
第
三
の
道
│
│
ア
ー
レ
ン
ト
︑
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
︑
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

小

森

謙
一
郎

﹁
結
局
、
何
が
残
る
の
か
？

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
武
勲
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
な
の
だ
﹂

︵
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
﹃
エ
セ
ー
を
め
ぐ
る
エ
セ
ー
﹄︶

一

死
の
意
味

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
﹃
昨
日
の
世
界
﹄
英
語
版
︵
一
九
四
三
年
︶
に
対

す
る
書
評
の
末
尾
を
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
の
﹁
恥
﹂
か
ら
逃
れ
る
道
は
た
だ
ひ
と
つ
し
か
な
い

│
│
ユ
ダ
ヤ
人
全
体
の
名
誉
の
た
め
に
闘
う
こ
と1
。

二
〇
年
後
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
の
な
か
で
﹁
民
族
愛
﹂
の
欠
如
を
指
摘
さ
れ
る
ア
ー

レ
ン
ト
の
態
度
を
思
い
浮
か
べ
る
な
ら
、
意
外
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
友
人
た
ち
だ
け
で
す
、と
彼
女
は
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー

レ
ム
に
答
え
た
の
だ
っ
た
。
同
様
に
、
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
評
議
会
に
関
す
る
記
述
を

め
ぐ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の

反

誹

謗

同

盟

ア
ン
チ
・
デ
ィ
フ
ァ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
リ
ー
グ

か
ら
激
し
く
非
難
さ
れ
て
も
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
相
手
に
し
な
か
っ
た
。
戦
後
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
で
高
い
地
位
を

占
め
た
人
々
が
実
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
に
手
を
貸
し
て
い
た
と
い
う
﹃
エ
ル
サ
レ
ム
の

ア
イ
ヒ
マ
ン
﹄
の
一
節
は
、
重
大
な
名
誉
毀
損
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
個﹅

人﹅

と
全﹅

体﹅

の
区
別
が
可
能
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
﹁
全
体
﹂

の
内
部
に
お
い
て
だ
ろ
う
。
個
人
の
単
な
る
集
合
が
﹁
全
体
﹂
な
の
で
は
な
い
。
ど

れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
が
集
ま
ろ
う
と
、
個
々
人
の
集
合
は
ま
だ
﹁
全
体
﹂
で
は
な
い
。

何
ら
か
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
そ﹅

れ﹅

と
し
て
形
成
さ
れ
て
は
じ
め
て
﹁
全
体
﹂
は
成

立
す
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
妥
当
性
に
関
わ
ら
ず
、
個
人
が
も
っ
ぱ
ら

﹁
全
体
﹂
の
名
に
お
い
て
攻
撃
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
？

し
か

も
当
の
﹁
全
体
﹂
そ
の
も
の
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
暴
力
で
、
個
人
と
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︑
書
評
の
ド
イ
ツ
語
版
»Juden
in
der
W
eltvon
G
estern:

A
nläß
lich
Stefan
Zw
eig,T
he
W
orld
of
Y
esterday,
an
A
utobiography«,in

Sechs
E
ssays,
H
eidelberg:
Schneider,
1948,
S.
112-27;
reprinted
in
D
ie

vorborgene
T
radition:
A
cht
E
ssays,F
rankfurt
am
M
ain:Suhrkam
p,1976,

S.74-87︵﹁
昨
日
の
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
│
│
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
﹃
昨
日
の
世

界
│
│
自
伝
﹄
に
寄
せ
て
﹂
寺
島
俊
穂
訳
︑
﹃
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
﹄
寺
島
俊

穂
・
藤
原
隆
裕
宣
訳
︑
未
來
社
︑
一
九
八
九
年
︑
一
〇
七
-一
二
九
頁
︶
に
は
︑
若
干
の
異

同
が
あ
る
︒
ま
た
最
新
の
英
語
版

“Stefan
Zw
eig:
Jew
s
in
the
W
orld
of

Y
esterday”,
translated
by
Susanna
Y
oung-ah
G
ottlieb,
in
T
he
Jew
ish

W
ritings,edited
by
Jerom
e
K
ohn
and
R
on
H
.F
eldm
an,N
ew
Y
ork:Schocken

B
ooks,2007,p.317-328︵﹁
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
│
│
昨
日
の
世
界
の
ユ
ダ

ヤ
人
た
ち
﹂
齋
藤
純
一
訳
︑﹃
ア
イ
ヒ
マ
ン
論
争
│
│
ユ
ダ
ヤ
論
集
2
﹄
齋
藤
純
一
・
山
田

正
行
・
金
慧
・
矢
野
久
美
子
・
大
島
か
お
り
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
一
二
-

一
二
七
頁
︶
は
︑
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
の
翻
訳
と
当
初
の
英
語
版
を
折
衷
し
た
も
の
│
│
つ

ま
り
英
語
で
も
ド
イ
ツ
語
で
も
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
発
表
し
た
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
も

の
│
│
に
な
っ
て
い
る
︒



全
体
の
区
別
が
あ
ら
か
じ
め
無
効
に
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
？

書
評
が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
三
年
一
〇
月
、
事
態
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
局
面
に

あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
同
年
春
の
出
来
事
を
想
起
し
つ
つ
、
や
は
り
二
〇
年
後
に
ア
ー
レ

ン
ト
は
言
う
だ
ろ
う
。﹁
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー
蜂
起
の
栄
光
や
、
ほ
か
に
抵
抗
し

た
少
数
の
人
々
の
英
雄
的
な
と
こ
ろ

ヒ

ロ

イ

ズ

ム

は
、
ま
さ
に
ナ
チ
ス
が
彼
ら
に
提
供
し
た
比
較

的
楽
な
死
│
│
銃
撃
隊
の
前
や
ガ
ス
室
の
中
│
│
を
拒
否
し
た
こ
と
に
あ
る
﹂、と2
。

こ
う
し
た
見
解
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
抗
す
る
ユ
ダ
ヤ
軍
の
創
設
を
訴
え
て
い
た
当
時
の

ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
と
も
合
致
す
る
。
敵
の
手
が
及
ぶ
限
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ

と
の
﹁
恥
﹂
の
延
長
線
上
に
は
﹁
比
較
的
楽
な
死
﹂
し
か
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
拒

む
の
な
ら
、
個
人
も
ま
た
﹁
全
体
の
名
誉
﹂
が
賭
け
ら
れ
た
闘
い
に
臨
ま
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
彼
女
が
問
題
に
し
て
い
た
の
は
﹁
全
体
主
義
的
支
配
﹂
の
も
と
で
の
死﹅

の﹅

意﹅

味﹅

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
生﹅

の﹅

意﹅

味﹅

だ
っ
た
。

こ
う
し
て
執
筆
さ
れ
た
書
評
は
、﹁
あ
る
時
代
の
肖
像
﹂
と
題
さ
れ
て
お
り
、
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
に
対
し
て
む
し
ろ
批
判
的
に
展
開
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
、
過
ぎ

去
っ
た
時
代
を
詳
し
く
記
録
す
る
勇
気
を
持
っ
た
人
物
が
い
た
こ
と
は
た
し
か
に
喜

ば
し
い
。
だ
が
﹃
昨
日
の
世
界
﹄
は
、
当
の
世
界
を
隈
な
く
描
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
作
家
の
目
に
は
、
た
と
え
ば
失
業
問
題
は
映
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
第
一
次

大
戦
後
の
最
も
不
吉
な
現
象
で
、
彼
が
生
ま
れ
育
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
一
番
脅
威

的
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
士
﹂
に
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ

た
の
だ
、
と
。

さ
ら
に
ア
ー
レ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
自
分
の
ユ
ダ
ヤ
性
を
引
き

受
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
国
際
的
な
名
声
が
ひ
と
つ
の
﹁
逃
げ
道
﹂
に
な
っ
て
お

り
、
彼
は
た
だ
時
代
の
基
準
に
あ
わ
せ
て
生
き
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
﹁
有

名
な
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
ユ
ダ
ヤ
人
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂

事
実
を
、
当
人
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
政
治
か
ら
つ
ね
に
距
離
を

と
っ
て
き
た
﹁
非
活
動
的
な
﹂
人
物
に
と
っ
て
、
世
界
と
闘
う
こ
と
な
ど
最
初
か
ら

問
題
外
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

│
│
昨
日
以
後
の
世
界
│
│
で
生
き
続
け
る
の
は
彼
に
は
耐
え
難
く
、
結
局

み
ず
か
ら
命
を
絶
つ
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
、
と
。
敵
の
手
が
及
ば
な
い
亡
命
の

地
に
あ
っ
て
も
、
存
在
に
刻
印
さ
れ
た
﹁
恥
﹂
が
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
書
評

は
と
く
に
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
自
死
の
理
由
を
論
じ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
ア
ー
レ
ン
ト

の
見
解
は
十
分
に
読
み
取
れ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
女
は
哀
悼
の
意
を
捧
げ
る
か
の
よ

う
に
、
死
者
の
テ
ク
ス
ト
に
一
定
の
敬
意
を
払
う
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
結
語
に

先
立
つ
段
落
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

死
の
少
し
前
に
書
か
れ
た
晩
年
の
論
考
﹁
大
い
な
る
沈
黙
﹂︵
O
N
A
,M
a
rch

9
,1
9
4
2︶
に
お
い
て
│
│
こ
の
論
考
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
作
品

の
う
ち
で
最
上
の
部
類
に
属
す
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
│
│
、
彼
は
生
涯
は
じ

め
て
政
治
的
な
立
場
を
と
ろ
う
と
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
言
葉
は
な
お
も
彼

に
は
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
が
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
も
う
一
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代

表
し
よ
う
と
努
め
た
の
だ
。
少
な
く
と
も
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
、
今
や
窒
息
し

て
﹁
大
い
な
る
沈
黙
﹂
の
う
ち
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
、
で
あ
る
。
も
し
彼
が
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自
身
の
民
の
恐
る
べ
き
運
命
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
な
ら
、
抑
圧
者
に
対
す
る

戦
闘
を
通
じ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
者
と
戦
っ
て
い
る
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

人
々
全
員
に
も
っ
と
近
づ
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う3
。

代﹅

表﹅

す﹅

る﹅

こ
と
、
よ
り
正
確
に
は
代﹅

表﹅

し﹅

て﹅

声﹅

を﹅

上﹅

げ﹅

る﹅

こ
と
。
そ
れ
は
す
で
に

﹁
政
治
的
﹂
で
あ
る
。
圧
政
の
も
と
で
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
々
、
声
を
上
げ
る
手

段
を
持
た
な
い
人
々
に
代
わ
っ
て
語
る
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
を
﹁
政
治
的
な
立
場
﹂

に
置
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、
ツ
ヴ
ァ

イ
ク
は
こ
こ
で
も
﹁
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
﹂
と
し
て
語
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

﹁
ユ
ダ
ヤ
人
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
﹂
と
し
て
語
っ
た
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
﹁
自
身
の
民
﹂
を

代
表
し
、
ナ
チ
体
制
下
の
﹁
恐
る
べ
き
運
命
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

も
し
﹁
ユ
ダ
ヤ
人
全
体
の
名
誉
の
た
め
に
闘
う
﹂
選
択
を
し
て
い
た
の
な
ら
、
彼
は

目
下
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ヒ
ト
ラ
ー
と
戦
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
を
も
代
表
す
る
立
場

に
み
ず
か
ら
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
ろ
う
。
そ
こ
ま
で
到
達
し
な
か
っ
た
に

せ
よ
、
も
と
も
と
﹁
非
活
動
的
な
﹂
作
家
が
﹁
生
涯
は
じ
め
て
政
治
的
な
立
場
を
と

ろ
う
と
し
た
﹂
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
全
体
主
義
的
支
配
に

窒
息
さ
せ
ら
れ
沈
黙
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
当
の
論
考
は

﹁
最
上
の
部
類
に
属
す
る
﹂。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
い
わ
ば
時
代
に
先
駆
け
て
政
治
参
加

ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン

を
要
請

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
こ
れ
を
図
ら
ず
も
実
践
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、﹁
死
の
少
し
前
に
書
か
れ
た
晩
年
の
論
考
﹂
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る

こ
と
が
で
き
て
い
た
な
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
評
価
は
も
っ
と
別
の
も
の
に
な
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
付
記
さ
れ
た
書
誌
情
報
か
ら
す
る
と
、
彼
女
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
事
務
所
の
あ
っ
た

O
v
ersea
s
N
ew
s
A
g
en
cy
紙
の
一
九
四
二
年
三
月
九
日
号
で

﹁
大
い
な
る
沈
黙

T
h
e
G
re
a
t
S
ile
n
ce
﹂
を
知
っ
た
は
ず
で
あ
る4
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の

自
死
は
二
週
間
ほ
ど
前
の
二
月
二
二
日
だ
か
ら
、
論
考
の
掲
載
自
体
に
追
悼
の
意
味

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
原
文

»
D
a
s
g
ro
ß
e
S
ch
w
e
ig
e
n
«

は
約﹅

二﹅

年﹅

前﹅

、
当
時
パ
リ
と
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
発
行
さ
れ
て
い
た

D
a
s
N
eu
e

T
a
g
e-B
u
ch
誌
の
一
九
四
〇
年
五
月
四
日
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る5
。
つ
ま
り
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
は
開
戦
ま
で
を
扱
っ
た
﹃
昨
日
の
世
界
﹄
と
前
後
し
て
﹁
大
い
な
る
沈
黙
﹂

を
執
筆
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
﹁
政
治
的
な
立
場
﹂
は
必
ず
し
も
死
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3

A
rendt,“Portrait
ofa
Period”,art.cit.,p.314;p.120-121.

4

だ
が
当
時

N
ight
R
eport
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
た
一
九
四
二
年
三
月
九
日
号
に
は
︑

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
論
考
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
別
冊
や
付
録
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
︑

あ
る
い
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
記
載
に
誤
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
調
べ
え
た
限
り
で

は
︑
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
発
行
さ
れ
て
い
た
T
he
G
azette
紙
の
同
一
一
日
号
に
論
考
の

全
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
著
作
権
は

O
verseas
N
ew
s
A
gency
に
属
す
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
は

T
he
G
reat
Silence
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
見
ら

れ
な
い
︒

5

さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
れ
は
も
と
も
と
R
adio
de
Paris
で
の
ト
ー
ク
用
原
稿
だ
っ
た
と
い

う
︵
Jeffrey
B
.B
erlin,“T
he
W
riter’s
PoliticalO
bligations
in
E
xile:T
he
C
ase
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Stefan
Zw
eig”,in
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Zw
eig
and
W
orld
L
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erspectives,
edited
by
B
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M
ark
H
.
G
elber,

R
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Y
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H
ouse,2014,p.249︶
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︑
ラ
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放

送
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っ
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可
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あ
る
︵
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夫
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ツ
ヴ
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東
洋
出
版
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二
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一
二
年
︑
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〇
六
頁
︶︒
な
お
︑
今
日
で
は

他
の
﹁
政
治
的
な
﹂
テ
ク
ス
ト
と
も
に
︑
全
文
が

Stefan
Zw
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N
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P
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K
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E
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収
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さ
れ
て
い
る
︒



の
直
前
に
な
っ
て
と
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る6
。
仮
に
そ
れ
が
﹁
生
涯
は

じ
め
て
﹂
の
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
に
は
ま
だ
当
の
立
場
を
深
め
る
時
間
は
残

さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
最﹅

晩﹅

年﹅

の﹅

論﹅

考﹅

が
ま
さ
に
そ
の
深
め
ら
れ
た
立
場
を
示
し
て
い
る
と
し
た

ら
？一

九
四
〇
年
六
月
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
し
ば

ら
く
滞
在
、
八
月
二
一
日
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
到
着
し
た7
。
そ
こ
か
ら
自
死
ま
で
は
ち
ょ

う
ど
一
年
半
、
こ
の
間
隔
が
偶
然
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
四

一
年
九
月
、
最
後
の
居
所
と
な
る
ペ
ト
ロ
ポ
リ
ス
│
│
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の
北
に

位
置
す
る
町
│
│
に
移
っ
た
あ
と
も
、
彼
は
や
は
り
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
た
。
昨﹅

日﹅

以﹅

後﹅

の﹅

世﹅

界﹅

で
書
か
れ
た
そ
う
し
た
原
稿
の
な
か
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
関
す
る

論
考
が
あ
っ
た
。﹁
政
治
的
な
立
場
﹂
が
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
以
前
に
獲
得
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
未
発
表
の
ま
ま
残
さ
れ
た
遺
稿
の
う
ち
に
さ
ら
な
る
発
展
が
見

ら
れ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

二

来
た
る
べ
き
経
験

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
今﹅

日﹅

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
の
か
？

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
遺
稿
は
、
ま
さ
に
そ
の
説
明
か
ら
始
ま
る
。

生
涯
の
ど
ん
な
時
期
で
も
、
ど
ん
な
年
齢
で
も
、
誰
に
で
も
開
か
れ
た
少
数

の
作
家
が
い
る
│
│
ホ
メ
ロ
ス
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ
ー
テ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、

ト
ル
ス
ト
イ
な
ど
で
あ
る
。
他
方
、
あ
る
一
定
の
時
期
に
、
そ
の
言
わ
ん
と
す

る
と
こ
ろ
が
は
じ
め
て
腑
に
落
ち
る
作
家
も
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
後
者
に

属
す
る
。
あ
ま
り
に
若
す
ぎ
て
経
験
が
な
く
、
失
望
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
で

は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
で
揺
る
ぎ

の
な
い
彼
の
思
想
が
最
も
役
立
つ
の
は
、
た
と
え
ば
我
々
の
よ
う
な
世
代
、
渦

巻
く
世
界
の
激
動
の
な
か
に
運
命
に
よ
っ
て
投
げ
出
さ
れ
た
世
代
だ
ろ
う
。
戦

争
と
権
力
と
専
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
一
人
一
人
の
生
活
を
脅
か
し
、
当
の

生
活
の
内
部
で
は
個
人
の
自
由
と
い
う
最
も
貴
重
な
も
の
が
脅
か
さ
れ
る
時
代

│
│
打
ち
震
え
る
魂
の
な
か
で
、
そ
ん
な
時
代
を
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
々
に
し
か
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
大
衆
的
破
局
の
さ
な
か
精
神

と
道
徳
の
独
立
性
を
守
っ
て
汚
さ
ず
に
い
る
ほ
ど
困
難
で
問
題
含
み
の
事
象
は

地
上
に
な
く
、
集
団
的
狂
気
の
時
代
に
あ
っ
て
最
も
内
奥
の
自
分
に
忠
実
な
ま

ま
で
い
る
に
は
勇
気
が
ど
れ
ほ
ど
必
要
か
、
誠
実
さ
と
覚
悟
が
ど
れ
ほ
ど
必
要

か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
混
沌
と
す
る
世
界
の
な
か
で
一
個
人
が
模
範
的
な
姿
で

毅
然
と
立
っ
て
い
る
の
を
行
為
と
し
て
讃
え
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
が
理
性
と

人
間
の
尊
厳
に
疑
念
を
抱
い
て
絶
望
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
で
き
る
こ
と
な
の
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6

事
実
︑
た
と
え
ば
一
九
一
八
年
初
頭
︑
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か

で
︑
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
﹁
大
砲
と
国
旗
と
勲
章
を
も
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
へ
の
危
険
な
夢
﹂

に
対
す
る
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
︒
戯
曲
﹃
エ
レ
ミ
ヤ
﹄
が
そ
う
し
た
方
向
性
を
も
っ
て

制
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
︑﹁
政
治
的
な
立
場
﹂
に
つ
い
て
も
ア
ー
レ
ン
ト
と
は

別
の
仕
方
で
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
C
f.M
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B
uber,E
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L
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M
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と
つ
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土
地
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ふ
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つ
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民
│
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ユ
ダ
ヤ
-
ア
ラ
ブ
問
題
に
よ
せ
て
﹄
合
田

正
人
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
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六
年
︑
四
-
五
頁
︶
︒
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by
D
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avis
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O
liver
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arshall,N
ew
Y
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C
ontinuum
,2010,p.12.



で
あ
る8
。

﹁
理
性
と
人
間
の
尊
厳
﹂
は
昨﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

と
と
も
に
失
わ
れ
た
。

今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

、
そ
れ
は
﹁
大
衆
的
破
局
﹂
と
﹁
集
団
的
狂
気
﹂
の
時
代
で
あ
る
。

全
体
主
義
的
支
配
は
﹁
個
人
の
自
由
﹂
を
脅
か
す
。
体
制
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と

は
も
は
や
で
き
な
い
。
声
を
上
げ
れ
ば
逮
捕
と
死
が
待
っ
て
い
る
。
行
政
は
い
た
る

と
こ
ろ
に
監
視
の
目
を
張
り
巡
ら
し
、﹁
専
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
に
奉
仕
す
る
。

一
般
市
民
の
間
で
す
ら
密
告
者
に
は
事
欠
か
ず
、
い
つ
ど
こ
で
異
端
の
嫌
疑
を
か
け

ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
。
か
く
し
て
﹁
精
神
と
道
徳
の
独
立
性
﹂
は
地
に
落
ち
、﹁
大

い
な
る
沈
黙
﹂
が
課
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
﹁
失
望
﹂
と
﹁
絶
望
﹂
を
味
わ
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
理
解
で

き
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
最
も
内
奥
の
自
分
に
忠
実
な
ま
ま
で
い
る
﹂
と
い
う

単
純
な
こ
と
が
、
実
は
﹁
困
難
で
問
題
含
み
﹂
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
社
会
全
体
が
画

一
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
以
上
、﹁
最
も
貴
重
な
も
の
﹂
は

一
人
一
人
が
保
持
す
る
し
か
な
い
。
昨
日
の
世
界
で
は
ご
く
普
通
だ
っ
た
状
態
が
、

今
日
の
世
界
で
は
﹁
勇
気
﹂
が
必
要
と
さ
れ
る
行
為
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
﹁
経
験
﹂
こ
そ
が
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
を
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
向
か
わ
せ

た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
〇
代
の
頃
に
も
、
彼
は
﹃
エ
セ
ー
﹄
を
読
ん
だ
。
教
養

を
積
む
こ
と
は
で
き
た
に
せ
よ
、
身
に
沁
み
入
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
何
も
な
か
っ
た

と
い
う
。﹁
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
は
じ
め
て
腑
に
落
ち
る
﹂
の
は
、﹁
世
界

の
激
動
の
な
か
に
投
げ
出
さ
れ
た
﹂
後
に
ほ
か
な
ら
な
い
。﹁
混
沌
と
す
る
世
界
の

な
か
で
模
範
的
な
姿
で
毅
然
と
立
っ
て
い
る
﹂
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
見
出
す
た
め
に

は
、
自
分
自
身
が
﹁
渦
巻
き
﹂
に
飲
み
込
ま
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う

な
同
時
代
性
を
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
何
度
か
強
調
し
て
い
る
。

だ
が
、
私
が
今
日
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
感
服
し
て
没
頭
し
て
い
る
理
由
は
、
た

だ
次
の
点
に
あ
る
。
我
々
と
似
た
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
彼
が
い
か
に
し
て
み

ず
か
ら
を
内
的
に
自
由
に
し
た
か
、
ま
た
彼
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
ど

れ
ほ
ど
彼
を
例
と
し
て
自
分
た
ち
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点
で

あ
る9
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
﹁
み
ず
か
ら
を
内
的
に
自
由
に
し
た
﹂
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
﹁
模

範
﹂
な
い
し
﹁
例
﹂
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ま
た
﹁
感
謝
﹂
を

捧
げ
る
べ
き
最
初
の
人
物
で
も
あ
る
。

し
か
し
我
々
が
他
の
誰
よ
り
も
感
謝
す
べ
き
は
、
我
々
と
同
じ
よ
う
な
非
人

間
的
な
時
代
に
あ
っ
て
我
々
の
う
ち
に
あ
る
人
間
的
な
も
の
を
強
め
て
く
れ
る

人
々
、
我
々
の
持
っ
て
い
る
失
う
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
、
最
も
内
奥

の
自
分
を
放
棄
し
な
い
よ
う
に
忠
告
し
て
く
れ
る
人
々
で
あ
る
。
地
上
の
自
由

を
保
っ
て
増
や
す
こ
と
は
、
誰
に
対
し
て
も
何
に
対
し
て
も
み
ず
か
ら
自
由
で

あ
り
続
け
る
人
に
し
か
で
き
な
い
の
だ
か
ら10
。
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﹁
地
上
の
自
由
を
保
っ
て
増
や
す
こ
と
﹂。
逆
に
言
え
ば
、
地
上
の
自
由
を
減﹅

じ﹅

な﹅

い﹅

こ
と
。

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
一
人
一
人
が
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
原
理

的
に
は
、
地
上
の
誰
も
が
自
由
で
あ
り
う
る
。
他
方
、
人
間
社
会
は
個
人
の
言
動
を

制
限
す
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
全
員
が
無
制
限
に
意
の
ま
ま
に
振
る
舞
え

る
社
会
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
制
限
が
ど
の

く
ら
い
必
要
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
昨﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

で
は
、
内
的
自
由
は
基
本
的
に
制
限
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
思
想
、
良
心
、
信
仰
な
ど
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
歴
史
的
に

獲
得
さ
れ
た
権
利
に
ほ
か
な
ら
ず
、
太
古
の
昔
か
ら
自
明
だ
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
。
だ
が
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
基
準
が
世
界
に
浸
透
し
て
い
っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
も
ま
た
そ
の
な
か
で
生
ま
れ
育
っ
た
。

し
か
し
、
今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

で
は
、
ま
さ
に
そ
の
内
的
自
由
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
全

体
主
義
的
支
配
は
、
移
動
、
集
会
、
報
道
と
い
っ
た
外
的
自
由
を
制
限
す
る
だ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
﹁
我
々
の
持
っ
て
い
る
失
う
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
﹂
に

干
渉
す
る
。
重
要
な
の
は
﹁
個
人
の
自
由
﹂
で
は
な
く
体
制
の
存
続
だ
と
さ
れ
、﹁
誠

実
さ
と
覚
悟
﹂
を
個
人
に
で
は
な
く
﹁
全
体
﹂
に
向
け
る
よ
う
強
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、﹁
最
も
内
奥
の
自
分
を
放
棄
し
な
い
よ
う
に
忠
告
し
て
く
れ
る

人
々
﹂が
不
可
欠
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
、モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

は
そ
う
し
た
人
々
の
筆
頭
者
だ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、﹁
彼
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て

我
々
が
ど
れ
ほ
ど
自
分
た
ち
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
﹂を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
文
字
通
り
﹁
我
々
﹂
を
代﹅

表﹅

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

﹁
我
々
の
よ
う
な
世
代
﹂、
つ
ま
り
﹁
非
人
間
的
な
時
代
に
あ
っ
て
﹂﹁
打
ち
震
え
る
魂

の
な
か
で
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
﹂
を
代﹅

表﹅

し
て
語
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。

こ
の
限
り
に
お
い
て
、
遺
稿
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
論
も
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
が
言
う
意

味
で
﹁
政
治
的
﹂
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。﹁
大
い
な
る
沈
黙
﹂
と
同
様
に
、
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
の
﹁
政
治
的
な
立
場
﹂
は
こ
こ
で
も
確
保
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
ア
ー
レ

ン
ト
は
﹁
晩
年
の
論
考
﹂
に
な
お
残
存
す
る
難
点
と
し
て
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
﹁
自
身

の
民
﹂
の
苦
境
を
語
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
最﹅

晩﹅

年﹅

の﹅

論﹅

考﹅

に

お
い
て
も
、
事
情
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
？

そ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
、﹁
我
々
﹂
と
は
誰
な
の
か
、
と
問
う
こ
と
に
等
し
い
。

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
こ
こ
で
も
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
一
般
を
念
頭
に
置

い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

﹁
恐
る
べ
き
運
命
﹂
を
実
際
に
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
ユ
ダ

ヤ
人
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

三

方
法
的
マ
ラ
ー
ノ

答
え
は
﹁
我﹅

々﹅

の
う
ち
に
あ
る
人
間
的
な
も
の
﹂
に
つ
い
て
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
考
え

て
い
た
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。﹁
最
も
貴
重
な
も
の
﹂を
﹁
強
め
て
く
れ
る
人
々
﹂

の
筆
頭
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
り
、
彼
こ
そ
が
﹁
模
範
﹂
な
い
し
﹁
例
﹂
に
な
る
と

す
れ
ば
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
う
ち
に
あ
る
﹁
人
間
的
な
も
の
﹂
は
﹁
我﹅

々﹅

﹂
の﹅

う﹅

ち﹅

に﹅

も﹅

あ﹅

る﹅

こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
当
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
生
い
立
ち
に
関
す
る
伝
記
的
事
実
を
一
通
り
叙
述

し
た
後
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
こ
う
述
べ
る
。

ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
の
漁
夫
た
ち
と
ユ
ダ
ヤ
の
仲
買
人
た
ち
の
間
に
あ
っ
た
対
立

的
な
も
の
一
切
が
彼
に
お
い
て
解
消
さ
れ
、
統
一
的
で
創
造
的
な
ひ
と
つ
の
新
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た
な
形
と
な
る
。
一
方
の
血
筋
に
負
う
も
の
と
他
方
の
血
筋
に
負
う
も
の
と
は

完
全
に
結
合
し
、
無
理
な
く
分
離
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
か
く
し

て
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
混
合
に
よ
っ
て
、
彼

は
中
庸
の
人
に
し
て
結
合
の
人
に
な
る
べ
く
あ
ら
か
じ
め
運
命
づ
け
ら
れ
て
い

た
の
だ
、
と
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
と
ら
わ
れ
の
な
い
眼
を
向
け
る
、

ど
ん
な
意
味
で
も
偏
屈
さ
の
な
い
﹁
自
由
な
思
想
家

lib
re
p
e
n
se
u
r﹂
に
。
自

由
な
精
神
を
も
っ
た
寛
容
な
る
﹁
世
界
の
市
民

cito
y
e
n
d
u
m
o
n
d
e﹂
に
。
一

人
種
や
一
祖
国
の
息
子
と
か
市
民
で
は
な
く
、
国
々
と
時
代
の
彼
方
の
世
界
市

民
に11
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
は
﹁
統
一
的
で
創
造
的
な
ひ
と
つ
の
新
た
な
形
﹂
で
あ
る
。

そ
れ
は
﹁
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
の
漁
夫
た
ち
﹂
と
縁
の
深
か
っ
た
父
方
の
血
筋
に
は
還

元
で
き
ず
、
ま
た
﹁
ユ
ダ
ヤ
の
仲
買
人
た
ち
﹂
に
さ
か
の
ぼ
る
母
方
の
血
筋
に
も
還

元
で
き
な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
あ
っ
て
は
、
土
着
的
な
も
の
と
異
邦
的
な
も
の
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
も
の
と
が
﹁
完
全
に
結
合
﹂
し
て
い
る
。

彼
は
﹁
一
人
種
や
一
祖
国
の
息
子
と
か
市
民
﹂
で
は
な
い
。
つ
ま
り
彼
に
つ
い
て
、

ア
ー
リ
ア
人
だ
と
か
ユ
ダ
ヤ
人
だ
と
か
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
フ
ラ
ン

ス
人
、
ド
イ
ツ
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
等
々
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。﹁
国
々
と
時

代
の
彼
方
の
世
界
市
民
﹂
は
、
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
開
か
れ
て
い
て
、
そ
の
ど
れ
に
も

縛
ら
れ
な
い
。
一
六
世
紀
に
生
き
た
人
物
で
あ
っ
て
も
、
一
六
世
紀
の
人
物
と
し
て

尽
き
る
わ
け
で
も
な
い
。

こ
こ
か
ら
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
と
っ
て
の
同

時
代
性
が
帰
結
す
る
。
宗
教
改
革
か
ら
宗
教
戦
争
に
か
け
て
の
時
代
と
国
民
社
会
主

義
か
ら
全
体
主
義
的
支
配
に
か
け
て
の
時
代
が
同
じ
く
﹁
非
人
間
的
﹂
だ
と
い
う
点

に
の
み
類
似
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
│
│
し
た
が
っ
て
昨﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

を
│
│
離
れ
た
後
、
亡
命
先
の
ブ
ラ
ジ

ル
で
﹃
エ
セ
ー
﹄
を
手
に
と
っ
た
。
最
初
の
読
書
か
ら
は
四
〇
年
ほ
ど
経
過
し
て
い

た
。
そ
し
て
今
、
異
国
の
地
で
は
じ
め
て
﹁
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
正
し
く
評
価
す
る
﹂

こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
思
想
家
が
持
つ
﹁
人
間
的
な
も
の
﹂
は

﹁
国
々
と
時
代
の
彼
方
﹂
に
あ
る
、
と
。﹁
本
当
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
﹂
か
ら
す
れ
ば
、

死
ぬ
場
所
さ
え
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
の
だ
、
と12
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
面
に
と
ら
わ
れ
の
な
い
眼
を
向
け
る
﹂
自
由
な
人
で

あ
り
、
し
か
も
﹁
ど
ん
な
意
味
で
も
偏
屈
さ
の
な
い
﹂﹁
中
庸
の
人
に
し
て
結
合
の
人
﹂

な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
は
つ
ね
に
カ﹅

ト﹅

リ﹅

ッ﹅

ク﹅

を
名
乗
っ
て
い
た
。
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
も
当
然
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
﹁
統
一
的
で
創
造
的
な
ひ
と

つ
の
新
た
な
形
﹂
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
、

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ひ
と
つ
の
重
要
な
﹁
闘
い
﹂
を
見
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
﹁
最
も
内
奥
の
自
分
﹂
が
根
本
的
な
﹁
混
合
﹂
に
あ
る
と

す
る
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、次
の
よ
う
な
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
記
述
を
読
ん
で
み
よ
う
。

内
面
の
自
由
を
守
る
た
め
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
こ
う
し
た
闘
い
、
そ
れ
は
精

神
的
な
人
間
が
か
つ
て
行
っ
た
な
か
で
お
そ
ら
く
最
も
意
識
的
で
最
も
粘
り
強

い
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
表
面
的
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
悲
愴
的
な
と
こ
ろ
も

英
雄
的
な
と
こ
ろ
も
全
然
な
い
。
﹁
人
類
の
自
由
﹂
の
た
め
に
言
葉
を
も
っ
て
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闘
っ
た
詩
人
や
思
想
家
の
列
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
入
れ
る
の
は
困
難
だ
。︹
…
︺

内
面
の
自
立
を
自
分
自
身
の
う
ち
で
み
ず
か
ら
守
る
こ
と
。
こ
れ
だ
け
で
す
で

に
ど
れ
ほ
ど
法
外
な
課
題
で
あ
る
か
、彼
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
分
か
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
彼
の
闘
い
は
専
守
防
衛
に
限
ら
れ
る
。
ゲ
ー
テ
が
﹁
城
塞
﹂
と
呼
ぶ
内

奥
の
砦
、
誰
も
が
他
人
の
立
ち
入
り
を
許
さ
な
い
最
も
内
奥
の
区
域
を
守
る
の

で
あ
る
。
外
面
的
に
は
で
き
る
だ
け
目
立
た
ず
地
味
に
し
て
お
き
、
一
種
の
隠

れ
蓑
を
着
て
世
間
を
通
り
抜
け
、
自
分
自
身
へ
の
道
を
探
る
こ
と
が
彼
の
戦
術

だ
っ
た13
。

そ
し
て
カ﹅

ト﹅

リ﹅

ッ﹅

ク﹅

が
こ
の
﹁
一
種
の
隠
れ
蓑
﹂
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
し
た
ら
？

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
お
け
る
﹁
最
も
内
奥
の
区
域
﹂
は
、﹁
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
の
漁
夫
た

ち
と
ユ
ダ
ヤ
の
仲
買
人
た
ち
﹂
に
由
来
す
る
。﹁︹
両
者
の
︺
間
に
あ
っ
た
対
立
的
な

も
の
一
切
が
彼
に
お
い
て
解
消
さ
れ
﹂、﹁
ひ
と
つ
の
新
た
な
形
﹂
と
な
っ
た
。
こ
う

し
た
﹁
解
消
﹂、
こ
う
し
た
﹁
混
合
﹂、
こ
う
し
た
﹁
結
合
﹂
こ
そ
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

に
と
っ
て
の
﹁
最
も
内
奥
の
自
分
﹂
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
改
革
か
ら
宗
教
戦
争

に
か
け
て
の
時
代
に
あ
っ
て
、そ
う
し
た
自
分
自
身
を
守
る
こ
と
自
体
が
す
で
に﹁
法

外
な
課
題
﹂
で
あ
り
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
を
﹁
彼
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
分

か
っ
て
い
た
﹂。
そ
れ
は
﹁
一
方
の
血
筋
に
負
う
も
の
と
他
方
の
血
筋
に
負
う
も
の
﹂

を
明
確
に
把
握
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
周
囲
の
﹁
渦
巻
く
世
界
﹂
の
潮
流
を
よ
く

理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
﹁
彼
の
闘
い
は
専
守
防
衛
に
限
ら
れ
る
﹂
と
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
続
け
る
。

こ
の
と
き
﹁
自
身
の
民
﹂
は
│
│
少
な
く
と
も
そ
の
血
筋
は
│
│
ア
ー
レ
ン
ト
が

ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
仕
方
に
お
い
て
擁
護
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
？

﹁
外
面
的
に
は
で
き
る
だ
け
目
立
た
ず
地
味
に
し
て
お
く
﹂
最
も
有

効
な
手
段
が
カ﹅

ト﹅

リ﹅

ッ﹅

ク﹅

に
ほ
か
な
ら
ず
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
そ
う
し
た
﹁
戦
術
﹂

を
も
っ
て
﹁
内
面
の
自
由
を
守
る
﹂
べ
く
闘
っ
て
い
た
の
だ
と
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
考
え

て
い
た
と
し
た
ら
、﹁
内
奥
の
砦
﹂
に
お
い
て
は
母﹅

方﹅

の﹅

血﹅

筋﹅

の﹅

痕﹅

跡﹅

も
ま
た
保
護
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う14
。
﹁
隠
れ
蓑
﹂
の
内
側
、
そ
の
さ
ら
な
る
内
側
に
あ
る

﹁
他
人
の
立
ち
入
り
を
許
さ
な
い
﹂
領
域
に
お
い
て
、
ユ﹅

ダ﹅

ヤ﹅

の
名
も
ま
た
言
及
さ
れ

る
こ
と
な
し
に
│
│
だ
か
ら
こ
そ
一
層
入
念
に
│
│
保
た
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
語﹅

ら﹅

な﹅

い﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

守﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

る﹅

の﹅

は﹅

神﹅

の﹅

名﹅

だ﹅

け﹅

で﹅

は﹅

な﹅

い﹅

。﹁
ユ
ダ
ヤ
人
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
﹂
は
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
十
分
に
心
得
て
い
た
。

他
方
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
﹁
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー
蜂
起
の
栄
光
や
、
ほ
か
に
抵

抗
し
た
少
数
の
人
々
の
英
雄
的
な
と
こ
ろ

ヒ

ロ

イ

ズ

ム

﹂
に
つ
い
て
記
し
て
い
た
。
彼
ら
は
﹁
ナ

チ
ス
が
提
供
し
た
比
較
的
楽
な
死
│
│
銃
撃
隊
の
前
や
ガ
ス
室
の
中
│
│
を
拒
否

し
た
﹂
の
だ
、
と
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
人
種
差
別
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
全
体

主
義
的
支
配
体
制
を
考
慮
す
る
限
り
、
そ
う
し
た
抵
抗
は
た
し
か
に
﹁
ユ
ダ
ヤ
人
全

体
の
名
誉
の
た
め
に
闘
う
﹂
行
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
最
晩
年
の

論
考
に
よ
れ
ば
、﹁
悲
愴
的
な
と
こ
ろ
も
英
雄
的
な
と
こ
ろ
も
全
然
な
い
﹂
闘
い
も
ま

た
存
在
す
る
。
そ
れ
は
﹁
最
も
意
識
的
で
最
も
粘
り
強
い
も
の
﹂
で
あ
り
、﹁
精
神
的

な
人
間
﹂
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
そ
し
て
言
論
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
の
闘
い
に

は
、
当
の
言
語
の
性
質
そ
の
も
の
に
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
明
示
的
な
仕
方
で
は

表
現
さ
れ
な
い
闘
い
も
含
ま
れ
る
。﹁
名
誉
﹂
は
行
動
や
言
葉
の
外
に
保
つ
こ
と
が
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で
き
、﹁
恥
﹂
か
ら
逃
れ
る
道
も
ま
た
お
そ
ら
く
ひ
と
つ
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

四

非
活
動
的
︑
超
活
動
的

ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
﹁
非
活
動
的
﹂
と
形
容
さ
れ
た
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
こ
う
し
て
最

晩
年
の
論
考
に
お
い
て
逆
に
最
も
﹁
活
動
的
﹂
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

異
国
の
地
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
論
を
執
筆
し
な
が
ら
、
か
つ
て
な
く
﹁
政
治
的
﹂
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。﹁
何
も
し
な
い
と
き
ほ
ど
活
動
的
で
あ
る
こ
と
は

な
く
、
一
人
で
い
る
と
き
ほ
ど
孤
独
で
な
い
こ
と
は
な
い

N
u
m
q
u
a
m

se
p
lu
s

a
g
e
re
q
u
a
m

n
ih
il
cu
m

a
g
e
re
t,
n
u
m
q
u
a
m

m
in
u
s
so
lu
m

e
sse
q
u
a
m

cu
m

so
lu
s
e
sse
t﹂。
大
カ
ト
ー
の
こ
の
言
葉
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
生
涯
を
通
じ
て
何
度
か

引
い
て
い
る15
。
そ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
﹁
活
動
的
生
活

v
ita
a
ctiv
a﹂
か
ら
区
別
さ

れ
る
﹁
観
想
的
生
活

v
ita
co
n
te
m
p
la
tiv
a﹂
の
特
徴
を
言
い
表
し
た
言
葉
だ
が
、
最

晩
年
の
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

も
っ
と
も
、ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
し
た
が
う
な
ら
、当
の
言
葉
は
む
し
ろ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

に
こ
そ
妥
当
す
る
。

自
分
を
貸
す
用
意
な
ら
彼
に
は
い
つ
で
も
あ
っ
た
│
│
自
分
を
与
え
る
用

意
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
自
分
の
生
活
が
ど
ん
な
形
を
と
ろ
う
と
、
彼
は
最
善

の
も
の
、
自
分
の
本
質
に
固
有
な
も
の
を
つ
ね
に
手
元
に
と
ど
め
て
い
た
。

︹
…
︺
気
に
か
け
て
い
た
の
は
一
つ
だ
け
、
自
分
自
身
に
対
し
て
理
性
的
で
あ
る

こ
と
、
非
人
間
的
な
時
代
に
あ
っ
て
人
間
的
で
あ
る
こ
と
、
集
団
的
狂
気
の
さ

な
か
で
自
由
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。︹
…
︺
彼
を
知
る
最
も
近
し
い
人
々
で
さ

え
、
彼
が
ど
れ
だ
け
の
忍
耐
と
賢
明
さ
と
柔
軟
さ
を
も
っ
て
、
み
ず
か
ら
立
て

た
一
つ
の
課
題
│
│
単
な
る
生
で
は
な
く
自
分
自
身
の
生
を
生
き
る
こ
と

│
│
に
人
知
れ
ず
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
何
も
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
者
が
、
比
類
の
な
い
行
為
を

成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
自
分
を
保
持
し
て
自
分
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
は
自
分
の
う
ち
に
人
間
そ
の
も
の
、
時
代
を
超
越
し
た
裸
の
人
間
を
保

持
し
た
の
だ16
。

ア
ー
レ
ン
ト
も
ま
た
﹃
全
体
主
義
の
起
源
﹄︵
一
九
五
一
年
︶
の
な
か
で
裸﹅

性﹅

に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
﹁
国
民
国
家
の
没
落
と
人
権
の
終
焉
﹂
と
題
さ
れ
た
章

に
お
い
て
で
あ
り
、
国
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
人
々
は
人
権
も
喪
失
し
て
い
る
と
彼
女
は

言
う
。
つ
ま
り
無
国
籍
者
や
難
民
た
ち
は
、
昨﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

で
国
家
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
て
い
た
諸
権
利
を
も
は
や
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
今
日
で
は
無
権
利
者
、

単
な
る
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
権
宣
言
以
来
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
持
つ
と
さ
れ
た
権
利
は
事
実
上
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
ず
、
そ
し
て
﹁
人
間
で

あ
る
こ
と
の
抽
象
的
な
裸
性
に
世
界
は
ど
ん
な
畏
敬
の
念
も
示
さ
な
か
っ
た
﹂
17

。
し
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た
が
っ
て
今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

に
人
権
は
な
い
。
そ
れ
は
﹁
理
性
と
人
間
の
尊
厳
﹂
と
と
も

に
失
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
全
体
主
義
的
支
配
は
ま
さ
に
﹁
非
人
間
的
な
時
代
﹂
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
ア
ー
レ
ン
ト
は
、﹁
人
間
的
で
あ
る
こ
と
﹂
と
﹁
自
由
で
あ
る
こ
と
﹂

を
独
自
の
仕
方
で
問
い
直
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
が
﹃
人
間
の
条
件
﹄︵
一

九
五
八
年
︶
で
あ
り
、
こ
れ
は
﹁
活
動
的
生
活
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
労﹅

働﹅

、

制﹅

作﹅

、
行﹅

為﹅

と
い
う
三
つ
の
活
動
の
う
ち
、
最
も
人
間
的
な
の
は
言
論
を
と
も
な
っ

た
行
為
で
あ
り
、
複
数
の
人
々
の
間
で
の
熟
議
を
通
じ
て
経
験
さ
れ
る
政
治
的
な
自

由
が
本
来
的
な
自
由
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
外
的
な
行
為
以
上
に
活
動

的
な
人
間
的
営
為
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
思﹅

考﹅

活﹅

動﹅

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
ア
ー
レ
ン
ト

は
言
う
。
こ
う
し
た
文
脈
で
前
述
の
大
カ
ト
ー
の
言
葉
が
引
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
﹁
何
も
し
な
い
と
き
ほ
ど
﹂
思﹅

考﹅

に﹅

集﹅

中﹅

で﹅

き﹅

る﹅

が﹅

ゆ﹅

え﹅

に﹅

﹁
活
動

的
で
あ
る
こ
と
は
な
く
﹂、
ま
た
思
考
と
は
内﹅

的﹅

対﹅

話﹅

、
つ
ま
り
自
分
自
身
と
の
対
話

で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
一
人
で
い
る
と
き
ほ
ど
孤
独
で
な
い
こ
と
は
な
い
﹂
か
ら
で
あ

る
。か

く
し
て
思﹅

考﹅

、
意﹅

志﹅

、
判﹅

断﹅

と
い
う
三
つ
の
営
為
を
テ
ー
マ
と
し
た
﹃
精
神
の

生
活
﹄
を
第
二
巻
ま
で
ほ
ぼ
書
き
終
え
て
、
ち
ょ
う
ど
第
三
巻
に
着
手
し
よ
う
と
し

て
い
た
一
九
七
五
年
一
二
月
四
日
、
心
臓
発
作
が
彼
女
を
襲
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
最
晩
年
の
ア
ー
レ
ン
ト
が
考
え
つ
つ

あ
っ
た
当
の
こ
と
を
、
最
晩
年
の
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
通
じ
て
示
そ
う

と
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ト
も
﹁
裸
の
人
間
﹂
を
目
撃
し
た
。

も
っ
と
も
、
戦
後
の
彼
女
の
考
察
は
政
治
的
な
自
由
に
向
か
っ
た
た
め
に
﹁
抽
象
的

な
裸
性
﹂
そ
の
も
の
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
晩
年
に
な
っ
て
﹁
何

も
し
な
い
﹂﹁
一
人
で
い
る
﹂
人
間
の
営
為
に
着
目
し
た
と
き
、﹁
時
代
を
超
越
し
た
﹂

﹁
人
間
そ
の
も
の
﹂
が
│
│
と
り
わ
け
そ
の
﹁
観
想
的
生
活
﹂
が
│
│
図
ら
ず
も
問

題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
亡
命
者
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
目
に
は
、
政
治
的
な
自
由
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。﹁
大
衆
的
破
局
﹂
と
﹁
集
団
的
狂
気
﹂
の
時
代
に

あ
っ
て
言
論
行
為
が
破
綻
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
制
作
活
動
の
産
物
た
る
芸
術
作

品
に
い
た
っ
て
は
燃
や
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

だ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と

え
世
界
が
﹁
ど
ん
な
畏
敬
の
念
も
示
さ
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
も
、﹁
人
間
で
あ
る
こ
と
﹂

自
体
は
残
る
。
ど
れ
ほ
ど
﹁
恥
﹂
を
押
し
付
け
ら
れ
よ
う
と
、
ま
ず
は
そ
れ
を
真﹅

に﹅

受﹅

け﹅

な﹅

い﹅

こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
真
に
受
け
た
瞬
間
か
ら
﹁
自
分
自
身
の
生
﹂
は
﹁
単

な
る
生
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
計
算
可
能
な
単
な
る
人
間
に
還
元
さ
れ
、
や

が
て
収
容
所
に
送
ら
れ
る
多
く
の
人
々
の
う
ち
の
一
人
、
あ
る
い
は
無
国
籍
者
や
難

民
の
一
人
以
外
の
何
者
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人﹅

間﹅

の﹅

顔﹅

を﹅

持﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

な﹅

が﹅

ら﹅

人﹅

間﹅

的﹅

な﹅

扱﹅

い﹅

を﹅

も﹅

は﹅

や﹅

受﹅

け﹅

ら﹅

れ﹅

な﹅

い﹅

何﹅

者﹅

か﹅

に
変
質
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
﹁
最
善
の
も
の
、
自
分
の
本
質
に
固
有
な
も
の
﹂
を
失
っ
て
は
な
ら

な
い
。
同
時
に
こ
れ
が
﹁
内
面
の
自
由
を
守
る
﹂
意﹅

義﹅

で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
こ
の
こ
と
を
学
ん
だ
と
き
、
彼
は
ま
さ
に
﹁
一
人
で
い
る
と
き

ほ
ど
孤
独
で
な
い
こ
と
は
な
い
﹂
経
験
を
し
た
の
だ
っ
た
。

私
が
﹃
エ
セ
ー
﹄
を
手
に
す
る
と
、
印
刷
さ
れ
た
紙
片
は
薄
暗
い
空
間
の
な

か
に
消
え
去
っ
て
い
く
。
誰
か
が
息
づ
き
、
誰
か
が
私
と
と
も
に
生
き
る
。
見

知
ら
ぬ
人
が
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
も
は
や
見
知
ら
ぬ
人
で
は

な
く
、
友
の
よ
う
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
誰
か
に
な
っ
て
い
る
。
四
百
年
は
煙

の
よ
う
に
吹
き
消
さ
れ
た
︹
…
︺。
な
ぜ
君
は
そ
う
何
も
か
も
重
く
考
え
る
の
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か
ね
？

な
ぜ
君
は
時
代
の
愚
挙
や
蛮
行
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
の
か
ね
？

そ
ん
な
も
の
は
す
べ
て
君
の
肌
に
触
れ
る
だ
け
だ
。
君
の
内
面
の
自
分
に
触
れ

は
し
な
い
。
君
が
み
ず
か
ら
動
揺
し
な
い
限
り
、
外
部
は
君
を
動
揺
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ず
、
君
か
ら
何
も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
。﹁
思
慮
あ
る
人
間
に
は

失
う
も
の
な
ど
何
も
な
い

L
’h
o
m
m
e
d
’e
n
te
n
d
e
m
e
n
t
n
’a
rie
n
à
p
e
rd
re﹂。

︹
…
︺
君
自
身
以
外
の
何
も
の
も
、
君
を
高
め
た
り
貶
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
│
│
内
面
が
堅
固
で
自
由
な
ま
ま
な
ら
、
外
部
か
ら
の
最
大
の
圧
力
で
さ

え
す
ぐ
に
打
ち
消
さ
れ
る
の
だ18
。

作
家
な
る
も
の
が
人
称
代
名
詞
を
思
う
ま
ま
に
操
作
で
き
る
以
上
、
こ
こ
で
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
が
み
ず
か
ら
の
内﹅

的﹅

対﹅

話﹅

を
現
実
の
対
話
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
し
て

い
る
の
も
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。﹃
エ
セ
ー
﹄
の
著
者
は
、
読
者
の
内
部
で

﹁
君
﹂
に
語
り
か
け
る
。﹁
君
﹂
は
と
く
に
反
論
す
る
こ
と
も
な
く
、
じ
っ
と
耳
を
傾

け
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
虚
構
の
対
話
が
│
│
も
っ
ぱ
ら
一
方
が
他
方
に
語
り
か
け

る
形
だ
と
し
て
も
│
│
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
自
身
の
思﹅

考﹅

活﹅

動﹅

そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
大
カ
ト
ー
の
言
葉
に
関
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
解

釈
に
し
た
が
う
な
ら
、
そ
れ
は
労﹅

働﹅

、
制﹅

作﹅

、
行﹅

為﹅

以
上
に
活
動
的
な
営
為
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
彼
は
読
書
し
た
だ
け
な
の
だ
が
、
さ
ら
に
﹁
自
分

を
保
持
し
て
自
分
を
記
述
す
る
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
自
身
が
実
際
に
﹁
比

類
の
な
い
行
為
を
成
し
遂
げ
た
﹂
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
間

に
あ
っ
て
﹁
観
想
的
生
活
﹂
に
関
す
る
両
者
の
考
察
が
同﹅

じ﹅

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

哲
学
者
で
も
な
い
の
に
高
度
に
哲
学
的
な
問
題
を
│
│
同
時
に
き
わ
め
て
﹁
政
治
的

な
﹂
問
題
を
│
│
考
え
る
た
め
の
扉
を
開
い
た
の
だ
。

五

内
的
自
由
と
は
何
か
？

そ
の
こ
と
は
﹁
思
慮
あ
る
人
間
に
は
失
う
も
の
な
ど
何
も
な
い
﹂
と
い
う
引
用
か

ら
理
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
は
﹃
エ
セ
ー
﹄
第
一
巻
、﹁
孤
独
に
つ
い
て
﹂
と
題
さ
れ
た

章
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
自
分
自
身
を
保
つ
限
り
、
思
慮
あ
る
人
間
に
は
失
わ
れ
る
も
の

な
ど
何
も
な
い
。
ノ
ラ
の
町
が
蛮
族
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
の
司

教
だ
っ
た
パ
ウ
リ
ヌ
ス
は
、
す
べ
て
を
失
っ
た
ば
か
り
か
、
捕
虜
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
神
に
こ
う
祈
っ
た
。
主
よ
、
こ
の
損
失
を
感
じ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
私
を
お
守
り
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
私
自

身
の
も
の
に
は
ま
だ
何
も
手
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
と
。
彼
を

富
め
る
者
に
し
て
い
た
富
、
そ
し
て
善
き
人
に
し
て
い
た
善
は
、
ま
だ
す
べ
て

そ
の
ま
ま
だ
っ
た
。
損
害
か
ら
免
れ
る
財
宝
を
選
ぶ
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
、

つ
ま
り
誰
も
行
か
な
い
場
所
、
本
人
に
し
か
暴
き
よ
う
の
な
い
場
所
に
財
宝
を

隠
す
の
で
あ
る
。
で
き
る
な
ら
妻
子
や
財
産
、
と
り
わ
け
健
康
を
保
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
執
着
す
べ
き
で
は
な
く
、
我
々
の
幸
福
が
そ

れ
ら
に
依
存
す
る
よ
う
で
は
い
け
な
い
。
我
々
の
本
当
の
自
由
を
確
保
で
き
る

場
所
、お
よ
そ
引
き
籠
も
っ
て
孤
独
に
な
れ
る
場
所
、
い
わ
ば
自
分
専
用
で
ま
っ

た
く
自
由
な
店
の
奥
の
部
屋

ア
リ
エ
ー
ル
ブ
テ
ィ
ッ
ク

を
と
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
自
分
自
身
と
の
日

常
的
な
対
話
、
外
部
の
事
物
が
入
り
込
む
余
地
の
な
い
私
的
な
対
話
を
そ
こ
で

─ 186（11）─

18

Zw
eig,op.cit.,S.17-18︵
二
八
一
-二
八
二
頁
︶;S.479-480.



行
う
の
だ
。
妻
や
子
は
な
く
、
財
産
も
な
く
、
従
者
も
召
使
い
も
い
な
い
か
の

よ
う
に
、
話
し
た
り
笑
っ
た
り
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
を
失
う
事
態
が
い

つ
か
訪
れ
て
も
、
そ
れ
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
目
新
し
く
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
で
あ
る19
。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
信﹅

仰﹅

心﹅

で
は
な
い
点
に
注
意
し
よ
う
。

特
定
の
﹁
神
﹂、
特
定
の
﹁
主
﹂、
特
定
の
宗
教
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。そ

う
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
﹁
自
分
自
身
を
保
つ
﹂
こ
と
、
仮
に
﹁
蛮
族
﹂
の

襲
撃
を
受
け
、﹁
妻
子
や
財
産
﹂
を
奪
わ
れ
、
さ
ら
に
自
分
自
身
が
﹁
捕
虜
﹂
の
身
に

な
っ
た
と
し
て
も
、﹁
本
当
の
自
由
を
確
保
で
き
る
場
所
﹂
を
ど﹅

こ﹅

か﹅

に﹅

持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
本
人
以
外
は
﹁
誰
も
行
か
な
い
場
所
﹂、
あ
る
い
は
む
し
ろ
他﹅

の﹅

誰﹅

も﹅

行﹅

け﹅

な﹅

い﹅

場﹅

所﹅

を
、
自﹅

分﹅

自﹅

身﹅

の﹅

内﹅

側﹅

に﹅

保
持
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
は
﹁
本
人
に
し
か
暴
き
よ
う
の
な
い
場
所
﹂
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
こ
そ

﹁
私
自
身
の
も
の
﹂
は
誰
に
も
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
保
た
れ
る
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
読

み
取
っ
た
│
│
あ
る
い
は
聴
き
取
っ
た
│
│
通
り
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
﹁
最
も
内
奥
の
自
分
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
﹁
財
宝
﹂、
こ
の
﹁
最
も
貴
重

な
も
の
﹂
が
守
ら
れ
る
限
り
、
外
的
な
事
物
が
い
く
ら
失
わ
れ
て
も
究
極
的
に
は
何

も
失
わ
れ
な
い
の
だ
。

の
み
な
ら
ず
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
さ
ら
に
﹁
自
分
自
身
と
の
日
常
的
な
対
話
﹂
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。﹁
内
面
の
自
立
を
自
分
自
身
の
う
ち
で
み
ず
か
ら
守
る
こ
と
﹂

が
重
要
な
の
は
、
こ
の
内﹅

的﹅

対﹅

話﹅

の
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
外
部
の
事
物
が

入
り
込
む
余
地
の
な
い
私
的
な
対
話
﹂
で
あ
り
、﹁
内
面
の
自
分
﹂
は
そ
う
し
た
自
分

自
身
と
の
絶
え
ざ
る
対
話
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。﹁
思
慮
あ
る
人
間

l’h
o
m
m
e

d
’e
n
te
n
d
e
m
e
n
t﹂
と
は
、
知﹅

性﹅

な
い
し
悟﹅

性﹅

を
備
え
た
人
間
で
あ
っ
て
、
稀
有
な
天

才
と
か
不
世
出
の
才
能
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
む
し
ろ
普
通
の
平

凡
な
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
自
身
の
う
ち
に
﹁
引
き
籠
も
っ
て
孤
独
に
な
れ
る
場

所
﹂
を
持
ち
、
そ
こ
で
自
己
対
話
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
対
話

自
体
が
﹁
思
慮
﹂
に
ほ
か
な
ら
ず
、﹁
自
分
自
身
を
保
つ
﹂
に
は
、
﹁
内
奥
の
砦
﹂
を

確
保
し
た
上
で
、
も
う
一
人
の
自
分
と
十
分
に
話
し
合
う
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ

る
。そ

し
て
こ
う
し
た
す
べ
て
は
、
最
晩
年
の
ア
ー
レ
ン
ト
が
﹁
思
考
す
る
こ
と

th
in
k
in
g
﹂
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
を
完
全
に
先
取
り
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

﹃
精
神
の
生
活
﹄
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
名
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
。
彼
女
の
著
作
や

論
文
全
体
を
見
渡
し
て
も
稀
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
お
そ
ら
く
ま
っ
た
く
別
個
に

同
じ
見
解
に
到
達
し
た
の
で
あ
り
、
実
際
ア
ー
レ
ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
﹁
一

者
の
な
か
の
二
者
﹂
と
い
う
内
的
対
話
の
モ
デ
ル
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
っ
た
。
物
事
を

考
え
る
際
、
人
間
は
し
ば
し
ば
自
問
す
る
。
問﹅

う﹅

て﹅

い﹅

る﹅

者﹅

は
自
分
で
あ
り
、
問﹅

わ﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

者﹅

も
自
分
で
あ
る
。﹃
エ
セ
ー
﹄
の
読
者
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
よ
う
に
、
前
者
を

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
見
立
て
て
﹁
孤
独
で
な
い
﹂
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
も
で
き
る
に

せ
よ
、
外
的
現
実
と
し
て
﹁
一
人
で
い
る
﹂
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
意
味
で

は
﹃
エ
セ
ー
﹄
全
体
が
自
問
自
答
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
自
分

自
身
を
モ
デ
ル
と
し
て
問﹅

う﹅

て﹅

い﹅

る﹅

者﹅

と
問﹅

わ﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

者﹅

を
示
し
た
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

内
的
対
話
、
つ
ま
り
一
人
で
﹁
話
し
た
り
笑
っ
た
り
す
る
こ
と
﹂
を
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

が
重
視
す
る
の
は
、﹁
こ
れ
ら
︹
外
部
の
事
物
・
人
々
︺
を
失
う
事
態
が
い
つ
か
訪
れ

て
も
、
そ
れ
な
し
で
済
ま
す
こ
と
が
目
新
し
く
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
﹂
だ
っ
た
。

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
二
〇
世
紀
の
﹁
大
衆
的
破
局
﹂
を
目
撃
し
た
の
に
先
駆
け
て
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
は
一
六
世
紀
の
﹁
集
団
的
狂
気
﹂
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
両
者
は
﹁
内
面
の
自
由
を
守
る
た
め
の
闘
い
﹂
に
従
事
す
る
。
他
方
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
着
目
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
﹁
破
局
﹂
や
﹁
狂
気
﹂
の
内
側
に
い
た
人
物
、

現
代
に
お
け
る
﹁
蛮
族
﹂
を
形
成
し
、
全
体
主
義
的
支
配
に
奉
仕
し
た
人
物
と
し
て

の
ア
イ
ヒ
マ
ン
だ
っ
た
。
彼
女
は
こ
の
役
人
に
つ
い
て
﹁
思
考
を
欠
い
て
い
る
﹂
と

評
し
た
が
、
そ
の
内
実
は
こ
こ
で
の
議
論
全
体
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

の
公
務
員
に
は
、
内
な
る
自
分
を
保
つ
余
地
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
内
的
対
話
も
不

可
能
で
、
そ
れ
ゆ
え
﹁
思
考
す
る
こ
と
﹂
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
個

人
の
気
質
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
全
体
主
義
的
支
配
は
﹁
内
面
の
自
由
﹂
を

も
支
配
す
る
か
ら
こ
そ
全
体
主
義
的
な
の
で
あ
り
、
そ
の
兆
候
は
個
々
人
の
言
動
に

こ
そ
現
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
逆
に
﹁
内
面
の
自
由
﹂
が
外
的
自
由
の
条
件
に
ほ
か
な
ら
ず
、
内﹅

的﹅

対﹅

話﹅

を﹅

通﹅

じ﹅

て﹅

思﹅

考﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

政﹅

治﹅

的﹅

な﹅

自﹅

由﹅

の﹅

前﹅

提﹅

と﹅

し﹅

て﹅

不﹅

可﹅

欠﹅

だ﹅

と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
思
考
を
欠
い
て
い
た
場
合
、
内
的
自
由
は
す
で
に
失
わ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
自
由
も
あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

後
年
に
政
治
理
論
家
を
名
乗
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
点
に
気
づ

い
た
か
ら
こ
そ
、﹃
人
間
の
条
件
﹄
か
ら
﹃
精
神
の
生
活
﹄
へ
、﹁
活
動
的
生
活
﹂
か

ら
﹁
観
想
的
生
活
﹂
へ
、
焦
点
を
移
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
﹁
内
面

の
自
由
﹂
に
着
目
し
て
い
た
最
晩
年
の
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
や
が
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
提

示
す
る
こ
と
に
な
る
三
つ
の
契
機
│
│
思﹅

考﹅

、
意﹅

志﹅

、
判﹅

断﹅

│
│
を
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

論
の
な
か
で
示
し
て
い
る
。
全
体
主
義
的
支
配
は
、
思﹅

考﹅

の
み
な
ら
ず
意﹅

志﹅

や
判﹅

断﹅

も
支
配
す
る
こ
と
で
、
本
来
は
多
様
な
個
々
人
を
全
体
に
奉
仕
さ
せ
る
体
制
を
整
え

る
の
で
あ
る
。

誤
り
で
あ
り
犯
罪
的
な
の
は
た
だ
一
つ
、
こ
う
し
た
多
様
な
世
界
を
原
理
と

か
体
系
の
な
か
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
人
々
か
ら
自
由

に
判
断
す
る
機
会
を
奪
い
、
彼
ら
が
本
当
に
意
志
し
て
い
る
こ
と
を
妨
げ
、
し

か
も
彼
ら
の
頭
に
な
い
こ
と
を
強
制
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
自

由
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
持
た
な
い
者
の
す
る
こ
と
だ
。
自
分
た
ち
の
﹁
新
し

い
考
え
﹂
を
厚
顔
に
も
唯
一
不
可
侵
の
世
界
真
理
と
し
て
押
し
つ
け
、
そ
の
正

し
さ
の
た
め
に
は
何
十
万
も
の
人
間
の
血
が
流
さ
れ
よ
う
と
微
動
だ
に
し
な
い

精
神
的
独
裁
者
た
ち
の
狂
乱
、﹁
熱
狂

fré
n
é
sie
﹂
ほ
ど
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
嫌
っ

た
も
の
は
な
か
っ
た20
。

﹁
精
神
的
独
裁
者
た
ち
﹂
は
﹁
自
由
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
持
た
な
い
﹂
。

し
か
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
必
然
な
の
だ
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
な
ら
言
う
か
も
し
れ
な

い
。
第
一
に
、
彼
女
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
政
治
的
な
自
由
は
共
同
の
熟
議
に
も
と

づ
く
。
そ
の
た
め
に
は
複
数
の
人
々
が
多
様
な
議
論
を
交
わ
す
網
の
目
が
不
可
欠
だ

が
、
こ
れ
を
廃
棄
す
る
か
ら
こ
そ
﹁
独
裁
者
た
ち
﹂
は
そ
う
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
彼
ら
は
み
ず
か
ら
の
地
位
を
自﹅

由﹅

意﹅

志﹅

の
結
果
だ
と
考
え
て
い
る
。
近

代
以
前
な
ら
神﹅

の﹅

意﹅

志﹅

、
近
代
以
後
な
ら
民
衆
の
一﹅

般﹅

意﹅

志﹅

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
志
と
は
つ
ね
に
未﹅

来﹅

に
向
け
ら
れ
た
内﹅

的﹅

意
志

で
あ
り
、
そ
こ
に
他
者
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。﹁
新
し
い
考
え

N
e
u
ig
k
e
ite
n
﹂、

つ
ま
り
新
た
な
政
策
や
新
た
な
構
想
を
﹁
唯
一
不
可
侵
の
世
界
真
理
と
し
て
押
し
つ

け
る
﹂
原
動
力
は
、
そ
う
し
た
意﹅

志﹅

の﹅

力﹅

な
の
だ
。
こ
れ
は
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
自﹅

由﹅

の﹅

力﹅

と
し
て
発
見
さ
れ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
自﹅

由﹅

意﹅

志﹅

と
し
て
神
学
化

さ
れ
、
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
一﹅

般﹅

意﹅

志﹅

と
し
て
政
治
化
さ
れ
た
。
今﹅

日﹅

の﹅

世﹅

界﹅

が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
意
志
の
系
譜
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
だ
と
す
る
と
ナ
チ
ス
が
﹁
意
志
の
勝
利
﹂
を
祝
っ
た
の
も
論
理
的
な
結
果

に
見
え
て
く
る
…
…
。

そ
し
て
最
晩
年
の
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
近
代
に
お
け
る
こ
う
し
た
意﹅

志﹅

の﹅

支﹅

配﹅

か
ら

の
突
破
口
を
求
め
て
過
去
に
も
と
づ
く
判﹅

断﹅

に
つ
い
て
考
察
す
べ
く
着
手
し
た
の
だ

が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
前
述
の
ご
と
く
急
逝
し
た
の
だ
っ
た
。

六

終
わ
り
な
き
対
話

も
っ
と
も
、﹁
四
百
年
﹂
と
い
う
時
間
を
遡
っ
て
も
、
事
態
は
そ
う
大
き
く
変
わ
ら

な
い
。

ル
ソ
ー
以
前
の
世
界
に
も
﹁
多
様
な
世
界
を
原
理
と
か
体
系
の
な
か
に
閉
じ
込
め

よ
う
と
す
る
﹂
人
々
は
存
在
し
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
そ
の
﹁
厚

顔
﹂
に
憤
り
を
覚
え
て
い
た
。﹁
何
十
万
も
の
人
間
の
血
が
流
さ
れ
よ
う
と
微
動
だ

に
し
な
い
﹂
狂
乱
者
た
ち
は
、﹁
神
﹂
を
持
ち
出
し
て
く
る
だ
け
に
厄
介
だ
。
神
の
意

志
は
神
の
み
ぞ
知
る
。
だ
が
、
人
間
の
意
志
も
神
の
意
志
と
無
縁
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
た
め
に
、世
界
は
や
は
り
意﹅

志﹅

の﹅

支﹅

配﹅

に
従
属
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
次
の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
。

最
も
意
志
的
な
死
、
こ
れ
が
最
も
美
し
い
。
生
は
他
人
の
意
志
次
第
だ
が
、

死
は
我
々
の
意
志
次
第
だ
。
何
よ
り
も
死
の
場
合
に
こ
そ
、
我
々
は
自
分
の
気

持
ち
に
正
直
に
な
る
べ
き
だ
。
こ
の
際
、
名
声
な
ど
関
係
な
い
│
│
そ
ん
な
も

の
を
尊
重
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
死
ぬ
自
由
が
な
い
と
す
れ
ば
、
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
仕
え
る
こ
と
で
あ
る21
。

ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
こ
の
箇
所
に
着
目
し
、
最
初
の
一
文
を
短
縮
し
た
形
で
引
い
て
い

る
│
│
﹁
最
も
意
志
的
な
死
は
最
も
美
し
い

L
a
p
lu
s
v
o
lo
n
ta
ire
m
o
rt
e
st
la

p
lu
s
b
e
lle﹂
22

。
し
か
も
こ
れ
は
タ
イ
プ
原
稿
に
後
か
ら
手
書
き
で
加
え
た
も
の
ら
し

く
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
彼
自
身
の
自
死
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
印
象
を
与
え
る23
。

﹁
名
声
な
ど
関
係
な
い
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
た
し
か
に
亡
命
者
の
心
に
響
い
た
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
、﹁
最
も
意
志
的
な
死
﹂
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
死
な
の
か
は
、
実
際
の

と
こ
ろ
判
然
と
し
な
い
。﹃
エ
セ
ー
﹄
に
は
数
多
く
の
自
死
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
て

お
り
、
論
評
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
ど
れ
が
﹁
最
も
意
志

的
﹂
か
を
語
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
彼
自
身
も
自
死
を
図
っ
た
わ
け
で
は
全
然
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
あ
る
逆
説
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
﹁
内
面
の
自
由
を
守

る
﹂
と
い
う
こ
と
は
﹁
死﹅

ぬ﹅

自﹅

由﹅

﹂
も﹅

手﹅

放﹅

さ﹅

な﹅

い﹅

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
﹁
他
人
の
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意
志
次
第
﹂
の
世
界
に
あ
っ
て
、
死
は
完
全
に
﹁
我
々
の
意
志
次
第
﹂
に
で
き
る
唯

一
の
も
の
、
い
わ
ば
究
極
の
自
由
で
あ
り
、
決
し
て
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
。﹁
死
ぬ

自
由
が
な
い
と
す
れ
ば
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
﹂。
自
分
の

意
思
に
基
づ
い
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
、
生
に
は
完
全
な
自
由
が
な

く
な
っ
て
し
ま
い
、
本
当
に
す
べ
て
が
﹁
他
人
の
意
志
次
第
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、﹁
死
ぬ
自
由
﹂
を
保
持
す
る
以
上
、
実
際
に
は
死﹅

ぬ﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

な﹅

い﹅

の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
死
を
選
ん
だ
瞬
間
、最
大
の
自
由
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ま
で
保
持
し
て
き
た
究
極
の
﹁
財
宝
﹂
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。﹁
こ
れ
が

最
も
美
し
い
﹂
の
は
、
そ
れ
が
最﹅

も﹅

あ﹅

り﹅

え﹅

な﹅

い﹅

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

手﹅

放﹅

す﹅

べ﹅

き﹅

で﹅

な﹅

い﹅

も﹅

の﹅

を﹅

手﹅

放﹅

す﹅

か
ら
、
そ
れ
が
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

だ
か
ら

で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

と
言
え
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
？

数
多
く

の
自
死
が
あ
る
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

と
言
え
る
の
か
？

そ
れ

が
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

で
あ
る
以
上
、﹁
死
ぬ
自
由
﹂
は
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

保
持
さ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

﹁
内
面
の
自
由
を
守
る
﹂
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

﹁
本
当
の
自
由
を
確
保
で

き
る
場
所
﹂
を
維
持
し
、
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

﹁
自
分
自
身
と
の
日
常
的
な
対
話
﹂
を

行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

思﹅

考﹅

す﹅

る﹅

必
要
が
あ

り
、
し
た
が
っ
て
自﹅

分﹅

の﹅

死﹅

そ﹅

の﹅

も﹅

の﹅

を﹅

も﹅

思﹅

考﹅

し﹅

な﹅

け﹅

れ﹅

ば﹅

な﹅

ら﹅

な﹅

い﹅

と
い
う
こ

と
に
な
る
。

か
く
し
て
﹃
エ
セ
ー
﹄
第
三
巻
、﹁
気
持
ち
を
転
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
﹂
と
題
さ
れ

た
章
の
次
の
よ
う
な
一
節
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
こ
で
は
み
ず
か
ら
毒
を
飲
ん
で
命
を

絶
っ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
比
較
す
る
形
で
、
紀
元
前
三
世
紀
の
哲
学
者
ヘ
ゲ
シ
ア
ス
の

弟
子
た
ち
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
生
よ
り
も
死
が
望
ま
し
い
と
し
て
絶
食

を
説
い
た
師
の
講
義
に
感
動
し
、
弟
子
た
ち
は
次
々
に
教
え
を
実
行
に
移
し
た
の
だ

と
い
う
。
晩
年
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
う
続
け
る
。

こ
の
よ
う
な
︹
自
死
し
た
︺
人
々
は
、
死
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
は
い
な
い
。

死
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
死
の
と
こ
ろ
で
彼
ら
は
思
考
を

止
め
な
か
っ
た
。
あ
る
新
た
な
存
在
を
目
指
し
て
走
っ
た
の
だ
。
火
刑
台
の
上

の
憐
れ
な
人
々
は
、
熱
烈
な
信
仰
心
で
満
た
さ
れ
、
可
能
な
か
ぎ
り
全
感
覚
を

そ
こ
に
注
い
で
い
る
。
与
え
ら
れ
る
教
え
に
傾
け
た
両
耳
、
天
に
向
け
ら
れ
た

両
目
と
両
手
、
そ
し
て
朗
々
と
祈
る
声
。
こ
れ
ら
は
絶
え
ざ
る
激
し
い
情
熱
と

と
も
に
あ
り
、
た
し
か
に
状
況
に
ふ
さ
わ
し
く
称
賛
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
。

信
仰
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
を
讃
え
る
べ
き
だ
。
し
か
し
、
毅
然
た
る
態
度
と
い

う
点
で
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
彼
ら
は
闘
い
か
ら
逃
げ
て
い
る
。
考
察
を
死

か
ら
そ
ら
し
て
い
る
│
│
子
供
に
メ
ス
を
入
れ
る
際
あ
や
す
よ
う
に24
。

﹁
火
刑
台
の
上
の
憐
れ
な
人
々
﹂
も
ヘ
ゲ
シ
ア
ス
の
弟
子
た
ち
と
変
わ
ら
な
い
。

異
端
と
さ
れ
た
人
々
は
、
も
ち
ろ
ん
み
ず
か
ら
火
刑
台
に
あ
が
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
﹁
自
由
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
持
た
な
い
者
﹂
に
捕
え
ら
れ
、

処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
﹁
非
人
間
的
な
時
代
﹂
の
犠
牲
者

以
外
の
何
者
で
も
な
く
、
殉
教
者
、
殉
死
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
﹁
信
仰

に
つ
い
て
は
、
彼
ら
を
讃
え
る
べ
き
だ
﹂
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
も
認
め
る
。

し
か
し
、﹁
死
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
は
い
な
い
﹂
点
で
、
彼
ら
も
師
の
教
え
に
従
っ
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て
餓
死
し
た
弟
子
た
ち
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
﹁
あ
る
新
た
な
存
在

を
目
指
し
て
走
っ
た
﹂。
そ
れ
ゆ
え
﹁
死
の
と
こ
ろ
で
思
考
を
止
め
な
か
っ
た
﹂。
換

言
す
れ
ば
、
自﹅

分﹅

自﹅

身﹅

の﹅

死﹅

を﹅

超﹅

え﹅

た﹅

と﹅

こ﹅

ろ﹅

に﹅

眼﹅

差﹅

し﹅

を﹅

向﹅

け﹅

て﹅

い﹅

た﹅

。
こ
の
意

味
で
﹁
彼
ら
は
闘
い
か
ら
逃
げ
て
い
る
﹂
の
で
あ
り
、
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

思﹅

考﹅

し﹅

た﹅

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。﹁
内
面
の
自
由
を
守
る
た
め
の
闘
い
﹂
は
、
何
ら
か
の
﹁
教
え
﹂

や
﹁
信
仰
心
﹂
を
守
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
本﹅

当﹅

に﹅

最﹅

後﹅

ま﹅

で﹅

﹁
死
ぬ
自
由
﹂
を
守

る
こ
と
に
あ
る
。
ど
ん
な
犠
牲
者
、
ど
ん
な
殉
死
者
で
あ
っ
て
も
、﹁
考
察
を
死
か
ら

そ
ら
し
て
い
る
﹂
以
上
、﹁
最
も
美
し
い
﹂
と
は
言
え
な
い
。
恐﹅

る﹅

べ﹅

き﹅

も﹅

の﹅

を
本
当

に
最
後
ま
で
見
届
け
る
の
で
な
け
れ
ば
、﹁
毅
然
た
る
態
度
﹂
と
み
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
悲
劇
的
、
あ
る
い
は
ど
れ
ほ
ど
英
雄
的

ヒ
ロ
イ
ッ
ク

に
見
え
よ
う
と
、

﹁
全
体
の
名
誉
の
た
め
に
闘
う
こ
と
﹂
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
死
を
過
度
に
美
化

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。﹁
全
体
の
名
誉
﹂
が
﹁
死
ぬ
自
由
﹂
に
優
越
す
る
の
な
ら
、

最
後
ま
で
手
放
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
す
で
に
手
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

最
大
の
自
由
、
そ
し
て
最
大
の
美
も
、
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ー

レ
ン
ト
は
﹁
ナ
チ
ス
が
提
供
し
た
死
﹂
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。﹁
銃
撃
隊
の
前
や
ガ

ス
室
の
中
﹂
は
﹁
比
較
的
楽
﹂
と
さ
れ
、﹁
蜂
起
﹂
や
﹁
抵
抗
﹂
が
評
価
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
よ
り
困
難
な
﹁
闘
い
﹂
は
、
最
後

ま
で
死﹅

ぬ﹅

自﹅

由﹅

を﹅

守﹅

る﹅

こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
全
体
の
名
誉
﹂
以
前
に
、﹁
内
面
の

自
立
を
自
分
自
身
の
う
ち
で
み
ず
か
ら
守
る
こ
と
﹂
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
最
悪
の

状
況
に
あ
っ
て
も
死
か
ら
考
察
を
そ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
﹁
毅
然
た
る
態
度
﹂
を
貫
く
こ
と
は
、﹁
恥
﹂
か
ら
逃
れ
る
別
の
道
の
ひ
と
つ
に

ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
﹁
名
声
な
ど
関
係
な
い
﹂
道
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
イ
エ
ス
の
割
礼
に
関
わ
る
作
品
は
少
な
く
な
い
。
幼
児
の
視
線
は
大

抵
﹁
メ
ス
﹂
か
ら
背
け
ら
れ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
、
ロ
ー
マ
滞
在
時
に
割

礼
の
儀
式
に
立
ち
会
っ
て
い
る
か
ら25
、﹁
あ
や
す
﹂
大
人
た
ち
を
目
に
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
で
の
議
論
を
踏

ま
え
れ
ば
、
当
然
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
恐
る
べ
き
も
の
、
無
気
味
な
光
景
か
ら
目
を

そ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
イ﹅

エ﹅

ス﹅

の﹅

出﹅

自﹅

を
直
視
す
べ
き
で
あ
り
、
自
分
が
何
者
か

を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
そ
の
た
め
に
は
自﹅

分﹅

が﹅

何﹅

を﹅

知﹅

っ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

か﹅

を
自
分
に

問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
Q
u
e
sa
is-je
?
と
い
う
問
い
を
も
っ
て
自
己
と
の
終
わ
り

な
き
対
話
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
孤
独
だ
が
活
動
的
な
﹁
思
考
す
る
こ
と
﹂
に
ほ
か
な

ら
ず
、
こ
れ
を
ま
さ
に
死
ぬ
ま
で
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
死
だ
け
が
思
考

に
終
わ
り
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
思﹅

考﹅

の﹅

終﹅

わ﹅

り﹅

は﹅

生﹅

の﹅

終﹅

わ﹅

り﹅

で
あ
る
以
上
、﹁
死
ぬ
自
由
﹂
を
保
持
し
な
が
ら
﹁
仕
え
る
こ
と
﹂
に
還
元
さ
れ
な
い

﹁
自
分
自
身
の
生
を
生
き
る
こ
と
﹂
こ
そ
、
取
り
組
む
べ
き
﹁
法
外
な
課
題

u
n
g
e
h
e
u
re
A
u
fg
a
b
e﹂
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て﹁
統
一
的
で
創
造
的
な
ひ
と
つ
の
新
た
な
形
﹂と
し
て
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

が
想
起
さ
れ
る
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
よ
れ
ば
、
彼
は
﹁
中
庸
の
人
に
し
て
結
合
の
人
に

な
る
べ
く
あ
ら
か
じ
め
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
﹂
。
そ
し
て
﹁
混
沌
と
す
る
世
界
の

な
か
で
模
範
的
な
姿
で
毅
然
と
立
っ
て
い
る
﹂。

そ
の
よ
う
に
書
い
た
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
最﹅

後﹅

に﹅

な﹅

っ﹅

て﹅

本﹅

当﹅

に﹅

死
を
選
ん
だ
と
き
、

彼
は
当
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
遂
に
知
り
え
な
か
っ
た
こ
と
│
│
自
分
が
何
を
知
っ
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て
い
る
か
│
│
を
知
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

し
か
し
遺
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
死
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
理
念
を
伝
え
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
今
日
の
生
者
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
﹁
政
治
的
﹂
な
の
で
あ
る
。

＊
引
用
し
た
外
国
語
文
献
の
う
ち
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
、
原
文
と
照
合
の
上
、
訳
文
を
適
宜

変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
大
き
く
変
更
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
平
成

三
〇
年
度
武
蔵
大
学
総
合
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
及
び

JS
P
S
科
研
費

JP
1
8
K
0
0
1
1
1
の
助

成
を
受
け
て
い
る
。
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