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バ
ル
ザ
ッ
ク
二
十
代
の
哲
学
論
考

私
　
市
　
保
　
彦

ま
え
が
き

『
人
間
喜
劇
』
の
作
家
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
二
十
歳
前
後
に
多
く
の
哲
学
関
係
の
論
考
を
残
し
て
い
る
。
か
つ
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
哲

学
を
論
じ
る
と
た
ち
ま
ち
面
白
く
な
く
な
る
と
い
っ
た
日
本
の
バ
ル
ザ
ッ
シ
ア
ン
が
い
た
が
、
一
方
ド
イ
ツ
の
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
浩
瀚

な
著
書
『
バ
ル
ザ
ッ
ク
』
で
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学
的
志
向
が
作
品
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
さ
ま
を
つ
ぶ
さ
に
論
じ
た（

１
）。

二
十
代
ご
ろ
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
哲
学
書
を
読
み
漁
り
、
断
想
を
手
稿
の
形
で
多
数
残
し
て
い
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
断
想
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ま
と
ま
っ
た
哲
学
論
を
残
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
自
伝
的
要
素
を
と
ど
め
て
い
る
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
に
は
そ
の
回
想

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
例
の
「
既
視
（
デ
ジ
ャ
ー
ビ
ュ
ー
）」
の
体
験
を
語
る
場
面
の
あ
と
、
主
人
公
の
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、
こ

う
回
想
し
て
い
る
。
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そ
の
翌
日
か
ら
さ
っ
そ
く
、
彼
は
「
意
志
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
著
作
に
と
り
か
か
っ
た
。
熟
考
を
重
ね
な
が
ら
、
彼
は
し
ば
し

ば
そ
の
構
想
と
手
順
に
変
更
を
く
わ
え
た
。
し
か
し
、
荘
重
な
そ
の
日
の
出
来
事
が
こ
の
著
作
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の

は
確
か
だ
っ
た（

２
）。

自
伝
を
盛
り
こ
ん
だ
創
作
に
「
意
志
論
」
を
書
い
た
逸
話
を
挿
入
し
て
い
る
の
は
、
作
者
＝
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
こ
の
論
考
が

い
か
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
と
は
い
え
、
狂
気
に
陥
っ
た
主
人
公
の
遺
著
が
書
き
残
し
て
い
る
と
い
う
構
成

の
な
か
で
は
、そ
の
遺
著
は
い
か
に
も
狂
気
の
な
か
で
書
か
れ
た
ご
と
く
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、至
る
所
に
最
初
期
の
論
考
の
ア
イ
デ
ィ

ア
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
現
実
の
青
年
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
二
十
歳
ご
ろ
必
死
に
な
っ
て
独
創
的
な
著
述
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
、
バ

ル
ザ
ッ
ク
は
哲
学
書
を
乱
読
し
て
多
く
の
メ
モ
を
残
し
、
そ
う
し
た
手
稿
は
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
ロ
ヴ
ァ
ン
ジ
ュ
ー
ル
文
庫
に
あ
る
ロ

ヴ
ァ
ン
ジ
ュ
ー
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
の
論
考
が
現
状
に
復
元
さ
れ
る
時
点
に
我
わ
れ
が
遭
遇
す

る
に
は
、
現
代
は
フ
ラ
ン
ス
学
士
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
ロ
ヴ
ァ
ン
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
シ
ャ
ン

テ
ィ
イ
の
城
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
時
代
に
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
、
そ
の
シ
ャ
ン
テ
ィ
イ
で
日
本
の
広
島
大
学
の
長
崎
広
治
教
授
が
当
該
の
手
稿
を
写
真
に
撮
っ
て
復
元
し
よ
う
と
試
み
て
い

た
。
そ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
者
た
ち
の
噂
に
な
っ
て
お
り
、
私
が
渡
仏
し
た
と
き
に
長
崎
教
授
は
そ
の
後
ど
う
さ

れ
て
い
る
か
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
当
時
は
長
崎
先
生
の
お
仕
事
に
つ
い
て
は
私
に
は
不
明
で
あ
っ
た
。
な
お
、
私
も
た
び
た

び
シ
ャ
ン
テ
ィ
ー
イ
を
訪
れ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
他
の
手
稿
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
若
き
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
現
物
の
手
稿
を
目

に
し
て
も
な
か
な
か
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
長
崎
先
生
の
ば
あ
い
は
写
真
で
撮
影
し
て
仔
細
に
調
べ
よ
う
と
し
た
よ
う
で



バルザック二十代の哲学論考　私市　保彦

35

あ
る
。
当
時
、
こ
の
作
品
は
手
稿
の
ま
ま
Ａ
１
６
６
と
い
う
分
類
番
号
で
四
葉
か
ら
九
葉
ま
で
の
束
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

当
初
こ
の
手
稿
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ヴ
ィ
ケ
ー
ル
（
後
述
の
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
論
文
に
よ
っ
て
い
る
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
書
誌
に
詳
し
い

信
州
大
学
教
授
の
鎌
田
隆
行
氏
と
通
信
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
人
物
は
作
家
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ヴ
ィ
ケ
ー
ル
で
は
な
く
、
そ
の
従
兄
弟
の
ロ

ヴ
ァ
ン
ジ
ュ
ー
ル
文
庫
司
書
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
ケ
ー
ル
と
の
こ
と
の
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
に
註
記
し
て
お
く
）
に
よ
っ
て
、
四
葉
と

五
葉
が
「
言
語
の
起
源
に
つ
い
て
」
と
仮
題
を
つ
け
ら
れ
、
七
葉
か
ら
九
葉
ま
で
が
「
自
然
、
人
、
人
の
機
能
に
関
す
る
小
論
」
と
し

て
整
理
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

３
）。

と
こ
ろ
が
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
手
稿
を
仔
細
に
検
討
し
て
、
そ
れ
が
一
連
の
論
考
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
と
し
て
論
旨
に
沿
っ
て
七
葉
、
四
葉
、
五
葉
、
八
葉
、
九
葉
の
順
で
復
元
し
、
さ
ら
に
べ
つ
の
用
紙
に
よ
る
四
葉
の
別
書
き
を
掲
載

し
た（

４
）。

プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
で
は
前
者
の
一
体
化
し
た
テ
キ
ス
ト
を
編
集
し
、「
天
才
に
関
す
る
詩
論
」
と
し
て
『
雑
作
品
集
、
一
』
に

収
め
て
い
る（

５
）。

編
者
は
ロ
ラ
ン
・
シ
ョ
レ
（
私
に
長
崎
教
授
の
消
息
を
た
ず
ね
た
バ
ル
ザ
ッ
シ
ア
ン
）
と
ル
ネ
・
ギ
ー
ス
で
あ
る
。
そ

れ
を
邦
訳
し
た
の
が
、以
下
の
訳
文
で
あ
る
。
な
お
、ス
ペ
ー
ル
ベ
ル
ヒ
・
ド
・
ロ
バ
ン
ジ
ュ
ー
ル
が
残
し
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
学
士
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
シ
ャ
ン
テ
ィ
ー
の
宮
殿
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
シ
ャ
ン

テ
ィ
ー
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
の
聖
地
で
あ
り
、
私
も
し
ば
し
ば
訪
れ
た
。
し
か
し
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
手
稿
に
無
秩
序
に
接
し
た
の
で
、

な
ん
ら
の
成
果
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
長
崎
教
授
に
よ
る
「
広
島
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
と
ロ
ジ
ー
」
一
九
六
九
年
版
所
収
の’

「
バ
ル
ザ
ッ
ク
初
期
の

哲
学
思
想
（
Ⅱ
）」
の
論
文
は（

６
）（

Ⅰ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
のN

otes sur l’im
m

ortalité de l’âm
e

な
ど
を
扱
っ
た
内
容
の
初
期
哲
学
論

研
究
）、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
論
考
の
再
現
を
断
念
し
た
と
い
う
冒
頭
の
く
だ
り
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
長
崎
教
授
は
、
当
該
手
稿
を

復
元
し
て
邦
訳
す
る
の
を
断
念
し
た
の
は
、
直
前
の
一
九
六
八
年
刊
のA

nnée�balzacienne

掲
載
のH

�.Gauthier

の
論
文La 
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issertation sur l’hom

m
e

に
て
同
論
考
の
詳
細
な
研
究
と
同
論
考
の
テ
キ
ス
ト
の
紹
介
を
し
て
い
た
の
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
と

語
っ
て
い
る（

７
）。

こ
う
し
て
、残
念
な
が
ら
論
考
の
教
授
の
邦
訳
は
断
念
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
前
述
の
論
文
で
は
、バ
ル
ザ
ッ

ク
の
自
筆
原
稿
を
詳
細
に
検
討
し
た
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
掲
載
す
る
同
論
考
の
邦
訳
は
は
じ
め
て
の
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
初
め
に

断
っ
て
お
く
が
、
二
十
歳
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
よ
る
若
書
き
な
の
で
生
硬
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
そ
の
特
徴
も
再
現
し
よ
う
と
し
た
の

で
、
訳
文
も
生
硬
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。（
な
お
、sens

は
「
感
覚
」、sensation

は
「
知
覚
」
と
訳
し
分
け
た
い
所
で

あ
る
が
、バ
ル
ザ
ッ
ク
は
ふ
た
つ
を
混
用
し
て
頻
出
さ
せ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
の
で
、sensation

も
「
感
覚
」
と
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
）

詩
的
天
才
に
関
す
る
試
論（

７
）

人
間
の
営
み
を
一
見
す
る
だ
け
で
、
我
わ
れ
人
間
へ
の
深
い
感
嘆
の
念
に
と
ら
え
ら
れ
、
人
間
の
最
後
の
末
裔
た
る
我
わ
れ
を
も
偉

大
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
地
表
は
ほ
と
ん
ど
耕
作
し
つ
く
さ
れ
、
そ
の
わ
ず
か
な
資
源
を
、
こ
の
上
も
な
く
度
は
ず
れ
た
気
ま
ぐ
れ
に

使
い
果
た
す
よ
う
に
我
わ
れ
の
意
の
ま
ま
に
使
い
果
た
し
た
。
我
わ
れ
は
こ
の
地
を
お
び
た
だ
し
い
都
市
で
飾
り
た
て
、
そ
こ
に
は
自

然
の
傑
作
と
競
い
合
う
よ
う
な
傑
作
が
輝
き
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
数
々
の
学
問
と
多
く
の
人
々
の
協
力
を
要
す
る

も
の
で
あ
る
。
利
害
か
ら
文
明
と
法
律
と
戦
争
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
学
問
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
芸
術
を
秘

め
て
い
る
豪
奢
が
あ
る
。
海
が
目
に
止
ま
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
海
を
渡
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
抑
え
が
た
い
移
動
の
性さ

が

は
、
障
害

に
な
る
ど
こ
ろ
か
我
が
世
界
の
新
た
な
き
づ
な
と
な
っ
て
い
る
。
船
舶
の
学
問
は
町
と
商
業
の
移
動
を
可
能
に
し
、
ほ
か
の
学
問
は
地
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球
の
両
端
を
結
び
つ
け
て
驚
愕
さ
せ
る
。
我
わ
れ
の
貪
婪
な
手
か
ら
自
然
が
隠
し
て
い
る
蒼
穹
も
測
定
さ
れ
、
そ
の
灯
火
は
数
え
ら
れ
、

幾
何
学
は
灯
火
の
広
が
り
を
見
渡
し
、
そ
の
法
則
を
解
明
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

そ
う
し
た
驚
異
の
事
蹟
に
次
い
で
、
人
は
さ
ら
な
る
こ
と
を
し
た
。
人
は
そ
の
事
績
を
讚
え
、
神
の
如
く
に
自
ら
を
不
滅
の
も
の
と

し
た
。
詩
人
の
調
べ
が
そ
れ
に
響
き
わ
た
っ
た
。
そ
こ
に
抑
え
が
た
い
好
奇
心
が
加
わ
り
、
自
然
の
秘
儀
を
読
み
取
り
、
崇
高
の
頂
点

に
人
が
達
す
る
ま
で
の
絶
え
間
な
い
こ
の
努
力
の
因も

と

を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
知
者
に
問
え
ば
、
そ
の
因
は
天
才
で
あ
る
と

答
え
、
我
ら
の
好
奇
心
に
一ひ

と

言こ
と

で
返
す
。

天
才
と
は
何
か
を
解
明
す
る
た
め
に
、
創
造
の
秘
儀
を
追
求
す
る
た
め
に
書
き
つ
く
さ
れ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
書
物
が
書
き
つ
く

さ
れ
た
。

た
し
か
に
人
間
の
学
問
は
そ
の
起
源
か
ら
つ
ね
に
統
一
性
を
保
ち
、
大
海
に
注
ぎ
こ
む
数
多
い
河
川
と
い
え
る
諸
学
問
に
お
い
て
も

力
と
速
度
を
保
っ
て
き
た
が
、
何
世
紀
に
わ
た
っ
て
歩
ん
で
き
た
広
大
無
辺
の
道
で
さ
ら
に
進
歩
を
と
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

学
問
の
歴
史
を
研
究
す
る
と
、
そ
の
活
動
の
あ
げ
く
学
問
の
発
展
に
た
い
し
て
激
し
い
嫉
妬
が
生
じ
て
い
る
の
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い

よ
う
に
思
え
る
。
奔
流
の
ご
と
き
啓
示
に
対
し
て
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
に
わ
た
る
野
蛮
が
横
行
し
、
い
つ
の
間
に
か
す
べ
て
が
失
わ
れ
、

謎
に
つ
つ
ま
れ
不
安
を
か
も
し
出
す
よ
う
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
自
ら
の
廃
墟
の
な
か
で
天
才
は
創
造
し
た
数
々
の
知
識
を
蓄
積
し
、

学
問
の
王
宮
を
絶
え
ま
な
く
再
建
し
て
、
自
ら
努
力
し
て
得
た
目
的
物
を
未
知
の
聖
域
に
浸
透
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
。

そ
こ
で
、
人
は
恐
ら
く
自
ら
の
魂
の
真
髄
と
天
才
の
炎
を
悟
る
こ
と
と
な
り
、
第
一
原
因
は
も
は
や
秘
義
で
は
な
く
な
る
。
今
こ
そ

天
才
が
提
示
す
る
課
題
を
解
く
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
コ
ル
ネ
イ
ユ
に
、
ラ
シ
ー
ヌ
に
、
聖
な
る
ホ
メ
ロ
ス
に
、

マ
ン
ト
ゥ
ー
（
イ
タ
リ
ア
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
生
ま
れ
の
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
こ
と
）
に
そ
の
才
能
の
謎
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
彼

ら
の
墓
は
答
え
な
い
。
彼
ら
の
著
作
は
立
派
な
墓
所
で
あ
る
が
、
我
わ
れ
は
そ
の
秘
義
を
探
り
あ
て
ぬ
ま
ま
慰
霊
碑
を
め
ぐ
り
歩
い
て
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い
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
あ
え
て
私
が
問
お
う
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
震
え
お
の
の
き
な
が
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
に
あ
る
明
ら
か

な
矛
盾
と
そ
こ
に
流
れ
る
文
学
上
の
異
説
が
注
目
を
引
い
た
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
曖
昧
な
点
を
避
け
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
原
則
を
打
ち

立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
天
才
と
い
う
言
葉
の
説
明
か
ら
は
じ
め
、
つ
い
で
天
才
一
般
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
い
ご
に
天
才
を
本
質
的
に
と
ら
え
、
自

分
自
身
と
は
異
質
の
詩
的
天
才
に
導
か
れ
る
天
才
と
い
う
も
の
を
、
認
識
し
よ
う
。

言
語
と
は
、
認
知
し
た
事
物
、
感
じ
取
っ
た
あ
ら
ゆ
る
知
覚
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
と
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
の
あ
い
だ
に
発
見
さ
れ
る
あ

ら
ゆ
る
関
係
を
人
に
描
写
す
る
方
法
で
あ
る
。

言
語
は
、
糸
か
ら
織
物
が
織
ら
れ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
語
法
で
言
葉
が
表
現
す
る
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
難
し
い
目
的
を
成
し
遂

げ
る
。

言
語
の
創
造
は
人
間
の
精
神
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
多
く
の
働
き
を
求
め
た
の
で
、
愛
の
言
葉
や
宗
教
に
ま
つ
わ
る
言
葉
を
発
し
理
解

さ
せ
る
た
め
に
幾
数
世
紀
が
流
れ
た
。
そ
の
た
め
、
今
や
残
存
を
と
ど
め
て
い
な
い
天
上
の
言
葉
を
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
原
人
が
話
す

ほ
う
が
容
易
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
学
者
た
ち
に
よ
る
方
法
に
よ
っ
て
一
歩
ず
つ
追
求
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
言
語
の
様
態
だ
け

を
追
求
し
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

馬
と
か
木
と
か
植
物
（
木
＝arbre

と
植
物
＝plante

と
重
複
語
を
使
っ
て
い
る
）
と
い
っ
た
我
わ
れ
の
知
覚
の
対
象
と
な
る
物
の

た
め
に
最
初
の
言
葉
が
考
案
さ
れ
た
と
思
う
の
は
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
対
象
が
目
に
見
え
る
物
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
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生
ま
れ
た
の
だ
。
私
は
そ
れ
ら
を
単
一
語
（m

ots�sim
ples

）
と
名
づ
け
て
い
る
。
つ
い
で
、
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
の
物
同
士
の

関
係
を
示
す
形
容
詞
に
あ
た
る
言
葉
を
人
は
探
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
ま
だ
目
で
見
え
て
い
る
が
、
は
じ
め
て
の
言
葉
と

同
じ
よ
う
に
物
と
し
て
の
現
実
性
に
も
と
づ
い
た
言
葉
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
関
係
は

人
間
の
感
官
に
応
じ
て
変
化
し
、
つ
い
で
物
理
的
に
は
見
通
せ
な
い
内
的
な
操
作
を
求
め
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
操
作
が
必
要
で

あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
す
で
に
見
出
さ
れ
た
言
葉
の
あ
と
に
く
る
こ
と
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
言
葉
は
複
合

語
（m

ots�m
ixtes

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
発
話
法
で
さ
い
ご
に
苦
心
し
た
点
は
三
番
目
の
種
類
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
論
争
の
永
遠
の
糧か

て

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、
い
か
な
る
現
実
的
な
実
体
も
い
か
な
る
目
に
見
え
る
特
徴
も
な
い
。
こ
れ
ら
は

多
少
と
も
多
く
の
言
葉
の
集
ま
り
を
我
わ
れ
に
呼
び
起
こ
す
の
だ
が
、
土
台
と
な
る
単
一
語
や
複
合
語
か
ら
は
非
常
に
か
け
離
れ
た
特

徴
が
あ
り
、
天
才
と
か
美
徳
と
か
無
限
と
か
神
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

し
か
し
、
科
学
、
美
徳
、
天
才
、
面
積
、
無
限
、
精
神
、
趣
味
と
い
っ
た
言
葉
は
抽
象
語
で
あ
り
、
理
解
す
る
た
め
に
は
多
か
れ
少

な
か
れ
学
問
的
な
定
義
が
求
め
ら
れ
る
。
天
才
と
い
う
言
葉
に
あ
る
観
念
の
集
ま
り
よ
り
、
木
と
い
う
言
葉
や
大
き
い
と
い
う
言
葉
が

表
す
観
念
の
方
が
容
易
で
あ
る
と
思
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
木
と
い
う
実
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
大
き
い
木
と
小
さ
な
木
の
あ
い

だ
の
関
係
は
見
て
と
れ
る
が
、
天
才
は
目
に
見
え
ず
、
無
限
を
一
気
に
思
い
描
く
こ
と
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
言
葉
に
含
ま
れ
る
観
念

の
集
ま
り
を
定
義
す
る
の
は
真
の
科
学
で
あ
る
。

言
葉
が
単
一
語
に
限
ら
れ
て
い
る
部
族
が
い
る
。
こ
う
し
た
部
族
で
は
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
人
物
で
も
民
族
全
体
の
学
問
と
同
じ
だ

け
の
学
問
の
持
ち
主
で
あ
る
。

少
し
だ
け
の
抽
象
語
し
か
な
い
他
の
民
族
も
あ
る
。
さ
い
ご
に
抽
象
語
を
豊
富
に
も
っ
て
い
る
民
族
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と

ん
ど
の
民
族
は
無
数
の
言
葉
が
含
ま
れ
る
言
語
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
言
葉
を
通
し
て
人
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
と
観
念
を
言
い
表
せ
る
ほ
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ど
に
豊
か
な
言
語
と
い
う
も
の
は
な
い
。

以
上
の
原
則
が
立
て
ら
れ
た
ら
、
天
才
と
い
う
語
の
さ
ら
に
詳
し
い
さ
ら
に
深
い
含
意
を
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
明

確
に
推
論
で
き
る
用
語
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
曖
昧
な
意
味
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
に
は
潜
在
的
能
力
が
あ
る
。
そ
の
力
能

（puissance
）
は
人
と
と
も
に
生
ま
れ
、
人
と
と
も
に
成
長
し
、
人
と
と
も
に
死
ん
で
ゆ
く
。
と
い
う
の
も
、
力
能
は
力
を
発
揮
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
、そ
れ
は
大
き
く
な
り
、成
長
し
、減
少
し
す
る
さ
ま
を
目
に
す
る
と
、力
能
と
い
う
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
を
た
ど
っ

て
人
と
と
も
に
消
滅
す
る
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
か
ら
だ
。
人
が
日
の
目
を
見
る
瞬
間
か
ら
、
物
を
食
べ
る
瞬
間
か
ら
、
歩
き
な

が
ら
体
を
動
か
す
瞬
間
か
ら
、
そ
の
力
能
を
使
う
こ
と
に
な
る
。
人
を
照
ら
す
光
、
人
が
吸
い
こ
む
ミ
ル
ク
、
人
が
つ
ま
ず
く
小
石
は
、

人
に
何
ら
か
の
効
果
を
及
ぼ
す
。
そ
の
効
果
を
私
は
感
覚
と
名
づ
け
る
。
自
分
で
な
い
物
体
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
の
感
覚
は
、

お
そ
ろ
し
く
迅
速
に
力
能
の
中
枢
に
運
ば
れ
、
広
大
な
領
域
を
持
っ
て
自
然
が
な
し
う
る
も
の
を
一
瞬
に
し
て
見
せ
る
未
知
の
文
字
で

刻
ま
れ
た
印
象
を
も
た
ら
す
。

印
象
は
そ
の
触
れ
ら
れ
な
い
力
能
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
箇
所
ま
で
伝
達
さ
れ
、
そ
れ
を
元
に
力
能
は
判
断
を
す
る
。
こ
の
判
断
を
私

は
単
一
観
念
（idée�sim

ple

）
と
名
づ
け
る
。

し
か
し
、
つ
ぎ
の
働
き
が
あ
る
。
ふ
た
つ
の
単
一
観
念
を
比
較
し
て
そ
の
相
互
関
係
を
作
り
出
す
も
う
ひ
と
つ
べ
つ
の
観
念
で
あ
る
。

こ
の
新
た
な
観
念
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
、
も
は
や
我
わ
れ
と
別
個
の
物
で
は
な
く
て
、
我
わ
れ
内
部
に
生
ま
れ
る
印
象
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
印
象
を
力
能
の
変
化
と
見
な
せ
ば
、
こ
の
印
象
は
我
わ
れ
の
一
部
分
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

印
象
は
我
わ
れ
が
想
定
し
た
文
字
で
刻
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
こ
の
第
二
の
観
念
は
い
わ
ば
こ
の
力
能
自
体
の
知
覚
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
種
の
観
念
の
領
界
は
さ
ら
に
広
大
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
単
一
観
念
の
原
因
で
あ
る
知
覚
を
我
わ
れ
に
も
た

ら
す
物
は
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
関
係
も
ま
た
さ
ら
に
数
多
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
二
種
類
の
感
覚
（sensations

）
が
存
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在
す
る
こ
と
に
な
る
。
単
一
観
念
を
も
た
ら
す
身
体
感
覚
（sensation�corporelle

）
と
、
複
合
観
念
で
あ
る
知
的
感
覚
（sensation�

intellectuelle

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
感
覚
は
等
し
く
我
わ
れ
の
内
部
を
通
過
す
る
が
、
第
一
の
も
の
は
身
体
に
働
き
か
け
、

そ
れ
に
対
し
て
第
二
種
の
感
覚
は
も
っ
ぱ
ら
力
能
に
、
も
っ
ぱ
ら
力
能
の
な
か
で
働
き
か
け
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
学
問
を
編
み
出
し

た
の
は
、
感
覚
と
力
能
と
観
念
と
い
う
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
に
助
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
り
、
自
身
の
な
か
で
こ
の
三
つ
の
も
の
を
構
築

し
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
天
才
学
を
、
あ
る
い
は
鈍
才
学
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。

す
べ
て
の
人
々
に
は
こ
う
し
た
力
能
が
あ
る
。
こ
の
力
能
が
ほ
か
の
感
覚
に
く
ら
べ
よ
り
繊
細
で
、
よ
り
広
大
で
、
よ
り
広
範
で
あ

る
第
六
の
感
覚
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
わ
れ
の
も
の
で
な
い
感
覚
（sensation

）
同
様
に
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
音
響
と

楽
器
が
ふ
た
つ
の
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
感
覚
（sens

）
と
知
覚
（sensaton

で
あ
る
か
ら
「
知
覚
」
と
訳
し
て

い
る
が
む
し
ろ
「
統
覚
」
と
訳
す
べ
き
か
？　

い
ず
れ
に
せ
よ
、sens

とsensaton

の
用
語
は
十
分
区
別
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見

え
る
）
は
、
魂
と
観
念
は
、
ふ
た
つ
の
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
力
能
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
天
才

の
構
造
と
あ
り
方
は
こ
れ
ら
の
要
素
が
完
全
で
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
要
素
と
は
記
憶
、
意
志
（『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
で
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
主
人
公
が
「
意
志
論
」
な
る
論
述
を
書
い
た
と
さ

れ
て
い
る
の
で
編
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
項
目
）、想
像
力
、判
断
力
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
つ
く
り
だ
す
能
力
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
五
つ
の
機
能
は
こ
う
し
た
力
能
を
定
義
し
説
明
で
き
る
よ
う
に
、
力
能
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
力

能
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
力
能
の
特
性
で
あ
っ
て
本
質
で
は
な
い
の
だ
。
こ
う
し
て
我
わ
れ
は
、
想

像
力
と
い
う
ケ
ー
ブ
ル
で
地
球
と
万
有
を
取
り
囲
み
、
人
間
の
精
神
に
向
か
っ
て
一
歩
ず
つ
巡
り
歩
き
、
広
大
無
辺
の
世
界
を
我
わ
れ

人
間
の
小
さ
な
感
官
に
収
斂
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
身
体
、
知
覚
、
単
一
観
念
と
複
合
観
念
、
こ
う
し
た
内
的
力
能
と
そ
れ
ら
五
種
の
機
能
あ
る
い
は
特
性
は
相
互
に
依
存
し
、
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そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
で
あ
ま
り
に
迅
速
に
交
じ
り
合
う
の
で
、
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
の
論
考
に
お
い
て
結
果
と
原
因
を
混
同

し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
説
や
学
派
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
わ
た
し
が

定
立
し
た
説
を
認
め
る
に
違
い
な
い
と
思
う
。
わ
た
し
は
、
ひ
た
す
ら
事
実
に
基
づ
い
て
推
論
し
て
き
た
。
い
か
な
る
余
人
も
、
こ
こ

で
説
明
さ
れ
た
力
能
、
検
証
さ
れ
た
知
覚
な
る
も
の
、
そ
の
結
果
生
ま
れ
る
観
念
、
我
わ
れ
の
精
神
の
最
終
段
階
で
あ
る
複
合
観
念
な

る
も
の
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
が
好
ん
で
魂
と
呼
ぶ
内
的
力
能
の
五
つ
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
ピ
ュ
ロ
ン
派
風
の
厳
し

い
目
で
（
ピ
ュ
ロ
ン
は
事
物
は
不
可
測
で
あ
り
不
確
定
で
あ
っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
懐
疑
論
を
唱
え
た
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学

者
）、
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
う
し
た
検
討
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
霊
魂
間
に
存
在
す
る
相
違
、
我
わ
れ
に
あ
る
天
才
、
才
気
、
凡
庸
、
愚
鈍
な
ど
の
定
義
へ
と

導
か
れ
よ
う
。

自
然
に
は
あ
ら
ゆ
る
同
種
の
カ
シ
の
木
や
異
種
の
カ
シ
が
あ
り
、
同
種
の
木
の
葉
や
異
種
の
木
の
葉
が
あ
り
、
動
物
や
砂
粒
や
あ
ら

ゆ
る
物
に
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
霊
魂
や
霊
魂
の
特
性
や
人
間
の
構
造
に
も
同
様
に
類
似
性
と
多
様
性
が
あ
る
。
そ
の
所ゆ

え
ん以
を
は
る
か
彼

方
に
探
し
求
め
た
が
、
そ
れ
は
我
わ
れ
の
血
筋
に
、
我
わ
れ
の
眼
前
に
あ
っ
た
。
家
の
戸
口
に
あ
る
と
い
う
の
に
、
イ
ン
ド
に
ま
で
そ

の
宝
を
探
し
求
め
て
い
た
の
だ
。

す
べ
て
の
人
間
と
自
然
か
ら
生
ま
れ
る
す
べ
て
の
事
物
が
重
ね
合
わ
せ
る
ほ
ど
に
相
互
に
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
は
同
じ
相
貌
と
同
じ
事
象
が
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
な
る
と
自
然
全
体
が
偶
然
の
産
物
で
あ
る
と
い
っ
て
も
当
然
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
、
異
様
な
ほ
ど
の
多
様
性
が
見
ら
れ
る
点
は
他
の
力
能
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
数
多
く
の
現
象
が
見
ら
れ
る
根
拠
と
も
な
ろ
う
。

じ
っ
さ
い
、
反
対
論
者
が
決
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
真
実
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
感
官
の
大
き
さ
の
ち
が
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い
で
あ
る
。
さ
ら
に
確
か
な
こ
と
は
、
し
か
じ
か
の
風
土
に
住
ん
で
い
る
人
は
ほ
か
の
風
土
に
住
む
人
と
は
ち
が
う
影
響
を
被
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
に
は
そ
の
気
温
に
適
し
た
習
性
で
暮
ら
す
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
メ
キ
シ
コ
の
人

は
、カ
ナ
ダ
北
東
部
の
ラ
ブ
ラ
ド
ル
半
島
の
人
と
は
す
べ
て
の
点
で
ま
っ
た
く
違
う
の
だ
。
人
々
に
あ
る
こ
の
明
確
な
違
い
は
国
に
よ
っ

て
違
い
の
程
度
が
低
い
ば
あ
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
つ
ね
に
見
ら
れ
る
の
だ
。
気
候
論
の
体
系
を
変
更
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
私
が
い
う
こ
と
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
そ
れ
に
同
意
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
新
し
か
ろ
う
と
古
か
ろ
う
と
か

ま
わ
な
い
で
は
な
い
か
。
真
実
な
ら
ば
賛
同
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
誤
り
な
ら
否
定
す
る
が
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
異
議
を
唱
え
る

に
は
あ
ま
り
に
明
々
白
々
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
あ
い
だ
に
は
、
背
丈
、
感
官
、
体
型
の
ち
が
い
が
存
在
す
る
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民

を
別
個
に
と
ら
え
る
と
、
さ
ら
に
べ
つ
の
多
様
性
が
見
ら
れ
る
．
視
覚
、
触
覚
、
嗅
覚
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
で
様
々
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
国
民
の
あ
い
だ
の
大
き
な
違
い
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
あ
い
だ
で
も
違
い
が
あ
る
の
だ
。

さ
て
、
我
わ
れ
の
感
覚
は
知
覚
を
受
容
す
る
た
め
に
自
然
に
よ
っ
て
備
え
ら
れ
た
唯
一
の
感
官
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
わ
れ
が
感
受

す
る
す
べ
て
の
知
覚
は
そ
の
民
族
を
取
り
巻
く
気
候
に
応
じ
て
、
ま
た
同
じ
気
候
で
暮
ら
す
個
々
の
人
間
で
は
体
の
構
造
の
違
い
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
似
て
い
た
り
違
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
だ
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
わ
れ
の
観
念
の
す
べ
て
が
構
造
に
従
っ
て
似
て
い
た
り
、
違
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
一
観
念
で

は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
複
合
観
念
で
は
こ
の
方
式
通
り
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
我
わ
れ
が
身
体
感
覚
に
支
配
さ
れ
ず
、
幾
分

知
的
な
感
覚
（
知
覚
？
）
に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

感
覚
（sensation

）
で
起
こ
る
こ
と
は
一
瞬
の
あ
い
だ
継
続
す
る
。
そ
の
瞬
間
が
経
過
す
る
と
感
覚
は
消
え
て
、
そ
の
の
ち
感
覚
は

力
能
の
部
位
に
移
行
す
る
。
あ
と
は
こ
の
力
能
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
判
断
が
加
わ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
が
こ
の
観
念
が
す
べ
て
の
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人
間
に
よ
っ
て
も
異
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
自
分
な
り
に
判
断
す
る
か
ら
だ
。�

我
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
、
複

合
観
念
の
あ
い
だ
に
あ
る
関
係
を
想
像
し
て
力
能
が
作
用
す
る
の
は
こ
う
し
た
単
一
観
念
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
知
覚
に
た
い
し
て
で

は
な
い
。

そ
こ
で
、
単
一
観
念
の
感
受
が
複
合
観
念
に
依
存
す
る
と
い
う
あ
り
方
や
、
力
能
の
五
つ
の
特
性
が
多
少
と
も
完
璧
で
あ
り
、
単
一

感
覚
が
常
に
同
質
で
あ
る
に
し
て
も
力
能
に
お
い
て
は
か
な
り
異
質
に
な
る
の
で
、
複
合
観
念
同
士
が
似
通
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

私
が
記
憶
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
知
覚
の
判
断
力
が
優
れ
て
い
て
、
す
ぐ
に
再
現
で
き
る
よ
う
に
判
断
の
記
憶
を
忠
実
に
保
持
す
る

能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
的
力
能
と
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る
数
多
の
知
覚
の
総
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
触
れ
た
木
を
持
続
し
て
覚
え
て
い
る
働
き
は
私
の
内
的
な
力
能
に
対
応
す
る
知
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
知
覚
は
私
が

記
憶
に
従
っ
て
違
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
記
憶
と
い
う
は
前
述
通
り
定
め
て
い
た
第
二
段
階
の
知
覚
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

想
像
力
は
記
憶
の
一
種
で
あ
る
。
も
し
記
憶
が
数
多
の
観
念
の
追
憶
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
想
像
力
は
幾
多
の
心
像
の
追
憶
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
心
像
は
想
起
で
あ
り
、
物
と
知
覚
と
物
自
体
の
知
覚
が
も
た
ら
し
た
観
念
、
つ
ま
り
多
数
の
知
覚
と
観
念
と
物
を
私
が
自
ら

物
体
と
名
づ
け
る
も
の
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
人
間
の
内
的
力
能
が
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
も
の
の
間
に
は
関
係
が

存
在
し
て
い
て
、そ
れ
ら
の
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
な
心
像
を
形
成
し
、想
像
力
と
は
そ
れ
ら
の
想
起
で
あ
る
。
塔
の
崩
壊
、大
帝
国
の
滅
亡
、

雷
が
倒
す
樹
木
と
、
こ
こ
に
三
つ
の
事
件
が
あ
る
。
革
命
で
倒
さ
れ
る
帝
国
を
雷
が
倒
す
樹
木
に
比
べ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
こ
に

心
像
が
で
き
る
。
記
憶
力
は
反
対
に
単
純
観
念
し
か
思
い
出
さ
な
い
。
記
憶
力
は
樹
木
、
塔
、
雷
を
思
い
出
す
が
、
想
像
力
は
複
合
観

念
は
そ
れ
ら
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
る
。
記
憶
力
は
単
一
観
念
と
関
連
し
、
想
像
力
は
複
合
観
念
に
関
連
し
て
い
る
。
そ

し
て
、こ
こ
に
人
間
と
動
物
と
の
境
界
が
あ
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、動
物
に
も
知
覚
は
あ
っ
て
、単
一
観
念
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
、

そ
の
結
果
と
し
て
記
憶
力
も
あ
る
。
だ
が
、
動
物
の
感
官
は
う
ま
く
造
ら
れ
て
い
な
い
の
で
複
合
観
念
は
形
成
で
き
な
い
の
だ
。
動
物
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は
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
先
に
進
も
う
と
い
う
努
力
す
ら
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
そ
う
し
た
退た
い

嬰え
い

に
倣な
ら

う
こ
と
な
く
、
自
分
に

何
が
欠
け
て
い
る
か
悟
り
、
早
っ
て
動
物
に
勝
る
も
の
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

解
題

こ
の
論
考
を
目
に
す
る
と
、
人
間
の
思
想
や
学
問
が
形
成
さ
れ
る
根
源
的
な
働
き
に
つ
い
て
、
外
界
か
ら
刺
激
を
受
け
た
感
覚
か
ら
い

か
に
抽
象
的
な
観
念
が
生
ま
れ
る
か
を
解
明
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
に
外
界
の
事
物
か
ら
の
感
覚
か
ら
言
語
誕
生
ま
で
遡

さ
か
の
ぼっ

て
い
る
。
こ
の
く
だ
り
で
当
時
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
い
か
に
多
く
の
思
想
家
の
著
書
を
読
み
漁
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
分
か
る
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
ヴ
ァ
ン
ト
ー
ム
学
院
時
代
に
お
び
た
だ
し
い
本
を
乱
読
し
て
、
そ
の
後
パ
リ
大
学
に
も
在
学
し
て
書
を
漁
り
、
多
く

の
断
片
的
な
論
考
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
断
篇
か
ら
い
か
に
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
に
よ
る
「
意
志
論
」
が
書
か
れ
た
か
を
考
究
し

た
の
が
、
ア
ン
リ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
の
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学）

（1
（

』
で
あ
る
。
そ
の
著
書
で
、
エ
ヴ
ァ
ン
ス
は
青

年
期
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
メ
モ
書
き
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
今
や
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
『
諸
作
品
集
一
』
に
は
「
霊
魂
不

滅
論
」「
祈
祷
論
」「
哲
学
者
た
ち
の
読
書
メ
モ
」
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
こ
こ
で
訳
出
し
た
ア
ン
リ
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
が

編
集
・
復
元
し
た
「
詩
的
天
才
に
関
す
る
詩
論
」
が
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
と
い
う
の
は
、
残
念
な
が
ら
中
断
さ
れ
た
跡
が

あ
る
せ
よ
、
こ
れ
は
若
き
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
試
し
書
き
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
論
考
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
論
考
の

軌
跡
を
追
っ
て
み
よ
う
。

青
年
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
意
図
は
壮
大
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
言
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
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人
間
の
営
み
を
一
見
す
る
だ
け
で
、
我
わ
れ
人
間
へ
の
深
い
感
嘆
の
念
に
と
ら
え
ら
れ
、
人
間
の
最
後
の
末
裔
た
る
我
わ
れ
を
も

偉
大
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
地
表
は
ほ
と
ん
ど
耕
作
し
つ
く
さ
れ
、
そ
の
わ
ず
か
な
資
源
を
、
こ
の
上
も
な
く
度
は
ず
れ
た
気
ま
ぐ

れ
に
使
い
果
た
す
よ
う
に
我
わ
れ
の
意
の
ま
ま
に
使
い
果
た
し
た
。

こ
う
し
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
人
類
の
成
し
遂
げ
た
驚
異
的
な
地
球
制
覇
の
歴
史
を
語
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
秘
儀
を
読
み
取
り
、
崇

高
の
頂
点
に
達
し
得
た
の
は
天
才
で
あ
る
と
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
天
才
礼
賛
を
歌
い
、
そ
の
天
才
を
解
明
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
書
物
が

書
き
つ
く
さ
れ
た
が
、
そ
の
考
究
を
さ
ま
た
げ
、
妨
害
す
る
嫉
妬
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
天
才
は
、「
創
造
し
た
数
々
の
知
識
を
蓄
積
し
、

学
問
の
王
宮
を
絶
え
ま
な
く
再
建
し
て
、
自
ら
努
力
し
て
得
た
目
的
物
を
未
知
の
聖
域
に
浸
透
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」、
そ
こ
で

我
わ
れ
は
も
は
や
秘
儀
で
は
な
く
な
っ
た
天
才
と
い
う
課
題
を
解
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
し
か
し
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
、
ラ
シ
ー
ヌ
、
ホ

メ
ロ
ス
、
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
い
っ
た
過
去
の
天
才
に
そ
の
秘
儀
を
問
お
う
と
し
て
も
沈
黙
す
る
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う）

（1
（

。

こ
こ
で
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
や
古
典
主
義
時
代
の
偉
大
な
文
人
の
名
を
挙
げ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
天
才
解
明

の
脳
の
働
き
を
解
く
後
段
で
は
、
典
拠
に
し
て
い
る
の
が
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
や
カ
バ
ネ
ス
と
い
っ
た
感
覚
論
を
説
い
た
思
想
家
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
天
才
を
論
じ
る
自
論
の
ス
ケ
ー
ル
を
大
き
く
見
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
し
て
古
典
時
代
の
大
作
家
の
名
を
挙
げ

る
や
、
こ
こ
か
ら
自
己
陶
酔
が
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、「
ま
ず
、
天
才
と
い
う
言
葉
の
説
明
か
ら
は
じ
め
、
つ
い
で
天
才
一
般
に
つ
い

て
考
察
し
、さ
い
ご
に
天
才
を
本
質
的
に
と
ら
え
、自
分
自
身
と
は
異
質
の
詩
的
天
才
に
導
か
れ
る
天
才
と
い
う
も
の
を
、認
識
し
よ
う
」

と
壮
大
な
天
才
解
明
に
向
か
う
宣
言
を
す
る
。

こ
こ
で
論
点
は
急
に
言
語
の
問
題
に
移
る
。
第
七
葉
か
ら
別
途
な
さ
れ
た
メ
モ
書
き
さ
れ
た
第
四
葉
を
書
き
直
し
た
テ
キ
ス
ト
を
こ

こ
に
挿
入
し
、
五
葉
に
移
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
復
元
テ
キ
ス
ト
で
は
、
用
紙
が
違
う
別
書
き
の
も
の
と
し
て
こ
の
第



バルザック二十代の哲学論考　私市　保彦

47

四
葉
の
み
を
切
り
離
し
て
最
後
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
で
は
本
論
に
四
葉
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
さ
ま
を
紹
介

す
る
の
は
煩
雑
な
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
（
な
お
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
復
元
テ
キ
ス
ト
で
は
、
四
葉
、
五
葉
と
手
稿
の
番
号
を
入
れ
て

い
る
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
、
手
稿
の
束
は
「
錯ア

ン
ブ
リ
オ綜（im

broglioanburorio�

）
そ
の
も
の
だ
っ
た）

（（
（

」
と
嘆
い
て
い
る
よ

う
に
、
こ
う
し
た
復
元
は
困
難
を
き
わ
め
た
に
ち
が
い
な
い
。

さ
て
、「
単
一
語
」
と
「
複
合
語
」
を
分
け
て
は
じ
ま
る
四
葉
の
言
語
論
の
く
だ
り
は
き
わ
め
て
興
味
深
く
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
ま
ず

こ
の
問
題
の
解
明
を
し
て
先
に
論
を
進
め
て
い
る
。

馬
と
か
木
と
か
植
物
（
木
＝arbre

と
植
物
＝plante

と
重
複
語
を
使
っ
て
い
る
）
と
い
っ
た
我
わ
れ
の
知
覚
の
対
象
と
な
る
物

の
た
め
に
最
初
の
言
葉
が
考
案
さ
れ
た
と
思
う
の
は
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
対
象
が
目
に
見
え
る
物
で
あ
る
と
い
う
理
由

か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
。
私
は
そ
れ
ら
を
単
一
語
（m

ots�sim
ples

）
と
名
づ
け
て
い
る
。
つ
い
で
、
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
の
物

同
士
の
関
係
を
示
す
形
容
詞
に
あ
た
る
言
葉
を
人
は
探
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
ま
だ
目
で
見
え
て
い
る
が
、
は
じ
め
て

の
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
物
と
し
て
の
現
実
性
に
も
と
づ
い
た
言
葉
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う

し
た
関
係
は
人
間
の
感
官
に
応
じ
て
変
化
し
、
つ
い
で
物
理
的
に
は
見
通
せ
な
い
内
的
な
操
作
を
求
め
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
の

操
作
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
す
で
に
見
出
さ
れ
た
言
葉
の
あ
と
に
く
る
こ
と
を
証
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第

二
の
言
葉
は
複
合
言
語
（m

ots�m
ixtes

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
発
話
法
で
さ
い
ご
に
苦
心
し
た
点
は
三
番
目
の
種
類
の

言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
論
争
の
永
遠
の
糧
で
あ
る）

（1
（

。

ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
他
の
思
想
家
の
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
自
論
に
取
り
こ
ん
で
い
る
さ
ま
を
つ
ぶ
さ
に
分
析
し
て
い
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る
。
例
え
ば
「
哲
学
ノ
ー
ト
」
で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
「
魂
に
は
、
感
覚
に
作
用
す
る
観
念
と
、
そ
れ
自
身
の
基
礎
か
ら
引
き
出
す
観
念

と
い
う
形
を
取
る
も
の
と
い
う
二
種
類
の
観
念
が
あ
る
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
を
メ
モ
書
き
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、ゴ
ー
テ
ィ

エ
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
デ
カ
ル
ト
、
ロ
ッ
ク
、
ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
順
で
読
ん
で
、
参
考
に
し
た
に
ち
が
い
な
い
と
推

論
し
て
い
る）

（1
（

。

と
り
わ
け
カ
バ
ニ
ス
か
ら
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
そ
れ
を
強
調
し
て
い
る
。
カ
バ
ニ
ス
は
『
人
間
と

肉
体
の
関
係　
（Raport�du�physique�et�du�m

oral�de�l’hom
m

e

））
（1
（

』
な
ど
に
よ
っ
て
感
覚
の
働
き
を
生
理
学
の
次
元
で
解
明
し
、

生
理
学
的
心
理
学
の
基
礎
を
築
い
た
哲
学
者
・
医
学
者
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
論
考
は
、
外
界
が
感
覚
器
官
を
通
し
て
受
容
さ
れ
、

そ
れ
か
ら
観
念
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
で
カ
バ
ネ
ス
の
シ
ェ
ー
マ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
ゴ
ー
テ
ィ
エ
に
よ
る
と
、
カ
バ
ニ
ス

は
観
念
を
形
成
す
る
の
は
外
界
の
感
覚
の
み
で
は
な
く
、
内
的
な
感
覚
か
ら
も
形
成
さ
れ
て
い
る
と
説
く
点
で
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と

ち
が
う
の
だ
と
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
考
え
方
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
内
的
力
能
が
観
念
形
成
に
か
か
わ
る
と
考
え
る
点
で
バ
ル
ザ
ッ
ク
に

引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、
風
土
に
人
の
構
造
や
皮
膚
の
色
な
ど
が
影
響
さ
れ
る
と
い
っ
た
風
土
の
影
響
論
も
カ
バ
ネ
ス
か
ら
も
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
受
け

継
い
で
い
る
。

気
候
の
影
響
説
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
唱
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
文
学
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
北
方
文
学
と
南

方
文
学
の
特
性
を
唱
え
た
ス
タ
ー
ル
夫
人
か
ら
始
ま
り）

（1
（

、
そ
の
系
譜
は
児
童
文
学
論
に
お
い
て
も
比
較
文
学
者
ポ
ー
ル
・
ア
ザ
ー
ル
の

『
本
、
子
ど
も
、
お
と
な
』
で
の
北
方
の
児
童
文
学
と
南
方
の
児
童
文
学
と
い
っ
た
比
較
論
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る）

（1
（

。
バ
ル
ザ
ッ
ク
も
、

こ
こ
で
自
説
と
し
て
大
き
く
主
張
し
て
い
る
。
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�

し
か
じ
か
の
風
土
に
住
ん
で
い
る
人
は
ほ
か
の
風
土
に
住
む
人
と
は
ち
が
う
影
響
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
風
土
に
は
そ
の
気
温
に
適
し
た
習
性
で
暮
ら
す
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
メ
キ
シ
コ
の
人
は
、
カ
ナ
ダ
北
東
部
の
ラ
ブ
ラ
ド

ル
半
島
の
人
と
は
す
べ
て
の
点
で
ま
っ
た
く
違
う
の
だ
。
人
々
に
あ
る
こ
の
明
確
な
違
い
は
国
に
よ
っ
て
違
い
の
程
度
が
低
い
ば
あ

い
が
あ
る
と
は
い
え
、
つ
ね
に
見
ら
れ
る
の
だ
。
気
候
論
の
体
系
を
一
新
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
い
う
こ
と

が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
そ
れ
に
同
意
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
新
し
か
ろ
う
と
古
か
ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
で
は
な
い
か
。

真
実
な
ら
ば
賛
同
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
誤
り
な
ら
否
定
す
る
が
よ
い
。
し
か
し
、こ
れ
は
異
議
を
唱
え
る
に
は
あ
ま
り
に
明
々
白
々

の
こ
と
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
さ
ら
に
、
外
界
か
ら
器
官
が
受
け
る
感
覚
か
ら
形
成
さ
れ
る
観
念
を
単
一
観
念
と
複
合
観
念
に
分
け
、
天
才
と
い
う

高
度
の
観
念
に
辿
り
つ
く
た
め
に
肝
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
仮
定
す
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
にPU

ISSA
N

CE

が
関
わ
る
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
説

く
。
こ
の
用
語
に
ど
う
い
う
訳
語
を
当
て
る
べ
き
か
腐
心
し
た
。
在
り
来
た
り
の
「
潜
在
力
」
で
は
そ
の
微
妙
で
重
要
な
作
用
の
力
が

伝
わ
ら
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
長
崎
広
次
は
、
前
掲
の
論
文
中
で
「
力
動
」
と
い
う
訳
語
を
編
み
出
し
た
と
記
し
て
い
る）

（1
（

。
私
は

考
え
た
あ
げ
く
「
力
能
」
と
し
た
。
と
に
か
く
、
目
に
は
見
え
な
い
が
根
源
的
な
働
き
を
す
る
と
い
う
も
の
な
の
で
、「
潜
在
力
」
と

い
う
一
般
的
な
語
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
前
述
の
よ
う
に
さ
ら
に
単
一
観
念
か
ら
複
合
観
念
が
生
ま
れ
る
過
程
も
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
人

間
は
抽
象
的
な
言
葉
と
観
念
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
説
い
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
天
才
と
い
う
言
葉
に
た
ど
り
つ
く
。
そ
の
目
的
地
も
バ

ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
る
が
、
我
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
脳
内
で
起
こ
る
こ
の
過
程
を
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
想
定
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る）

（1
（

。
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東
辰
之
助
は
、『
バ
ル
ザ
ッ
ク
―
「
脳
」
と
「
知
能
」
の
小
説
家
』
に
お
い
て
、バ
ル
ザ
ッ
ク
が
い
か
に
人
の
脳
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ

て
い
た
か
つ
ぶ
さ
に
考
究
し
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
当
代
の
脳
研
究
に
関
心
を
示
し
、「
魂
の
不
死
に
関
す
る
論
考
（D

iscours�sur�

l’im
m

ortalité�de�l’âm
e

）」
な
ど
に
お
け
る
脳
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
極
め
て
生
理
学
的
な
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
上
、
脳
に
は
あ
ら
ゆ
る
繊
維
の
末
端
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
繊
維
に
接
続
す
る
あ
ら
ゆ
る
血
管
、
リ
ン
パ
管
、
な
ど
は
、
身

体
に
空
気
と
動
力
を
送
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
血
液
全
体
を
常
に
新
し
く
す
る
活
力
に
恵
ま
れ
た
心
臓
に
は
、
栄
養
分
が
新
た

な
精
気
を
を
絶
え
間
な
く
運
び
、
心
臓
が
形
成
す
る
一
種
の
ボ
イ
ラ
ー
か
ら
連
続
的
に
立
ち
上
が
る
蒸
気
を
供
給
し
て
い
る
。
こ
の

ボ
イ
ラ
ー
か
ら
立
ち
上
が
る
出
る
煙
が
脳
の
湖
を
動
か
す
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
生
命
が
な
ぜ
脳
と
心
臓
に
核
も
起
因
す
る
の
か
を

説
明
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
さ
ら
に
、
両
端
が
神
経
叢
と
な
っ
て
い
る
五
感
の
繊
維
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
常
に
湖
に
感

覚
を
伝
達
す
る
の
に
忙
し
い
。
伝
え
ら
れ
た
感
覚
は
湖
に
、
子
ど
も
が
小
石
に
よ
っ
て
表
面
を
か
す
め
る
か
の
よ
う
な
効
果
を
及
ぼ

す
の
で
あ
る
。（
東
辰
之
助
訳）

1（
（

）

ロ
バ
ン
ジ
ュ
ー
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
当
該
論
考
の
手
稿
と
は
別
の
束
に
入
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
初
期
哲
学
論
考
は
お
そ
ら

く
ほ
ぼ
同
時
期
の
手
稿
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
、「
天
才
論
」
よ
り
実
に
生
理
学
的
な
次
元
の
説
明
を
し
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
感
覚
か
ら
の
受
容
か
ら
抽
象
的
な
観
念
の
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
か
な
り
脳
内
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
、当
該
論
考
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば「
力
能（puissance

）」

に
対
応
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
前
述
引
用
の
心
臓
か
ら
の
「
ボ
イ
ラ
ー
か
ら
立
ち
上
が
る
出
る
煙
が
脳
の
湖
を
動
か
す
の
だ
」
と
い
う
記

述
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
思
想
家
ば
か
り
か
当
代
萌
芽
状
態
に
あ
っ
た
生
理
学
の
知
識
も
取
り
こ
ん
で
い
た
の
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で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
若
き
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
同
時
に
脳
の
機
能
に
つ
い
て
五
感
か
ら
い
か
に
抽
象
的
観
念
を
形
成
す
る
か
、
先
行
す
る
思
想
家

た
ち
や
初
期
の
生
理
学
的
な
知
見
の
参
考
に
し
て
仮
説
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
だ
が
残
念
な
が
ら
、
完
全
な
形
を
成
し
た
と
は
到
底
い

え
な
い
結
果
に
終
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
こ
の
論
考
と
同
時
に
こ
れ
を
契
機
に
、
小
説
の
形
で
自
説
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
生
ま

れ
た
の
が
、
初
期
小
説
「
ス
テ
ニ
ー
、
あ
る
い
は
哲
学
的
誤
謬
」
と
「
フ
ァ
ル
チ
ュ
ル
ヌ
」
で
あ
る
。
ゴ
ー
テ
ィ
エ
も
具
体
的
に
そ
の

相
関
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
じ
つ
は
私
の
学
士
論
文
も
「
ス
テ
ニ
ー
研
究
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ

と
は
こ
の
紙
面
で
は
無
理
な
の
で
別
途
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

た
だ
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
す
で
に
哲
学
と
小
説
の
あ
い
だ
を
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
ま
っ
し
ぐ
ら
に
歩
み
始
め
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
当
時
家
を
出
て
、
レ
デ
ィ
ギ
エ
ー
ル
の
屋
根
裏
部
屋
で
ひ
と
り
暮
ら
し
を
し
な
が
ら
古
典
劇
「
ク
ロ
ン
ウ

エ
ル
」
を
書
き
上
げ
る
と
、
家
人
が
コ
レ
ー
ジ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
に
鑑
定
を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
「
作
家
以
外
の
も
の
に
な
る

の
な
ら
よ
い
」
と
い
う
た
ぐ
い
の
酷
評
を
受
け
た
の
は
有
名
な
逸
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
め
げ
ず
、
い
っ
と
き
生
活
の
た
め
当
時
流
行

の
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
風
の
大
衆
小
説
を
し
き
り
に
書
き
ま
く
っ
た
あ
げ
く
、
や
が
て
野
心
と
嫉
妬
の
燃
え
る
物
語
を
、
成
功
の
栄
誉
と
挫

折
の
地
獄
を
、
現
世
の
悲
喜
劇
を
描
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
自
分
の
壮
大
な
連
作
を
ダ
ン
テ
の
『
神

曲
（Com
édie�D

ivine

）』
に
ち
な
ん
で
『
人
間
喜
劇
（Com

édie�H
um

aine

）』
と
名
付
け
た
の
は
絶
妙
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
。
ダ

ン
テ
か
ら
の
余
韻
で
現
世
の
み
な
ら
ず
超
越
的
世
界
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
青
年
期
に
培
っ
た
哲
学
か
ら
、
超

越
的
な
世
界
か
ら
、
魔
術
的
世
界
か
ら
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
一
生
遠
ざ
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

青
年
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
神
と
か
無
限
と
か
天
才
と
か
の
抽
象
的
な
観
念
世
界
も
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
脳
内
で
起
こ
る
具
体
的
な
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過
程
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
壮
大
な
世
界
を
想
像
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
成
熟
し
た
「
天
才
」

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
未
来
像
を
、
青
年
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
未
熟
な
論
考
は
予
言
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

感
覚
（sensation

）
で
起
こ
る
こ
と
は
一
瞬
の
あ
い
だ
継
続
す
る
。
そ
の
瞬
間
が
経
過
す
る
と
感
覚
は
消
え
て
、
そ
の
の
ち
感
覚

は
力
能
の
部
位
に
移
行
す
る
。
あ
と
は
こ
の
力
能
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
判
断
が
加
わ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
断
こ
の
観
念
が
す
べ
て

の
人
間
に
よ
っ
て
も
異
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
自
分
な
り
に
判
断
す
る
か
ら
だ
。�

我
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
、

複
合
観
念
の
あ
い
だ
に
あ
る
関
係
を
想
像
し
て
力
能
が
作
用
す
る
の
は
こ
う
し
た
単
一
観
念
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
知
覚
に
た
い
し

て
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
単
一
観
念
の
感
受
が
複
合
観
念
に
依
存
す
る
と
い
う
あ
り
方
や
、
力
能
の
五
つ
の
特
性
が
多
少
と
も
完
璧
で
あ
り
、
単
一

感
覚
が
常
に
同
質
で
あ
る
に
し
て
も
力
能
に
お
い
て
は
か
な
り
異
質
に
な
る
の
で
、複
合
観
念
同
士
が
似
通
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

私
が
記
憶
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
知
覚
の
判
断
力
が
優
れ
て
い
て
、
す
ぐ
に
再
現
で
き
る
よ
う
に
判
断
の
記
憶
を
忠
実
に
保
持
す

る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
的
力
能
と
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る
数
多
の
知
覚
の
総
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
触
れ
た
木
を
持
続
し
て
覚
え
て
い
る
働
き
は
私
の
内
的
な
力
能
に
対
応
す
る
知
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
知
覚
は
私

が
記
憶
に
従
っ
て
違
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、記
憶
と
い
う
は
前
述
通
り
定
め
て
い
た
第
二
段
階
の
知
覚
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

想
像
力
は
記
憶
の
一
種
で
あ
る
。
も
し
記
憶
が
数
多
の
観
念
の
追
憶
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
想
像
力
は
幾
多
の
心
像
の
追
憶
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
心
像
は
想
起
で
あ
り
、
物
と
知
覚
と
物
自
体
の
知
覚
が
も
た
ら
し
た
観
念
、
つ
ま
り
多
数
の
知
覚
と
観
念
と
物
を
私
が
自

ら
物
体
と
名
づ
け
る
も
の
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
人
間
の
内
的
力
能
が
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
も
の
の
間
に
は
関
係

が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
な
心
像
を
形
成
し
、
想
像
力
と
は
そ
れ
ら
の
想
起
で
あ
る
。
塔
の
崩
壊
、
大
帝
国
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の
滅
亡
、
雷
が
倒
す
樹
木
。
こ
こ
に
三
つ
の
事
件
が
あ
る
。
革
命
で
倒
さ
れ
る
帝
国
を
雷
が
倒
す
樹
木
に
比
べ
れ
ば
、
こ
こ
に
心
像
が

で
き
る
。
記
憶
力
は
反
対
に
単
一
観
念
し
か
思
い
出
さ
な
い
。
記
憶
力
は
樹
木
、
塔
、
雷
を
思
い
出
し
た
が
、
想
像
力
は
複
合
観
念

は
そ
れ
ら
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
る
。
記
憶
力
は
単
一
観
念
と
関
連
し
、
想
像
力
は
複
合
観
念
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
に
人
間
と
動
物
と
の
境
界
が
あ
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
動
物
に
も
知
覚
は
あ
っ
て
、
単
一
観
念
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
、

そ
の
結
果
と
し
て
記
憶
力
も
あ
る
。
だ
が
、
動
物
の
感
官
は
う
ま
く
造
ら
れ
て
い
な
い
の
で
複
合
観
念
を
形
成
で
き
な
い
の
だ）

11
（

。

こ
う
し
た
仮
説
で
も
っ
て
、天
才
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。し
か
し
若
き
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
は
、

先
人
を
超
え
て
天
才
と
か
無
限
と
か
神
と
か
の
言
葉
が
生
ま
れ
る
過
程
を
説
得
力
を
も
っ
て
構
築
す
る
力
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
、

現
在
の
感
覚
・
認
知
心
理
学
な
ど
の
発
達
を
待
つ
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
思
い
は
『
人
間
喜
劇
』
の
至
る
と
こ
ろ
に

散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
不
完
全
な
論
考
に
は
後
年
の
『
人
間
喜
劇
』
の
大
作
家
が
生
ま
れ
る
萌
芽

が
垣
間
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
ロ
ビ
ン
・
ダ
ン
バ
ー
『
宗
教
の
起
源
』（
白
揚
社
）、
竹
沢
尚
一
郎
『
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
宗

教
史
』（
中
公
選
書
）
な
ど
、
進
化
生
物
学
や
進
化
人
類
学
な
ど
の
分
野
で
の
大
著
が
刊
行
さ
れ
、
脳
の
進
化
と
宗
教
心
の
発
生
と
の
関

係
が
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
読
む
に
つ
け
、
若
き
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
着
眼
点
の
先
駆
性
に
は
驚
か
さ
れ
て
な
ら
な
い
。
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