ
ス
会

教
会
｣
の
冒
頭
部
分
の
｢
私
｣
と
｢
ヴ
ア
ル
タ
ー
｣
教
授
の
対
話
に
お
い
て
も
主
題
と
な
っ
て
い
た
が
･
-
｣
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
｡

シ
ェ
リ
ン
グ
は
､
初
期
の
『
自
然
哲
学
へ
の
考
案
』

(
一
七
九
七
年
)
に
お
い
て
す
で
に
､
｢
自
然
は
目
に
見
え
る
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､

精
神
は
日
に
見
え
な
い
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

(
-
-
㌦
已
､
と
述
べ
､
｢
直
観
と
概
念
､
形
式
と
対
象
､
理
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
｣

という｢根源的には同こであるところのものの間に｢分離｣を設けることを目指す｢反省哲学｣1いわゆる近代的な二元



論
的
立
場

-

を
批
判
し
て
い
た
(
ミ
)
｡
シ
ェ
リ
ン
グ
が
｢
根
源
的
に
は
同
こ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
を
｢
分
離
｣
さ
せ
る
｢
反
省
哲
学
｣

を
批
判
す
る
と
き
､
そ
こ
で
は
こ
の
分
離
に
先
立
つ
時
代
､
す
な
わ
ち
古
代
ギ
リ
シ
ア
が
一
つ
の
理
想
と
み
な
さ
れ
て
い
る
{
空
｡
だ
が
､
シ
ェ
リ

ン
グ
は
同
時
に
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
の
持
つ
あ
る
種
の
限
界
を
も
指
摘
す
る
｡
『
学
問
論
』

〓
八
〇
三
年
)
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
｡

｢
自
然
の
象
徴
に
お
け
る
よ
う
に
､
ギ
リ
シ
ア
の
詩
に
お
い
て
も
､
知
的
世
界
〔
す
な
わ
ち
理
念
的
世
界
〕
は
い
わ
ば
芽
の
内
に
な
お
閉
ざ
さ
れ
て

い
た
､
つ
ま
り
､
村
象
に
お
い
て
は
隠
れ
､
主
体
に
お
い
て
は
語
り
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｣

(
<
-
N
∞
や
)
｡
こ
の
後
者
の
立
場
は
い
か
に
し
て
成

立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
の
限
界
へ
の
意
識
が
生
ま
れ
た
の
は
､
い
わ
ゆ
る
｢
同
一
哲
学
｣
期
の
こ
と
で
あ
る
垂
｡
｢
同
一
哲
学
｣
期
の
シ
ェ
リ

ン
グ
に
よ
れ
ば
､
｢
実
在
的
な
も
の
｣
と
｢
理
念
的
な
も
の
｣
､
｢
自
然
｣
と
｢
自
由
｣
と
い
っ
た
対
立
項
は
｢
絶
対
者
｣
の
内
に
あ
っ
て
は
絶
対

的
に
同
一
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
一
方
の
対
立
項
が
他
方
の
対
立
項
に
対
し
て
｢
優
位
｣
を
占
め
る
と
こ
ろ
に
｢
有
限
な
も
の
｣
が
､
ま
た
｢
有
限

な
も
の
｣
相
互
の
対
立
が
成
立
す
る
｡
こ
の
対
立
は
､
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
､
｢
異
教
｣
と
｢
キ
リ
ス
ト
教
｣
､
な
い
し
｢
古
代
世
界
｣
と
｢
近

代
キ
リ
ス
ト
教
世
界
｣
と
い
っ
た
形
態
を
と
る
(
至
芸
呈
｡
こ
う
し
た
体
系
朝
枠
組
み
を
前
提
と
し
つ
つ
､
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
｡
｢
無
限
な
も
の
は
ど
こ
に
お
い
て
も
無
限
な
も
の
と
し
て
は
現
れ
な
い
｡
無
限
な
も
の
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る

が
､
し
か
し
た
だ
村
象
に
お
い
て
存
在
し
､
素
材
と
結
び
つ
い
て
お
り
､
ホ
メ
ロ
ス
の
歌
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
詩
人
の
反
省
の
内
に
存
在
す
る

こ
と
は
な
い
｡
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
は
な
お
共
通
の
覆
い
の
も
と
に
休
ら
っ
て
い
る
｣

(
畠
豆
｡
す
な
わ
ち
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
｢
無

限
性
｣
は
有
限
な
も
の
に
従
属
す
る
限
り
で
の
｢
質
料
的
無
限
性
｣
に
す
ぎ
な
い
｡
他
面
､
｢
無
限
な
も
の
を
直
接
的
に
そ
れ
自
体
と
し
て
目
指
す
｣

(N00空

こ
と
は
､
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
特
質
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
｢
有
限
な
も
の
は
､
無
限
な
も
の
の
象
徴
と
し
て
自
己

自
身
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
､
た
だ
無
限
な
も
の
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
､
無
限
な
も
の
.
に
全
く
下
属
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｣

(
i
b
i
d
し
｡
こ
う
し
て
､
｢
実
在
的
な
も
の
｣
と
｢
理
念
的
な
も
の
｣
､
｢
自
然
｣
と
｢
自
由
｣
の
対
比
は
｢
象
徴
｣
と
.
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
の
対
比

と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
｡
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こ
こ
で
重
要
な
点
は
､
古
代
世
界
か
ら
近
代
世
界
へ
の
移
行
に
応
じ
て
｢
自
然
｣
そ
れ
自
体
も
ま
た
｢
象
徴
｣
と
し
て
の
自
然
か
ら
｢
ア
レ
ゴ
リ

ー
｣
と
し
て
の
自
然
へ
と
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
『
学
問
論
』
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
異
教
に
お
い
て
は
自
然

が
顕
現
し
て
い
る
の
に
村
し
､
理
念
的
世
界
は
秘
儀
と
し
て
後
退
し
て
い
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
理
念
的
世
界
が
啓
示
さ

れ
る
〔
顕
現
す
る
〕
に
応
じ
て
､
自
然
は
神
秘
と
し
て
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
つ
ま
り
､
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
､
自
然
は
直
接
的
に
､
そ

れ
自
体
に
お
い
て
神
的
で
あ
っ
た
､
と
い
う
の
も
ギ
リ
シ
ア
人
の
神
々
は
自
然
外
在
的
で
も
超
自
然
的
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
〔
と
こ
ろ
が
〕

近
代
世
界
に
と
っ
て
自
然
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
､
近
代
世
界
は
自
然
を
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
､
不
可
視
的
な
精
神
的
世
界
の

比
喩
(
G
l
m
i
c
ぎ
i
s
)
と
し
て
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
｣

(
<
-
N
0
0
や
)
｡
(
意
味
す
る
も
の
)
と
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
の
関
係
に
即
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の

議
論
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡
古
代
世
界
に
お
い
て
は
､
(
意
味
す
る
も
の
)
と
し
て
の
｢
自
然
｣
は
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)

と
し
て
の
｢
神
々
｣
を
自
己
の
内
に
内
在
さ
せ
て
い
る
ゆ
え
に
､
(
意
味
す
る
も
の
)
と
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
は
一
体
化
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
｢
普

遍
的
な
も
の
と
特
殊
な
も
の
が
絶
対
的
に
一
つ
で
あ
る
｣

(
全
ヨ
)
と
こ
ろ
の
｢
象
徴
｣
が
成
り
立
つ
｡
｢
象
徴
｣
と
し
て
の
自
然
と
は
､
自
然
が
そ

れ
自
体
直
接
的
に
有
意
味
的
で
あ
る
よ
う
な
神
的
自
然
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
他
面
､
近
代
世
界
に
お
い
て
は
､
(
意
味
す
る
も
の
)
･
と
し
て
の
｢
自

然
｣
は
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
を
自
己
自
身
の
内
に
内
在
さ
せ
て
い
な
い
｡
む
し
ろ
､
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
は
｢
理
念
的
世
界
｣
で
あ
る
か
ら
､

(
意
味
す
る
も
の
)
と
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
は
乗
離
し
､
そ
れ
ぞ
れ
｢
自
然
的
な
も
の
｣
と
｢
自
然
外
在
的
に
し
て
超
自
然
的
な
も
の
｣
と
い
う

異
な
る
次
元
に
位
置
す
る
｡
こ
れ
は
｢
特
殊
な
も
の
が
普
遍
的
な
も
の
を
意
味
す
る
｣

(
会
｣
)
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
に
ほ
か
な
ら

な
い
｡
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
と
し
て
の
自
然
こ
そ
が
､
初
め
て
｢
不
可
視
な
精
神
的
世
界
｣
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
〈
讐
｡

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
の
限
界
と
は
､
そ
れ
が
｢
象
徴
｣
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
､
｢
不

可
視
な
精
神
的
世
界
｣
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
指
し
示
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
｢
象
徴
｣
的
芸
術
の
限
界
を
超
え
る
も
の
と
し

て
彼
は
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
的
な
芸
術
の
可
能
性
に
言
及
す
る
｡
た
だ
し
､
｢
同
一
哲
学
｣
を
標
模
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
は
､
あ
く
ま
で
も
(
意
味
す
る

も
の
)
と
(
意
味
さ
れ
る
も
の
)
と
が
同
一
で
あ
る
｢
象
徴
｣
を
重
視
し
､
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
に
対
し
て
は
従
属
的
な
位
置
し
か
認
め
な
い
｡
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あ
る
呈
示
に
お
い
て
普
遍
が
特
殊
を
意
味
(
b
e
d
e
u
t
e
n
)
す
る
､
あ
る
い
は
特
殊
が
普
遍
を
通
し
て
直
観
さ
れ
る
な
ら
ば
､
こ
の
呈
示
は
図
式

で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
あ
る
呈
示
に
お
い
て
特
殊
が
普
遍
を
意
味
す
る
､
あ
る
い
は
普
遍
が
特
殊
を
通
し
て
直
観
さ
れ
る
な
ら
ば
､
こ
の
呈
示
は
ア
レ
ゴ

リ
ー
的
で
あ
る
｡

両
者
の
綜
合
､
す
々
わ
ち
普
遍
が
特
殊
を
意
味
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
､
特
殊
が
普
遍
を
意
味
す
る
の
で
も
な
く
､
普
遍
と
特
殊
が
絶
対
的
に

一
つ
で
あ
る
(
e
i
n
s
s
e
i
コ
)
と
き
､
そ
れ
は
象
徴
的
な
も
の
(
d
a
s
S
y
∋
b
O
】
i
s
c
h
e
)
で
あ
る
｡
(
会
｣
)

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
古
代
世
界
に
お
い
て
は
｢
そ
れ
自
体
に
お
い
て
神
的
｣
で
あ
る
と
こ
ろ
の
｢
自
然
｣

-

す
な
わ
ち
自
己

自
身
の
内
に
理
念
的
な
も
の
を
内
在
さ
せ
て
い
る
自
然

-

が
｢
理
念
的
世
界
｣
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
顕
現
さ
せ
な
い
の
に
対
し
､
近
代
世
界
に

お
け
る
｢
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
｣
自
炊
ご
そ
｢
不
可
視
な
精
神
的
世
界
の
比
喩
｣
と
な
る
､
と
い
う
自
然
哲
学
上
の
逆
説
に
対
応
し
て
､
シ
ェ
リ
ン
グ

の
芸
術
哲
学
は
､
｢
象
徴
｣
と
し
て
の
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
を
芸
術
に
対
し
て
要
求
し
っ
つ
も
､
こ
う
し
た
芸
術
の
限
界
を
指
摘
し
､
｢
ア
レ
ゴ

リ
ー
｣
的
芸
術
の
可
能
性
を
も
探
る
､
と
い
う
二
重
性
を
有
す
る
｡
こ
の
二
重
性
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
芸
術
哲
学
に
内
的
緊
張
を
生
み
出
す
が
､
し
か

し
､
こ
の
二
重
性
は
｢
同
一
哲
学
｣
の
枠
の
内
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
､
決
し
て
全
く
対
立
す
る
二
つ
の
原
理
と
克
っ
て
乗
離
す
る
こ
と
は

な
い
｡こ
う
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
論
を
背
景
と
し
つ
つ
ホ
フ
マ
ン
の
短
篇
を
眺
め
返
す
な
ら
ば
､
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
な
お
そ
の
間
の
｢
紐
帯
｣

が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
｢
自
然
｣
と
｢
精
神
｣
が
､
ホ
フ
マ
ン
に
お
い
て
は
完
全
に
断
ち
切
ら
れ
､
｢
理
想
｣
が
｢
現
実
｣
か
ら
乗
離

し
た
､
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
｡
シ
ェ
リ
ン
グ
が
古
代
芸
術
の
内
に
認
め
た
｢
象
徴
｣
の
限
界
は
､
ホ
フ
マ
ン
に
お
い
て
は
､
｢
絶
望
的

イ
ロ
ニ
ー
｣
と
し
て
姿
を
現
し
､
シ
ェ
リ
ン
グ
が
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
的
芸
術
と
し
て
示
唆
し
た
も
の
は
､
ホ
フ
マ
ン
に
お
い
て
は
､
｢
理
想
｣
と
｢
現

実
｣
の
対
立
の
意
識
を
前
提
と
す
る
｢
深
い
イ
ロ
ニ
ー
｣

へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
自
然
と
精
神
の
同
一
性
を
求
め
て
き
た
ロ
マ
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ン
主
義
が
自
己
の
不
可
能
性
を
自
覚
し
っ
つ
も
､
｢
深
い
イ
ロ
ニ
ー
｣
の
内
に
自
己
の
最
後
の
可
能
性
を
求
め
た
､
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
5
2

(1)ホフマンからの引用は､Deu宮herK】邑k｡r<eユag版著作集E･→･A･〓｡穿aココ㍍ぜt-icheWerkeiコSeChsB師邑eコ〕h轟く｡コWu-rSegeb頭ht

u
コ
d
H
a
ユ
ヨ
u
t
S
t
旨
e
c
k
2
n
t
e
r
M
i
雪
b
e
i
t
<
O
n
G
邑
a
己
A
ニ
r
O
g
g
e
n
u
コ
d
U
望
-
a
S
a
g
e
b
r
e
c
h
t
に
よ
り
､
巻
数
､
頁
数
を
本
文
に
記
す
｡
な
お
､
r
ホ
フ
マ
ン
全

集』

(
深
田
甫
訳
､
創
土
社
)
､
r
ホ
フ
マ
ン
短
篇
集
｣

(
池
内
紀
編
訳
､
岩
波
文
庫
､
一
九
八
四
年
)
､
お
よ
び
｢
ホ
フ
マ
ン
Ⅲ
】

(
前
川
道
介
訳
､
国
書

刊
行
会
､
一
九
八
九
年
)

に
収
め
ら
れ
た
邦
訳
を
参
照
し
た
｡

(
2
)
ホ
フ
マ
ン
の
い
う
｢
絶
望
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
初
期
ロ
マ
ン
派
の
｢
ロ
マ
ン
的
イ
ロ
ニ
ー
｣
と
の
関
連
に
お
い
て
解
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
が
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
末
尾
で
簡
単
に
触
れ
る
｡

(
3
)
前
記
著
作
集
の
編
者
註
で
は
､
こ
の
作
品
が
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
学
問
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
､
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(
声
蓋
ヱ
､
そ
う
し
た

事
情
は
そ
の
後
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ
の
短
篇
に
関
す
る
最
も
詳
細
な
研
究
は
お
そ
ら
く
S
t
e
夢
n

R
i
n
g
e
】
-
R
e
a
H
昏
u
コ
d

Eiヲ

bi】duコgSkra空ヨWe斉E.→.A.HO字一aコ⊃SuK望ミ宅eiヨa⊇ie三遷｣-S.NNチN畠であり､筆者もそこから多くの示唆を受けた｡

(
4
)

こ
れ
は
若
き
ホ
フ
マ
ン
が
一
時
期
住
ん
だ
こ
と
も
あ
る
グ
ロ
ー
ガ
ウ
(
現
在
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
ゴ
ル
ゴ
フ
)

の
こ
と

(
悪
声
や
害
)
｡

(
5
)
リ
ン
ゲ
ル
は
こ
の
対
話
に
基
づ
い
て
､
｢
私
｣
は
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
内
に
｢
無
限
な
も
の
へ
の
憧
慣
が
有
限
な
仕
方
で
現
象
し
た
形
式
｣
を
見
て
取
っ
て
お
り
､

そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
ゴ
∴
ン
ッ
ク
建
築
に
対
し
て
象
徴
的
性
質
を
認
め
て
い
る
｣

(
O
p
.
C
i
t
.
一
S
.
ぃ
ぃ
ゴ
､
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
う
し
た
解
釈
は
ホ
フ
マ
ン
自
身
の

｢
象
徴
｣
と
い
う
語
の
用
法
と
は
全
く
一
致
し
な
い
｡
個
々
の
場
面
に
関
す
る
リ
ン
ゲ
ル
の
解
釈
は
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
､
し
か
し
､
｢
私
｣

の
芸
術
観
に
｢
象
徴
的
｣
特
質
を
見
出
し
､
そ
れ
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
象
徴
理
論
と
結
び
つ
け
る
点
に
お
い
て
(
S
.
N
い
こ
､
正
確
さ
を
欠
い
て
い
る
｡
む
し
ろ
､

シ
ェ
リ
ン
グ
の
用
語
法
に
即
す
る
な
ら
ば
､
｢
私
｣
の
芸
術
観
は
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
｣
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
｡

(
6
)
こ
う
し
た
筋
立
て
は
初
期
ロ
マ
ン
主
義
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
｡
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
･
ハ
イ
ン
リ
ヒ
･
ヴ
ア
ツ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
(
一
七
七
三
-
九
八
年
)
の
冒
冨

術
を
愛
す
る
一
修
道
僧
の
心
情
吐
露
｣

(
一
七
九
六
年
)
に
収
め
ら
れ
た
｢
ロ
ー
マ
在
住
の
若
い
ド
イ
ツ
画
家
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
友
人
に
宛
て
た
手
紙
｣
､

あ
る
い
は
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
:
ア
ィ
ー
ク
(
一
七
七
三
-
一
八
五
三
年
)

の
｢
フ
ラ
ン
ツ
･
シ
ュ
テ
ル
ン
バ
ル
ト
の
さ
す
ら
い
』

(
一
七
九
八
年
)
な
ど
が
そ
の

典
型
例
で
あ
る
｡

(
7
)
ヤ
ー
コ
プ
･
フ
ィ
ー
リ
ッ
プ
･
ハ
ッ
ケ
ル
ト
(
一
七
三
七
-
｣
八
〇
七
年
)
｡
一
七
六
人
年
以
後
ロ
ー
マ
に
在
住
､
八
六
年
以
後
は
ナ
ポ
リ
の
宮
廷
画
家
と
な



(
8
)

(
9
)

(
川
)

(
‖
)

(12)(13)
( 〈

1514
)

ヽ-.-′■

る
｡
八
七
年
に
ゲ
ー
テ
は
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
際
に
彼
と
知
り
合
い
､
後
に
一
八
一
一
年
に
伝
記
作
品
｢
フ
ィ
ー
リ
ッ
プ
･
ハ
ッ
ケ
ル
ト
』
を
公
刊
す
る
｡
ハ
ッ

ケ
ル
ト
に
関
す
る
ホ
フ
マ
ン
の
記
述
は
､
こ
の
ゲ
ー
テ
の
著
作
に
従
っ
て
い
る
(
以
上
の
デ
ー
タ
は
D
<
K
版
著
作
集
(
蓋
0
0
u
遥
い
)

に
よ
る
)
｡
な
お
､
ゲ
ー

テ
の
r
イ
タ
リ
ア
紀
行
｣
に
は
､
｢
ハ
ッ
ケ
ル
ト
は
自
然
を
書
き
写
し
(
a
b
s
c
h
邑
b
e
コ
)
､
素
描
に
直
ち
に
形
態
を
与
え
る
点
で
､
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
名
人

芸
を
有
し
て
い
る
｣

(
G
O
e
t
h
e
u
〓
a
ヨ
b
u
r
g
e
r
A
u
s
g
a
b
e
一
X
こ
竺
)
､
と
い
う
一
節
が
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
こ
う
し
た
ハ
ッ
ケ
ル
ト
の
特
徴
づ
け
は
､
一
七
人
九

年
の
論
考
｢
自
然
の
単
純
な
模
倣
､
手
法
､
様
式
｣
に
お
け
る
｢
自
然
の
単
純
な
模
倣
｣
に
対
応
す
る
｡

｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
｢
木
｣
か
ら
｢
湖
水
｣
ま
で
は
､
先
の
老
人
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て
い
る
二
呈
｡

｢
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ン
｣
の
こ
の
二
つ
目
の
特
徴
は
､
一
八
〇
九
年
に
ヴ
ィ
ー
ン
で
成
立
し
､
翌
年
ロ
ー
マ
に
移
っ
た
｢
ル
ー
カ
ス
同
盟
｣

(
い
わ
ゆ
る
｢
ナ
ザ

レ
派
｣
)
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
た
だ
し
､
こ
の
短
篇
の
舞
台
設
定
は
一
七
九
〇
年
代
末
で
あ
る
｡
註
人
1
2
)
参
照
｡

こ
の
表
現
に
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
〓
七
人
〇
-
一
人
六
〇
年
)

の
｢
自
然
科
学
の
夜
の
側
面
に
つ
い
て
の
見
解
』

(
一
人
〇
八
年
)
が
反
響
し
て
い
る
と
い
え

よ
､
つ
｡

こ
こ
に
見
ら
れ
る
h
e
r
a
b
N
i
e
h
e
コ
と
い
う
動
詞
は
､
後
に
見
る
よ
う
に
､
｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣

(
｢
ゼ
ラ
ー
ピ
オ
ン
同
人
集
｣
)

に
お
い
て
も
同
様
の
文
脈
に

お
い
･
て
用
い
ら
れ
る
｡
註
(
2
0
)
参
照
｡

こ
れ
は
史
実
に
即
す
る
な
ら
ば
一
七
九
八
年
か
ら
九
九
年
に
か
け
て
の
出
来
事
で
あ
る
｡

リ
ン
ゲ
ル
は
､
こ
の
第
二
の
出
会
い
に
関
し
て
､
｢
画
家
に
お
け
る
至
高
な
も
の
の
内
的
啓
示
は
あ
る
女
性
の
内
に
実
在
的
形
能
首
見
出
す
｡
…
…
女
性
は
無

限
な
も
の
の
感
性
的
具
現
化
と
し
て
､
す
な
わ
ち
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
女
性
を
愛
人
と
す
る
と
き
､
無
限
な
も
の
は
排
除
さ
れ
る
｡
こ

ぅ
し
た
排
除
か
ら
､
つ
い
に
二
元
論
的
世
界
観
が
生
じ
う
る
､
つ
ま
り
無
限
な
も
の
は
そ
の
有
限
な
現
象
形
式
の
内
に
も
は
や
認
識
さ
れ
な
い
｣

(
O
P
.
C
芦
一
S
.

ぃ
い
u
)
､
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
解
釈
は
､
第
二
の
出
会
い
を
恋
意
的
に
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
点
で
適
切
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
｢
至
高
な
も
の
の
内
的
啓

示
｣
が
｢
あ
る
女
性
の
内
に
実
在
的
形
態
を
見
出
す
｣
こ
と
が
す
で
に
｢
無
限
な
も
の
｣
の
｢
排
除
｣
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡

｢
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
｣
の
こ
と
(
志
○
)
｡

最
後
の
一
文
を
､
深
田
甫
は
､
｢
天
上
の
マ
リ
ア
ど
こ
ろ
か
､
そ
う
､
こ
の
地
上
の
女
性
､
あ
あ
､
か
れ
の
ア
ン
ジ
ョ
ー
ラ
そ
の
ひ
と
さ
え
が
､
か
れ
の
精
神

の
眼
の
ま
え
に
お
そ
ろ
し
く
歪
ん
だ
姿
に
な
っ
て
た
ち
あ
ら
あ
れ
る
の
で
あ
っ
た
｣

(
前
掲
訳
書
ニ
ー
七
-
二
一
八
貫
)
､
池
内
紀
は
､
｢
聖
母
マ
リ
ア
も
､

地
上
の
女
も
､
い
や
ア
ン
ジ
ョ
ラ
で
す
ら
､
奇
妙
に
ゆ
が
ん
だ
姿
と
し
て
し
か
目
の
前
を
か
す
め
な
い
｣

(
前
掲
訳
書
九
二
頁
)
､
と
訳
し
て
い
る
が
､
こ
れ

は
D
<
K
版
著
作
集
拐
｣
当
u
N
.
い
]
の
…
S
e
】
b
s
t
s
t
a
コ
d
を
…
S
e
-
b
s
t
ち
a
コ
d
…
と
す
る
い
く
つ
か
の
版
本
に
引
き
ず
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
､
文
法
的
に
も

不
可
能
で
あ
り
､
か
つ
､
(
天
上
的
な
も
の
ー
地
上
的
な
も
の
)
の
対
比
と
い
う
こ
の
短
篇
の
基
本
構
造
を
取
り
逃
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
前
川
道
介
は
､

｢
あ
の
危
機
に
あ
っ
た
不
幸
な
時
代
と
同
じ
よ
う
に
形
姿
を
は
っ
き
り
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
､
神
々
し
い
マ
リ
ア
で
は
な
く
､
地
上
の
女
､
彼
の
妻
ア
ン
ジ
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ヨ
ー
ラ
そ
の
ひ
と
が
､
ひ
き
歪
ん
だ
顔
を
し
て
､
心
の
目
に
映
る
の
だ
っ
た
｣
･
(
前
掲
訳
書
八
二
貫
)
､
と
訳
し
て
い
る
｡

(16)
ナ
イ
セ
の
こ
と

(
遥
皇
｡

(17)
｢
ベ
ル
ト
ル
ト
｣
は
冒
頭
部
分
に
お
い
て
｢
私
｣
に
対
し
て
､
｢
も
し
も
決
し
て
嘩
っ
こ
と
の
で
き
な
い
凄
惨
な
犯
罪
を
あ
な
た
が
自
覚
さ
れ
る
な
ら
ば
､
果

た
し
て
あ
な
た
は
一
瞬
た
り
と
も
と
も
休
ま
る
こ
と
が
､
朗
ら
か
な
気
持
ち
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
｣

二
呈
､
と
語
っ
て
い
た
が
､
こ
の
｢
決

し
て
購
う
こ
と
の
で
き
な
い
凄
惨
な
犯
罪
｣
が
何
で
あ
る
の
か
は
結
局
明
ら
か
に
さ
れ
ず
に
こ
の
短
篇
は
終
わ
っ
て
い
る
｡

(18)

オ
ー
ダ
ー
河
の
こ
と

(
竃
○
)
｡

(
1
9
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
と
り
わ
け
｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣

(
初
出
一
八
一
七
年
､
そ
の
後
r
ゼ
ラ
ー
ピ
オ
ン
同
人
集
｣
所
収
)
に
即
し
て
､
後
述
す
る
｡

(
空
註
(
‖
)
参
照
｡
さ
ら
に
ホ
フ
マ
ン
は
h
i
コ
a
b
N
i
e
h
e
コ
と
い
う
動
詞
を
同
様
の
文
脈
で
用
い
る
こ
と
が
あ
そ
■

冒
ラ
ー
ピ
オ
ン
同
人
集
｣
所
収
の
短
篇
｢
フ

ェ
ル
マ
ー
タ
｣
の
末
尾
で
､
作
曲
家
の
｢
私
｣
は
､
か
つ
て
自
分
が
恋
心
を
感
じ
た
歌
手
に
よ
っ
て
霊
感
を
与
え
ら
れ
す
ぐ
れ
た
歌
曲
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
た
た
こ
と
を
想
起
し
っ
つ
､
次
の
よ
う
に
語
る
｡
｢
だ
が
､
わ
れ
わ
れ
は
地
上
の
上
を
這
い
ず
り
回
り
､
天
上
的
な
も
の
を
哀
れ
な
地
上
的
拘
束
状
態
へ
と

引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
｡
…
…
も
し
も
あ
る
作
曲
家
が
､
神
秘
に
満
ち
た
力
で
自
己
の
内
的
音
楽
を
燃
え
立
た
せ
る
こ
と
の
で
き
た
女
性
に
地
上
の
生
に
お
い

て
二
度
と
再
び
会
わ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
作
曲
家
は
幸
せ
で
あ
る
と
讃
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
…
…
こ
の
女
性
は
至
高
の
理
想
以
外
の
何
も
の
で
あ
ろ

う
か
｣

(
-
<
-
浩
)
｡
す
な
わ
ち
､
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
､
作
曲
家
の
｢
私
｣
は
か
つ
て
の
恋
人
ラ
ウ
レ
ッ
タ
と
テ
レ
ジ
ナ
の
も
と
を
去
っ
た
が
ゆ
え
に
､

二
人
は
こ
の
作
曲
家
に
と
っ
て
｢
至
高
の
理
想
｣
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
｡
｢
ア
ー
サ
ー
王
宮
｣
に
お
け
る
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
と
ド
リ
ー
ナ
と
い
う
二
人
の

人
格
は
､
｢
フ
ェ
ル
マ
ー
タ
｣
で
は
時
間
的
差
異
に
よ
っ
て
同
一
の
人
格
が
担
っ
て
い
る
､
と
い
っ
て
よ
い
｡

(
2
1
)
す
で
に
ド
リ
ー
ナ
の
も
と
に
い
る
と
き
の
ト
ラ
ウ
ゴ
ソ
ト
に
関
し
て
､
･
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
｡
｢
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
､
彼
〔
ト
ラ
ウ
ゴ
ツ
ト
〕
に

は
､
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
恋
人
を
妻
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
な
ど
は
な
か
な
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
｡
フ
ェ
リ
ー
ツ
ィ
タ
ス
は
彼
に
対
し
て
精
神
的
な
像
と

し
て
､
す
な
わ
ち
彼
が
失
う
こ
と
も
あ
り
え
な
け
れ
ば
獲
得
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
よ
う
な
精
神
的
な
像
と
し
て
姿
を
示
し
た
｡
つ
ま
り
､
恋
人
は
彼
の
中

に
永
遠
に
精
神
的
に
内
在
し
て
お
り
､
決
し
て
彼
が
物
理
的
に
所
持
し
た
り
所
有
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

-

だ
が
､
ド
リ
ー
ナ
は

彼
の
思
考
に
お
い
て
は
彼
の
愛
し
い
妻
と
し
て
現
れ
た
｣

(
-
<
-
N
O
N
)
｡

(
2
2
)
本
稿
で
は
､
｢
当
時
の
ロ
マ
ン

(
主
義
)
的
芸
術
観
｣
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
芸
術
哲
学
に
着
目
す
る
が
､
こ
の
こ
と
は
､
｢
ロ
マ
ン

(
主
義
)
的
芸
術
観
｣

は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
に
還
元
さ
れ
る
､
と
い
う
主
張
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
｢
ロ
マ
ン

(
主
義
)
的
｣
と
み
な
さ
れ
る

(
内
部
に
対
立
を
も
抱
え
た
)

さ
ま
ざ
ま
告
冨
術
観
･
芸
術
哲
学
の
内
に
ホ
フ
マ
ン
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
､
本
稿
の
枠
を
超
え
る
｡
な
お
､
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
の
引
用
は
C
O
旨
版
シ
ェ
リ

ン
グ
著
作
集
に
よ
り
､
巻
数
と
頁
数
を
記
す
｡

(
警
S
i
コ
n
b
i
-
d
と
い
､
γ
ド
イ
ツ
語
は
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
語
系
の
S
y
ヨ
b
O
-
に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
(
<
u
含
)
｡
自
然
の
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象
徴
性
に
つ
い
て
は
､
と
り
わ
け
r
自
然
哲
学
へ
の
考
案
L

(
〓
-
諾
N
)
､
置
界
霊
魂
k
(
〓
し
登
参
照
｡

(
空
こ
こ
で
は
､
r
芸
術
の
哲
学
｣(
六
〇
二
-
〇
三
年
)
お
よ
び
冒
然
に
対
す
る
造
形
芸
術
の
関
係
に
つ
い
て
し

(
六
〇
七
年
)
か
ら
､
次
の
二
箇
所
を

引
用
す
る
に
と
ど
め
る
｡
｢
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
詩
的
世
界
に
と
っ
て
の
最
高
の
原
像
で
あ
る
｣

(
<
一
い
蔓
｡
｢
い
た
る
と
こ
ろ
に
生
動
的
に
働
く
存
在
の
痕

跡
を
感
じ
取
っ
た
素
質
に
恵
ま
れ
た
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
､
自
然
か
ら
真
の
神
々
が
成
立
し
た
｣

(
≦
-
L
曾
ニ
｡

(
空
シ
ェ
リ
ン
グ
は
r
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
｣

(
一
人
〇
〇
年
)
に
お
い
て
､
芸
術
作
品
の
｢
根
本
性
格
｣

(
≡
一
竺
0
0
)
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
､
｢
ギ
リ

シ
ア
神
話
｣
を
例
に
採
り
つ
つ
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
ギ
リ
シ
ア
神
話
-
そ
れ
が
無
限
の
意
味
を
､
あ
ら
ゆ
る
理
念
に
対
す
る
象
徴
を
内
に
含
ん

でいることは否定しえないーは､その発見に関しても､またすべてを一つの偉大な全体に結びつける調和に関しても､すべてを意図

的
に
行
っ
て
い
る
と
は
想
定
し
え
な
い
よ
う
な
民
族
の
も
と
で
､
ま
た
そ
の
よ
う
に
は
想
定
し
え
な
い
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
生
じ
た
｣

(…･双岩)｡

(
空
上
述
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
考
え
に
関
し
て
は
､
拙
稿
｢
貢
す
る
自
然
』
の
語
る
と
き
､
あ
る
い
は
語
る
自
然
｣
の
黙
す
る
と
き
一
口
マ
ン
主
義
的
芸
術
観

と
シ
ェ
リ
ン
グ

ー
｣

r
理
想
｣

(
第
六
七
四
号
､
二
〇
〇
五
年
)
参
照
｡
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