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プ
ロ
ロ
ー
グ

古
本
屋
で
見
つ
け
た
小
さ
な
冊
子
が
手
許
に
あ
り
ま
す
。
「
レ
コ
ー
ド
藝
術
年
鑑

l
9
5
3
」
で
す
。

黄
ば
ん
だ
ペ

ー
ジ
を
繰
る
と
「
音
楽
名
著
紹
介
」
と
い
う
欄
が
あ
り
、
評
論
家
の
木
村
重
雄
氏
が
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
の
項
で

ロ
マ

ン

・
ロ
ラ
ン
の
作
品
を
激
宜
し
て
い
る
の
が
眼
に
つ
き
ま
す
。

「
若
し
あ
ら
ゆ
る
音
楽
的
文
献
か
ら
た
だ
ひ
と
つ
を
、
と
云
わ
れ
れ
ば

躊
躇
な
し
に
、
ぼ
く
は
こ
れ
ら
を
選
ぶ
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
時
代
の
音
楽
関
係
者
の
ロ
ラ
ン
ヘ
の
傾
倒
ぶ
り
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

L
ょ
う
よ
う

昨
今
の
評
論
家
は
、
ロ
ラ
ン
の
著
作
に
つ

い
て
、
そ
の
感
梢
移
入
の
激
し
さ
を
指
摘
し
、
よ
り
冷
静
か
つ
客
観
的
な
分
析
手
法
を
悠
應

し
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
彼
の
研
究
が
語
文
献
に
引
用
さ
れ
る
頻
度
も
著
し
く
減
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
表
現

の
仕
方
に
、
情
熱
家
ロ
ラ
ン
の
個
性
が
反
映
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
彼
が
生
を
承
け
、
青
春
時
代
を

送
っ

た
後
期
ロ
マ
ン
派
の
時
代
風
潮
が
、
文
章
の
背
景
に
存
在
し
て
い
る
事
実
も
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
本
日
、
そ
れ
ら

の
時
代
背
景
を

「音
楽
の
演
奏
様
式
」
と
い
う
一

点
に
絞
っ
て
考
察
し
、
ロ
ラ
ン
の
作
品
に
顕
著
な
、
「
感
動
表
現
」
の
必
然
性
に
結
び

つ
け
る
作
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
聴
い
た
音
楽

彼
の
文
章
の
背
景
に
あ
る
も
の

中

野

雄
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す
。 「

演
奏
家
」
と
「
聴
衆
」
の
誕
生

そ
の
昔
、
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
時
代
(
-
八
世
紀
末
ま
で
）
の
音
楽
家
は
、
王
侯
貴
族
ま
た
は
教
会
の
傭
わ
れ
人
と
も
い
う

べ
き
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
彼
等
の
仕
事
は
、
主
命
に
よ
り
催
事
の
た
め
の
音
楽
を
書
き
、
そ
れ
ら
を
演
奏
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
演
奏

の
対
象
は
「
特
定
少
数
」
の
関
係
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
等
は
、
自
ら
の
作
品
を
、
自
分
自
身
ま
た
は
御
主
人
に
傭
わ
れ
て
い
る

イ
コ
ー
ル

楽
団
や
音
楽
家
と
演
奏
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
時
代
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
作
曲
家
1
1
演
奏
家
と
い
う
図
式
が
成
立
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
楊
合
は
、

演
奏
の
質
の
良
し
悪
し
は
さ
て
お
き
、
テ
ン
ポ
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
そ
の
他
、
楽

曲
の
「
解
釈
」
に
か
か
わ
る
諸
問
題
は
発
生
の
余
地
が
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
但
し
、

環
境
は
決
し
て
恵
ま
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
教
会
の
た
め
の
音
楽
は
別
と
し
て
、
今
、
我
々
が
耳
に
し
て
い
る
古
今
の
名
曲
の
多
く
は
、
領
主
の
座

興
や、

食
卓
．

宴
席
の

B
G
M
（
バ
ッ
ク
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
）
と
し
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
映
画
「
ア
マ
デ
ウ
ス
」
に
は
、
そ
の
あ
た
り
の
風
景
が
、
若
干
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
は
お
り
ま
す
が
、
い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い

ま
す
。

転
換
は
一
九
世
紀
末
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
契
機
と
し
て
起
こ
り
ま
す
。
富
と
政
治
権
力
を
獲
得
し
た
市
民
階
級
が
、

新
た
に
芸
術
の
ス

ポ
ン

サ
ー
と
し
て
登
場
し
て
来
た
の
で
す
。
貴
族
や
教
会
の
従
侯
に
過
ぎ
な
か
っ
た
音
楽
家
の
地
位
が
、
独
立
し
た
「
芸
術
家
」
と
し
て

確
立
し
ま
す
。
端
緒
は
す
で
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
も
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、

象
徴
的
な
存
在
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

ふ
た
り
と
も
過
渡
期
に
そ
の
人
生
を
過
ご
し
た
が
た
め
に
、
そ
れ
相
当
の
苦
労
を
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま

作
曲
家
1
1
演
奏
家
と
い
う
図
式
は
、
こ
の
時
代
に
も
続
い
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
彼
等
の
音
楽
は
、

貴
族
・
教
会
・

富
豪
と
い
っ
た
ス
ポ
ン
サ
ー
目
当
て
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
不
特
定
多
数
の
「
聴
衆
」
を
対
象
と
し
て
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当

然
の
帰
結
と
し
て
「
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
頻
繁
に
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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り
し
て
い
ま
す
。

「コ

ン
サ
ー
ト
」
と
は
言
っ
て
も
、
当
時
の
演
奏
会
は
現
在
の
ス
タ
イ
ル
と
は
随
分
異
な
っ
た
も
の
で
し
た
。
第
一
に
、
プ

ロ
グ
ラ
ム

は
ほ
と
ん
ど
作
曲
者
1
1
濱
奏
者
ひ
と
り
の
も
の
で
、
他
人
の
作
品
が
演
奏
さ
れ
る
機
会
は
極
め
て
稀
で
し
た
。
音
楽
会
は
、
「
作
品
発
表

会」

の
別
名
と
称
し
て
も
い
い
状
態
だ
っ
た
の
で
す
。
巷
間
、
悪
妻
の
典
型
と
し
て
ハ
イ
ド
ン
の
夫
人
が
挙
げ
ら
れ
、
亡
き
夫
君
の
貴
重

な
手
書
譜
を
壁
紙
の
下
張
り
に
使
っ
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
人
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
演
奏
さ
れ
る
見
込
み
も
な
く
、
一
文

に
も
な
ら
な
い
楽
譜
を
、
彼
女
が
紙
屑
同
様
に
扱
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
現
代
の
感
覚
で
糾
弾
す
る
の
も
如
何
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
第
二

に
、
当
時
の
聴
衆
は
現
在
の
聴
き
手
と
は
質
を
異
に
し
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
犬
を
連
れ
て
く
る
わ
、
演
奏
の
最
中
に
飲
み
食
い
し
、
煙
草
を

吸
い
、
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
わ
で
、
森
閑
と
し
た
静
寂
の
中
で
音
楽
に
神
経
を
集
中
す
る
な
ど
と
い
う
演
奏
会
は
、
皆
無
と
は
い
え
な
い

ま
で
も
、
極
め
て
稀
で
し
た
。
良
く
て
歌
舞
伎
見
物
、
と
き
に
は
両
国
国
技
館
に
お
け
る
相
撲
見
物
の
情
景
を
御
想
像
い
た
だ
け
れ
ば
、

当
た
ら
ず
と
も
遠
か
ら
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

音
楽
会
の
内
容
を
一
変
さ
せ
る
「
事
件
」
の
弾
き
金
を
引
い
た
の
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
で
す
。

作
曲
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
偉
大
な
指
揮
者
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
一
八
二
九
年
三
月
―
一
日
、
ベ
ル
リ
ン
の
ジ
ン
グ
ア
カ
デ
ミ
ー
（
合

唱
協
会
）
に
お
い
て
バ
ッ
ハ
の
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
を
復
活
演
奏
し
、
大
成
功
を
収
め
ま
し
た
。
バ
ッ
ハ
自
身
の
初
演
か
ら
、

数
え
て
一

0
0年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
偉
業
を
契
機
と
し
て
、
古
典
復
興
の
動
き
が
高
ま
り
、
過
去
の
巨
匠
達
の
作
品
の
掘
り
起

こ
し
と
再
演
の
試
み
が
、
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
作
に
こ
だ
わ
ら
な
い
「
演
奏
家
」
誕
生
の
下
地
が
出
来
上
が
っ
た
わ

け
で
す
。
し
か
し
、

主
導
者
が
作
曲
家
達

（
例
え
ば
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
や
シ
ュ
ー
マ
ン
）
で
あ
っ
た
た
め
か
、
再
演
は
当
時
の
美
感
に

基
い
て
行
な
わ
れ
、
原
曲
に
は
容
赦
な
い
改
変
の
手
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
前
述
の
「
マ
タ
イ
」
も
原
曲
通
り
の
演
奏
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
し
、
バ
ッ
ハ
の
無
伴
奏
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
な
ど
は
、
不
完
全
な
作
品
と
見
倣
さ
れ
て
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
が
書
き
加
え
ら
れ
た

内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ウ
ィ
ー
ン
楽
友
協
会
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
お
け
る
「
過
去
の
作
曲
家
」
の
作
品
涼
奏
比
率
は
、

一
八

―
0
年
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代
の
二

0
％
前
後
か
ら
、
一
八
四

0
年
代
の
五

0
％
台
へ
、
そ
し
て
一
九
五

0
年
代
の
八

0
％
台
へ
と
急
上
昇
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
こ
の

動
き
を
支
え
た
の
が
勃
典
し
て
来
た
市
民
階
級
、
特
に
層
に
厚
味
を
増
し
た
中
産
階
級
の
知
識
人
達
で
し
た
。
我
々
が
現
在
、
日
夜
体
験

し
て
い
る
コ
ン
サ
ー
ト
の
形
態
は
、
概
ね
一
八
七

0
年
前
後
に
確
立
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

音
楽
家
の
サ
イ
ド
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
流
れ
を
加
速
し
た
の
が
所
謂
ヴ
ィ
ル
ト
ウ
オ
ー
ゾ
1
1
名
人
演
奏
家
1
1
の
輩
出
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
パ
ガ
ニ
ー
ニ
と
、
ピ
ア
ノ
の
リ
ス
ト
は
そ
の
代
表
格
で
、
ふ
た
り
と
も
空
前
絶
後
の
超
絶
技
巧

で
聴
く
者
を
魅
了
し
ま
し
た
。
こ
の
ふ
た
つ
の
楽
器
に
関
す
る
演
奏
技
術
の
殆
ん
ど
全
て
が
、
こ
の
ふ
た
り
の
時
代
に
開
発
さ
れ
尽
く
さ

れ
て
い
ま
す
。
「
作
品
」
に
加
え
て
、
「
演
奏
」
自
体
が
人
を
惹
き
つ
け
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
り
立
つ
時
代
が
到
来
し
た
わ
け
で
す
。

「
演
奏
家
」
と
「
聴
衆
」
の
誕
生
で
し
た
。

「
楽
聖
」
の
思
想

一
九
世
紀
後
半
に
そ
の
基
本
型
が
出
来
上
が
っ
た
「
近
代
の
コ
ン
サ
ー
ト
」
の
特
色
は
、
「
古
典
を
弾
く
演
奏
家
」
と
「
真
面
目
な
聴

衆
」
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。

一
九
世
紀
前
半
、
「
演
奏
家
の
時
代
」
の
黎
明
期
は
、
技
術
偏
重
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
聴
衆
は
巨
匠
・
名
人
の
神
技
に
酔
い
、

ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
ま
が
い
の
演
奏
に
拍
手
喝
采
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
、
反
省
の
時
期
が
巡
っ
て
参
り
ま
す
。
名
技

の
洪
水
と
、
そ
の
虚
し
さ
に
飽
き
た
聴
衆
は
、
「
作
品
」
に
注
意
を
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
過
去
の
作
曲
家
の
作
品
研
究
は
も

と
よ
り
、
生
涯
や
思
想
に
つ
い
て
の
探
究
も
積
極
的
に
行
な
わ
れ
、
業
績
が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

音
楽
の
流
れ
と
し
て
は
、
王
道
に
戻
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
物
事
の
常
と
し
て
、
こ
こ
で
も
行
き
過
ぎ
（
オ
ー
バ
ー
・
シ

ュ
ー
ト
）
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
作
品
の
尊
重
も
度
が
過
ぎ
る
と
、
そ
れ
を
作
っ
た
作
曲
家
の
神
聖
視
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
し
て
事
実
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二

0
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
数
十
年
間
は
、
「
楽
聖
の
時
代
」
で
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
独
澳
系
の
メ
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ト
ヴ
ェ
ン
に
対
す
る
敬
意
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム

に
あ
る
バ
ソ
ハ
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト

ヘ

ー

ー

ヤ具
偽
と
り
ま
ぜ
て
幾
多
の
伝
説
が
生
ま
れ
、
彼
等
は
神
格
化
さ
れ
ま
し
た
。
俗
人
的
な
側
面
は
無
視
さ
れ
る
か
、
と
き
に
は
意
図
的
に

修
正
ま
で
さ
れ
ま
す
。
モ
ー
ツ

ァ
ル
ト

の
カ
ノ
ン

K
2
3
1
の
卑
猥
な
歌
詞
が
、
全
梨
版
で
は
健
全
な
言
葉
に
変
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ベ

ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
の

「月
光
の
曲
」
伝
説

（実
は
創
作
）
が
国
定
教
科
習
に
載
っ
た
り
、
偉
大
な
姿
の
肖
像
や
彫
刻
が
作
ら
れ
た
り
、

事
例

は
枚
挙
に
暇
な
い
は
ど
で
す
。

こ
の
よ
う
な
行
き
過
ぎ
は
あ
り
ま
し
た
が
、
「
楽
聖
」
の
思
想
は
、
我
々
人
類
に
計
り
知
れ
な
い
大
き
な
贈
り
物
を
遺
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
精
神
性
の
高
い
「
偉
大
な
演
奏
」
で
す
。
作
曲
者
と
作
品
に
対
す
る
敬
意
が
最
大
だ
っ
た
時
代
、
演
奏
家
達
は
、
ま
さ
に
神
に
仕

え
る
よ
う
な
態
度
で
作
品
に
接
し
ま
し
た

。

貴
族
社
会
の
残
影
が
ま
だ
失
わ
れ
な
か
っ
た
今
世
紀
初
頭
の
頃
、
今
で
は
も
う
死
語
に
~
し

く
な

っ
た
「
高
貴
」
（ノ
ー
プ
ル
）
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
演
奏
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
聴
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
研
究
所
の
講
演
会
で
、
そ
の

一
部
を
御
披
露
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
フ
リ
ッ
ツ
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
（
ベ
ー
ト
ー

ヴ

ェ
ン
の
協
奏
曲
）
、
カ
ペ
ー
弦
楽
四
重
奏
団
の
室
内
楽
（
同
・
後
期
の
弦
楽
四
重
奏
曲
）
な
ど
は
そ
の
一
例
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
の
エ
ネ
ス
コ
、
テ
ィ
ポ
ー
、
ピ
ア
ノ
の
コ
ル
ト
ー
、
チ
ェ
ロ
の
カ
ザ
ル
ス
な
ど
、
最
初
の
一
音
を
耳
に
し
た
だ
け
で
身
仕
舞
[

い
を
正
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
音
楽
が
、

当
時
の
パ
リ
や
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
な
ど
で
は
演
奏
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
幸
い
な
こ
と

に
、
古
い

S
P
録
音
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
共
は
そ
の
一
端
を
今
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
私
は
、
音
楽
大
学
で
講
座
を
持
っ

て
お
り
、
時
折
学
生
達
に
聴
か
せ
る
の
で
す
が
、

音
の
出
て
い
る
間
、
教
室
は
水
を
打
っ
た
よ
う
に
静
か
に
な
り
、
講
議
の
終
っ
た
あ
と
、

必
ず
何
人
か
の
学
生
が
私
の
許
に
来
て
、
「
先
生
、
何
故
こ
う
い
う
演
奏
が
今
聴
け
な
い
ん
で
す
か
」
と
質
問
し
て
参
り
ま
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
、
そ
の
胄
春
時
代
、
魂
の
開
花
期
に
ふ
れ
た
音
楽
は
、
そ
の
よ
う
な
演
奏
で
し
た
。
神
々
し
く
、
精
神
の
緊
張
度

の
高
い
音
楽
に
日
夜
接
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
の
芸
術
観
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
隔
絶

し
た
知
性
と
と
も
に
、
ひ
と

一
倍
の
梢
熱
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
彼
の
文
章
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
燃
え
盛
る
よ
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う
な
表
現
に
な
っ
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

彼
自
身
は
、
「
私
は
い
さ
さ
か
も
理
想
化
を
し
な
い
…
こ
の
眼
で
見
る
ま
ま
の
人
間
を
語
る
」
と
、
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
・
偉
大
な
創
造

の
時
期
」
の
冒
頭
に
記
し
て
い
ま
す
が
、
現
代
の
冷
静
な
学
者
・
評
論
家
は
、
決
し
て
肯
定
し
な
い
で
し
ょ
う
。
私
個
人
は
、
感
動
の
余

り
に
も
簿
い
現
代
の
文
献
に
音
楽
の
危
機
を
感
じ
て
お
り
、
「
思
い
入
れ
」
の
大
切
さ
を
再
認
識
す
べ
き
時
期
が
、
演
奏
に
も
、
評
論
に

も
来
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
復
活
」

へ
の
祈
り

ロ
ラ
ン
の
生
き
た
時
代
の
演
奏
様
式
は
、
「
後
期
ロ
マ
ン
派
」
の
そ
れ
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
勿
論
行
き
過
ぎ
や
、

矩
を
越
え
た
デ
フ
ォ
ル
メ
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
奏
者
の
基
本
姿
勢
は
「
楽
聖
に
托
し
て
己
れ
の
心
を
語
る
こ
と
」
に

あ
り
ま
し
た
。
「
楽
聖
に
対
す
る
己
れ
の
想
い
を
語
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
演
奏
さ
れ
る
曲
が
、
常
識

で
考
え
ら
れ
る
以
上
に
神
秘
的
な
件
ま
い
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
先
に
挙
げ
た
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
そ
の
典

型
で
あ
り
、
カ
ザ
ル
ス
や
エ
ネ
ス
コ
の
バ
ッ
ハ
に
も
、
至
高
の
、
宗
教
的
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
精
神
の
高
ま
り
が
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。
両

方
と
も
、
作
曲
者
三

0
代
半
ば
の
作
品
で
し
た
。
そ
の
、
余
り
に
も
立
派
す
ぎ
る
透
明
清
澄
な
響
き
を
不
審
に
思
い
、
「
原
型
」
を
探
ろ

う
と
す
る
動
き
が
出
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
客
観
的
」
「
学
術
的
」
手
法
の
登
場
で
す
。

三

0
代
の
バ
ッ
ハ
の
作
っ
た
舞
曲
を
カ
ザ
ル
ス
が
弾
く
と
、
人
生
の
晩
秋
の
香
り
が
標
‘
!
。
舞
曲
は
文
字
通
り
舞
曲
で
あ
り
、
も
っ

と
記
や
か
な
も
の
で
あ
る
筈
だ
—
。
こ
ん
な
王
張
が
こ
こ
一

0
年
ほ
ど
盛
ん
に
な
り
、
ピ
リ
オ
ド
楽
器
と
称
す
る
作
曲
者
存
命
当
時
使
わ

れ
た
楽
器
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
や
、

C
D
録
音
が
人
気
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
の
時
代
、
ロ
マ
ン
派
や
表
現
主
義
的
な

演
奏
に
反
撥
し
て
、
新
即
物
主
義
的
な
思
想
の
影
響
の
も
と
に
、
ひ
た
す
ら
楽
譜
に
忠
実
な
演
奏
を
標
榜
す
る
音
楽
家
が
出
は
じ
め
ま
し

た
。
指
揮
者
の
ト
ス
カ
ニ
ー
ニ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
シ
ゲ
テ
ィ
、
ピ
ア
ノ
の
ギ
ー
ゼ
キ
ン
グ
な
ど
で
す
。
一
世
を
風
靡
し
た
こ
の
風
潮
の
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昭

和

音

楽

大

学

講

師

レ
コ
ー
ド
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー

（
 

帰
結
が
、
ピ
リ
オ
ド
楽
器
に
よ
る
原
典
復
帰
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

近
頃
、
指
揮
者
の
フ
ル
ト
ヴ

ェ
ン
グ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
前
述
の
巨
匠
達
の
演
奏
を
、
「
後
期
ロ
マ
ン
派
の
美
意
識
」
と
評
し
て
、

歴
史
上
の、

骨
煎
品
で
あ
る
か
の
如
き
取
り
扱

い
を
す
る
美
学
者
ま
で
出
て
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
僅
か
一

0
分
そ
こ
そ
こ
の
短

い
時

間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
講
演
の
当
日
、
京
都
の
日
仏
学
館
で
閤
い
た
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
や
カ
ペ
ー
の
音
楽
は
、
決
し
て
歴
史
の
彼
方
に
押

し
や
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
筈
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
、
我
々
現
代
人
が
忘
れ
去
っ
た
大
切
な
も
の、

失
っ
て
し
ま

っ
た
何
物
か
を
強
烈
に
呈
示
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
講
演
終
了
後
の、

私
自

身
が
た
じ
た
じ
と
す
る
ほ
ど
の
、
聴
き
手
の
比
口
様
の
反
応
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
年
齢
の
幅
は
一

0
代
か
ら
七

0
代
ま
で
で
し
た
が
、

感
動
の

「質
」
は
判
で
捺
し
た
よ
う
に
同
じ
で
し
た
。

そ
の
頃
演
奏
さ
れ
た
音
楽
が
過
去
の
逍
物
視
さ
れ
て
、
忘
却
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
の
作
品

に
対
す
る
関
心
も
、
近
年
、
日
々
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
音
楽
に
も
、
文
学
に
も
、
研
究
に
さ
え
も
、
情

熱
と
感
動
を
取
り
戻
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
、
固
く
信
じ
て
お
り
ま
す
。
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一
八
九
七
年
の
「
聖
王
ル
イ
」
は
、
刊
行
さ
れ
た
戯
曲
と
し
て
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
最
初
の
作
品
で
す
が
、
彼
は
そ
の
な
か
で
〈
神
〉

へ
の
信
仰
を
謳
い
上
げ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、

一
九
三
五
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
ヘ
の
旅
を
し
て
、
公
的
に
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
ロ
シ
ア

の
擁
護
者
と
い
う
印
象
を
与
え
ま
し
た
。
先
の
ロ
ラ
ン
か
ら
後
年
の
ロ
ラ
ン
に
至
る
ま
で
、
彼
は
な
ん
と
い
う
道
の
り
を
歩
き
通
し
た
こ

と
で
し
ょ
う
！
こ
の
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
別
種
の
顔
を
見
せ
た
と
は
、
ど
う
い

う
ふ
う
に
説
明
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

友
人
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
矛
盾
し
て
見
え
た
の
で
し
た
。
そ
れ
で
い
て
、
彼
の
う
ち
に
は
あ
る
恒
久
性
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
こ
の
人
は

一
八
六
六
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
生
き
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
〈
歴
史
〉
は
二
度
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
大
混
乱
に
陥

れ
た
の
で
す
が
、
彼
の
こ
の
〈
歴
史
〉
の
な
か
で
何
度
か
誤
解
の
も
と
と
な
る
立
場
を
取
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
人
を
理
解
す
る
に

は
、
彼
が
何
度
か
発
し
た
警
告
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

彼
は
「
死
し
て
成
れ
！
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
座
右
の
銘
を
信
条
と
い
た
し
ま
し
た
が
、
彼
は
何
度
か
繰
り
返
し
て
、
あ
る
人
物
を
評
価

す
る
に
は
そ
の
人
生
の
軌
跡
を
全
体
と
し
て
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
語
っ
た
の
で
す
。
す
で
に
自
作
の
主
人
公
ジ
ャ
ン
11
ク
リ

ス
ト
フ
の
こ
と
で
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
走
行
中
の
あ
る
一
時
間
だ
け
の
姿
を
見
る
の
で
は
な
く
、

神
秘
と
政
治
—
|
l

ロ
マ
ン

ロ
ラ
ン
、

上

光

彦

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ

す↓
 

訳

そ
の
思
索
と
行
動
と
の
あ
い
だ
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人
生
行
路
全
体
を
眺
め
わ
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
「彼
が
あ
い
つ
い

で
取
っ

た
い
く
つ
も
の
形
、
彼
の
数
々
の
見

か
け
上
の
矛
盾
、
こ
う
し
た
変
貌
や
矛
盾
を
説
明
づ
け
、
そ
れ
ら
を
た
が
い
に
調
和
さ
せ
る
内
的
法
則
。
以
上
の
こ
と
ど
も
の
意
味
は
、

こ
の

一
生
が
終
末
に
達
し
て
初
め
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。」

ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
は
幾
編
も
の
伝
記
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
決
ま
っ
て
、
矛
盾
し
た
要
素
と
見
え
か
ね
な
い
こ

と
ど
も
を
説
明
づ
け
、
調
和
さ
せ
る
、
そ
の
内
的
法
則
を
示
そ
う
と
い
た
し
ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
自
身
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
努
め
て
同
様

の
こ
と
を
行
っ
て
み
て
、
彼
の
参
加
の
数
々
が

つ
ね
に
ど
ん
な
に
か
あ
る
内
的
必
然
に
、
あ
る
神
秘
的
な
世
界
観
に
応
じ
た
も
の
だ
っ
た

の
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
ご
く
早
く
二
十
二
歳
に
し
て
、
彼
の
〈
信
仰
宣
言
（
ワ
レ
信
ズ
）
〉
を
定
め
ま
し
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
、
ワ
グ
ナ
ー
、

ト
ル
ス
ト
イ
、
そ
れ
に
ほ
か
の
何
人
か
を
も
と
に
し
て
、
こ
れ
を
練
り
上
げ
た
の
で
す
。
世
界
と
生
と
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
見
方
を
作

り
上
げ
て
、

一
八
八
八
年
五
月
四
日
付
の
青
年
期
の
作
品
中
で
表
明
し
て
い
ま
す
。
C
月
d
o
q
u
i
a
 

verom [「
真
実
ナ
ル
ガ
ユ
エ
ニ
ワ
レ
信

ズ
」
]
が
そ
れ
で
す
。
人
は
そ
れ
ぞ
れ
大
い
な
る
〈
全
体
〉
、
す
な
わ
ち
〈
生
〉
に
し
て
〈
存
在
〉
の
ひ
と
か
け
ら
で
あ
り
つ
つ
、
個
々
の

生
命
を
生
き
な
が
ら
〈
宇
宙
的
な
生
〉

す
な
わ
ち

〈
神
〉
に
参
与
す
る
の
で
す
。
自
己
は
〈
時
間
〉
お
よ
ぴ
〈
空
間
〉
の
一
部
分
で
あ
り

つ
つ
、
こ
れ
を
超
越
し
、
か
つ
包
み
込
む
、
宇
宙
的
な
〈
一
者
〉
と
混
ざ
り
合
う
の
で
す
。
「
人
間
は
〈
神
〉
の
か
り
そ
め
の
化
肉
で
あ

る
。」
人
は
だ
れ
し
も
、
い
っ
せ
い

に
奏
で
ら
れ
る
交
響
曲
の
な
か
で
自
分
の
役
割
を
演
じ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ほ
か
の
人
た
ち
を
助
け

て
〈
神
性
〉
に
参
与
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
芸
術
家
の
役
割
は
、
人
間
各
自
の
う
ち
に
生
動
す
る
神
的
な
〈
力
〉
を
感
知
さ

せ
る
こ
と
で
す
。
人
々
の
う
ち
に
〈
生
〉

へ
の
〈
信
仰
〉
を
目
覚
め
さ
せ
、
彼
ら
を
結
集
し
て
こ
の
〈
単
一

性
〉
を
作
り
上
げ
る
こ
と
こ

そ
、
人
々
を
愛
す
る
仕
方
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
彼
の
〈
信
仰
宣
言
〉
の
結
ぴ
で
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。
「
唯
一
の

〈
魂
〉
が
わ
れ
わ
れ
に
生
気
を
吹
き
込
む
。
果
て
し
な
く
広
大
で
、
多
音
的
な
〈
魂
〉
が
。
そ
し
て
〈
愛
〉
こ
そ
は
鷲
異
的
な
和
音
の
絆

で
あ
り
、
そ
の
和
音
は
数
々
の
格
闘
か
ら
、
ま
た
同
時
に
数
々
の
抱
擁
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
〈
愛
〉
は
燃
え
立
つ
命
で
あ
る
。
こ
れ
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な
く
し
て
は
万
事
が

〈
闇

〉
な
の
で
あ
る
。
」

こ
う
い
う
わ
け
で
、

自
己
は
い
わ
ば

二
重
の
生
を
生
き
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
を
超
越
し
、
か
つ
呑
み
込
む
〈
宇
宙
的
な
生
〉

な
い
し
は
宇
宙
的
〈
大
我
〉
に
参
与
す
る
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
〈
生
〉
は
個
々
の
自
己
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
し
、
そ

れ
以
後
も
存
在
す
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
し
か
し
、
こ
の
今
日
の
自
己
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
生
を
生
き
る
時
間
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か

ら
、
ひ
と
つ
の
問
い
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
が
問
わ
れ
る
言
い
回
し
は
そ
の
お
り
お
り
に
異
な
っ
て
い
て
も
、
究
極
的
に
は
い
つ
も
同
じ
問

い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
現
在
時
、
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
個
々
の
自
己
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
生
き
る
な
ら
ば
、

〈
宇
宙
的
な
生
〉
、
つ
ま
り
人
間
を
超
越
す
る
〈
神
〉
と
合
一
で
き
る
の
か
。
ど
う
す
れ
ば
、
自
分
な
り
に
（
い
わ
ば
政
治
的
に
）
行
動
し

な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
（
神
秘
的
な
）
使
命
に
忠
実
を
守
り
う
る
の
か
。
〈
宇
宙
的
な
生
〉
の
流
れ
の
な
か
か
ら
こ
う
し
て
取
り
出
さ
れ

た
個
々
の
〈
自
己
〉
に
と
っ
て
、
自
由
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
。
そ
の
ほ
か
に
、
付
随
的
な
が
ら
重
要
な
問
い
が
付
け
加
わ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
芸
術
家
の
役
割
は
（
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
役
割
を
果
た
す
た
め
に
）
行
動
に
介
入
す
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ

と
も
各
自
の
存
在
の
う
ち
に
現
存
す
る
〈
神
性
〉
を
感
知
さ
せ
る
（
神
秘
的
な
幻
を
表
現
す
る
）
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
生
涯
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
問
い
に
頭
を
悩
ま
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。
彼
は
天
性
、
夢
想
的
で
観
照
的
で
、
み
ず
か

ら
の
信
念
を
人
に
吹
き
込
む
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
何
度
か
繰
り
返
し
て
、
彼
は
行
動
に
加
わ
っ
た
の
で
す
。

一
九
一
四

年
十

一
月
十
日
の
マ
ル
セ
ル
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
宛
て
の
手
紙
の
な
か
で
、
彼
は
自
分
自
身
に
正
し
い
判
断
を
下
し
て
い
ま
す
。
「
わ
た
し
は

行
動
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
動
向
き
に
で
き
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
観
照
家
で
し
て
、
見
た
り
、
理
解
し
た
り
、
隠
れ
た
リ
ズ
ム
や
ハ

ー
モ
ニ
ー
を
探
す
の
が
好
き
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
主
独
立
し
た
見
方
へ
の
誠
実
を
守
ろ
う
と
し
、
ま
た
正
義
へ
の
本
能
に
駆
ら
れ

た
た
め
、
生
涯
に
二
度
か
三
度
、
抑
圧
的
で
下
劣
な
世
論
の
無
理
無
体
な
圧
制
に
対
抗
す
べ
く
、
態
度
を
決
め
て
行
動
に
加
わ
ら
ず
に
は

い
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
」
同
様
に
し
て
一
九
二

0
年
四
月
二
十
二
日
に
は
、
ソ
フ
ィ
ー
ア
・
ベ
ル
ト
リ
ー
ニ
に
宛
て
て
こ
う
書

い
て

い
ま
す
。
「わ
た
し
は
自
分
の
名
前
〔
中
世
の
武
勲
詩

「
ロ
ラ
ン
の
歌
」
の
主
人
公
と
発
音
が
同
じ
〕
に
引
っ
張
ら
れ
て
人
生
を
生
き
て
い
っ
た
、
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と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
生
ま
れ
つ
き
、
わ
た
し
は
お
と
な
し
い
男
の
子
で
、
安
穏
に
し
て
い
る
こ
と
し
か
顧
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
す
。
し
か
し
わ
た
し
の
名
前
と
き
た
ら
、
こ
ち
ら
は
お
と
な
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
突
繋
ラ
ッ
パ
を
吹
き
鳴
ら
す
の
で
し

た
。
こ
の
名
前
が
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
わ
た
し
を
引
っ
張
っ
た
の
で
す
。」

こ
こ
で
後
戻
り
し
て
、
以
上
の
考
察
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
生
涯
と
作
品
と
を
眺
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
初
期
戯
曲
の
な
か
で
も
、
ま
た
戯
曲
「
狼
」
(
-
八
九
八
年
）
に
い
た
る
ま
で
、
彼
は
い
う
な
れ
ば
、
み
ず
か

ら
の

〈
神
秘
的
〉
使
命
に
忠
実
で
す
。
彼
の
「
真
実
ナ
ル
ガ
ユ
エ
ニ
ワ
レ
信
ズ
」
を
遵
奉
し
つ
つ
、
〈
生
〉
の
リ
ズ
ム
と
〈
信
仰
〉
の
役

割
と
を
表
現
し
た
戯
曲
を
書
い
て
い
ま
す
。

未
発
表
の
ま
ま
の
数
編
の
戯
曲
（
「
オ
ル
シ
ー
ノ
」
「
バ
リ
オ
ー
ニ
一
族
」
「
ニ
オ
ベ
」
「
マ
ン
ト
ー
ヴ
ァ
の
包
囲
」
「
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ド
・

ピ
エ
ン
ヌ
」
）
に
お
い
て
も
、
刊
行
さ
れ
た
戯
曲
（
「
聖
王
ル
イ
」
「
ア
エ
ル
ト
」
）
に
お
い
て
も
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
〈
生
〉
の
歌
唱
者

と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
八
九
五
年
—
一
八
九
七
年
の
時
期
に
、
当
時
の
社
会
が
退
廃
に
落
ち
込
ん
で
い
る
と
見
て
と
っ
て
疑
問
を
抱

く
よ
う
に
な
る
と
、
彼
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
未
完
に
終
わ
っ
た
「
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
」
を
書
く
こ
と
で
彼
自
身
の
信
念
と
宗
教
的
精
神

と
を
謳
い
上
げ
ま
す
。
彼
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
マ
ッ
ツ
ィ
ー
ニ
と
社
会
主
義
と
を
発
見
し
ま
す
が
、
な
に
も
社
会
主
義
を
政
治
と
み
な

し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
社
会
を
再
生
さ
せ
て
、
こ
れ
に
新
生
命
を
吹
き
込
む
こ
と
の
で
き
る
〈
信
仰
〉
と
み
な
し
た
の
で
す
。

彼
は
「
狼
」
(
-
八
九
八
年
）
で
も
っ
て
初
め
て
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
た
だ
な
か
に
参
加
し
た
と
き
、
二
つ
の
尊
敬
す
べ
き
信
念
、
す
な

わ
ち
一
方
は
祖
国
へ
の
信
念
、
他
方
は
正
義
へ
の
信
念
が
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
風
の
相
克
に
巻
き
込
ま
れ
て
衝
突
す
る
さ
ま
を
示
そ
う
と
心
掛

け
て
、
議
論
の
幅
を
広
め
よ
う
と
試
み
て
も
い
る
の
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
力
を
尽
く
し
て
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
敵
対
者
は
双
方

と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
燃
や
す
信
念
の
名
に
お
い
て
、
た
が
い
に
尊
敬
を
か
ち
う
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
は
ま
さ
し

く
こ
の
精
神
に
立
っ
て
、
〈
革
命
劇
〉
の
初
期
諸
作
品
を
書
き
ま
し
た
。
「
理
性
の
勝
利
」
(
-
八
九
九
年
）
、
「
ダ
ン
ト
ン
」
(
-
九
0
0年）、

「
七
月
十
四
日
」

(-
九
0
一
年
）
が
そ
れ
で
す
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
う
ち
に
〈
歴
史
〉
の
痙
攣
を
見
て
と
っ
て
、
熱
情
に
燃
え
る
主
人
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公
た
ち
と
ひ
と
つ
心
に
な
っ
て
、
彼
ら
を
押
し
流
し
て
い
っ
た
動
き
を
感
じ
取
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
彼
は
浙
劇
を
わ
き
に
置
い
て
、
最
初
の
長
編
小
説
「
ジ
ャ
ン
11
ク
リ
ス
ト
フ
」
(
-
九
0
三
年
ー
一
九
―
二
年
）
を
書
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
も
同
じ
息
吹
が
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
と
り
わ
け
意
を
注
い
だ
の
は
、
ひ
と
り
の
自
己
が
み
ず
か
ら
の
属
し
て

い
る
大
い
な
る
〈
全
体
〉
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
目
を
覚
ま
し
て
、
み
ず
か
ら
の
存
在
を
自
覚
し
て
ゆ
く
様
子
を
示
す
こ
と
で

し
た
。
ク
リ
ス
ト
フ
の
意
識
は
ラ
イ
ン
河
の
岸
辺
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
ク
リ
ス
ト
フ
は
死
ぬ
と
き
に
〈
大
洋
〉
に
流
れ
込
み
ま
す
。
こ
の

長
編
小
説
は
、
こ
う
し
て
い
く
つ
も
の
次
元
で
展
開
し
て
ゆ
き
ま
す
。
一
方
に
は
毎
日
の
生
活
、
波
乱
に
富
ん
だ
地
上
的
生
活
が
あ
り
、

小
説
家
は
こ
れ
に
導
か
れ
て
現
在
時
の
歴
史
家
と
な
り
、
歴
史
の
動
態
を
観
察
し
ま
す
。
他
方
に
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
奥
深
い
、
真
実
の

生
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
彼
は
、
ご
く
早
い
時
期
に
別
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。
こ
の
発
見
は
彼
が
幼
い
こ
ろ
に
教
会
で

始
ま
り
、
そ
れ
か
ら
追
求
が
続
き
、
そ
の
う
ち
若
者
に
な
っ
た
彼
は
、
ふ
い
に
啓
示
に
接
し
ま
す
。
「
ヴ
ェ
ー
ル
が
裂
け
た
。
目
が
眩
ん

だ
。
稲
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
闇
の
奥
に
、
彼
は
見
た
。
彼
は
見
た
|
|
．
神
が
い
た
。
」
ク
リ
ス
ト
フ
・
ク
ラ
フ
ト
は
生
涯
を
か
け
て
、
こ

の
〈
力
〉
と
こ
の
〈
生
〉
と
を
、
み
ず
か
ら
の
担
い
ゆ
く
〈
神
〉
の
生
を
表
現
し
て
ゆ
く
の
で
す
。

ジ
ャ
ン
11
ク
リ
ス
ト
フ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ば
こ
の
二
重
の
生
を
続
け
な
が
ら
、
超
然
と
し
た
ま
な
ざ
し
を
保
っ
た
ま
ま
、
当

時
の
生
活
に
介
入
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
確
認
い
た
し
ま
す
が
、
こ
の
主
人
公
は
創
作
者
自
身
と
同
じ
く
、
い
っ
た
ん
闘
争

に
参
加
し
た
あ
と
、
「
燃
え
る
柴
」
か
ら
の
ち
は
行
動
か
ら
身
を
引
き
ま
す
。
彼
は
、
燃
え
立
つ
信
念
・
躍
動
す
る
生
・
精
神
的
再
生
・

新
世
界
の
た
め
の
闘
い
を
な
す
す
べ
て
を
謳
い
上
げ
ま
し
た
が
、
晩
年
に
は
芸
術
に
身
を
捧
げ
て
、
芸
術
が
党
派
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を

拒
否
し
た
の
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
正
し
い
均
衡
を
保
て
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

見
か
け
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
あ
い
だ
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
本
格
的
に
政
治
行
動
に
参
加
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
彼
が

一
九
一
四
年
十
一
月
十
日
付
の
手
紙
で
、

マ
ル
セ
ル
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
「
わ
た
し
は
行
動

家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
示
し
た
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
そ
の
こ
と
を
見
せ
つ
け
た
こ
と
で
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行
動
い
た
し
ま
し
た
。
」

し
ょ
う
。」
状
況
を
分
析
し
、

キ
リ
ス
ト
と
そ
の
弟
子
た
ち
と
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
か
ら
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
の
手
紙
を
結

ん
で
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。
「
新
し
い
信
仰
を
建
て
る
に
は
、
揺
る
ぎ
な
き
礎
石
を
据
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、

信
仰
を

抱
く
偉
大
な
魂
た
ち
が
、
あ
の
初
期
の
使
徒
た
ち
の
魂
の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
み
ず
か
ら
の
信
仰
に
生
き
る
た
め
に
[
…
…
]
す
べ
て
を

犠
牲
に
で
き
る
魂
た
ち
が
必
要
な
の
で
す
。
わ
た
し
の
使
命
は
、
社
会
主
義
の
た
め
に
直
接
働
く
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
わ
た
し
は
い

か
な
る
党
派
に
も
属
し
て
い
ま
せ
ん
）
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
党
派
な
り
祖
国
な
り
の
偏
見
す
べ
て
を
ほ
ん
と
う
に
立
ち
超

え
た
、
選
ば
れ
た
精
神
を
結
集
す
る
こ
と
に
努
め
な
が
ら
、
間
接
的
な
仕
方
で
そ
の
た
め
に
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。」

あ
る
党
是
に
荷
担
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
の
た
め
に
弁
論
し
、
か
つ
擁
護
し
、
ほ
か
の
人
々
が
明
晰
な
ま
ま
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
手
助

け
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
ク
リ
ス
ト
フ
と
オ
リ
ヴ
ィ
エ
と
の
闘
い
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
が
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
の
行
動
方
針
と
な
っ
た
の
で
す
。
彼
は
い
か
に
も
一
九
一
七
年
に
〈
自
由
に
し
て
解
放
を
も
た
ら
す
ロ
シ
ア
〉
に
挨
拶
を
送
り
ま
し

た
が
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
轍
を
踏
ん
で
行
き
過
ぎ
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
一
九
一
八
年

一
月
九
日
に
は
、
彼
を
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
戦
列
に
組
み
込
み
た
が
る
ア
ン
リ
・
ギ
ル
ボ
ー
に
向
か
っ
て
明
言
し
て
い
ま
す
。

「
わ
た
し
が
わ
た
し
の
愛
と
全
精
力
と
を
捧
げ
て
き
た
自
由
、
そ
れ
は
精
神
の
自
由
な
の
で
す
。
こ
の
自
由
は
、
資
本
主
義
に
よ
っ
て

と
同
じ
く
、
社
会
主
義
な
り
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
も
安
泰
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
主
義
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム

と
が
達
成
す
る
仕
事
は
、
物
質
の
領
域
に
お
い
て
は
必
要
な
こ
と
で
も
、
精
神
の
領
域
に
お
い
て
は
不
十
分
な
の
で
す
。
わ
た
し
に
と
っ

て
は
精
神
の
自
由
こ
そ
人
生
に
唯
一
の
価
値
を
付
与
す
る
も
の
な
の
に
、
彼
ら
は
あ
ま
り
に
し
ば
し
ば
こ
れ
を
踏
み
に
じ
る
の
で
す
。

[
…
・
:
]
わ
た
し
は
と
い
う
と
、
エ
ラ
ス
ム
ス
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
と
も
に
あ
り
ま
す
。
二
人
と
も
、
よ
り
よ
く
闘
う
た
め
に
行
動
か
ら

引
き
下
が
っ
た
人
で
す
。
そ
し
て
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
こ
の
二
人
は
人
類
の
未
来
の
自
由
の
た
め
に
、
宗
教
改
革
派
よ
り
も
効
果
的
に

彼
は
〈
精
神
〉
の
独
立
を
生
き
た
人
で
、
是
が
非
で
も
こ
れ
を
維
持
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
彼
は
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
拒
否
し
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て
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ア
メ
ル
と
も
ど
も
、

一
九
ニ
―
年
ー
一
九
二
二
年
の
バ
ル
ピ
ュ
ス

ア
ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス
や
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
イ
ヤ
ン
11
ク
テ
ュ
リ
エ
と
対
立
し
ま
す
。
彼
の

喜
は
、
政
治
的
で
あ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

「
知
識
人
と
し
て
の
わ
た
し
の
唯
一
の
関
心
事
は
、
真
実
を
自
由
に
探
究
す
る
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
の
体
制
下
で
も
、
真
実
が
厚
遇
さ

れ
な
い
点
で
は
同
様
で
す
。
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
が
こ
れ
を
圧
迫
し
、
レ
ー
ニ
ン
が
こ
れ
を
圧
迫
し
、
多
数
の
優
位
に
も
と
づ
く
国
家
す
べ
て

が
こ
れ
を
圧
迫
し
、
そ
し
て
…
…
少
数
独
裁
に
も
と
づ
く
国
家
は
な
お
の
こ
と
こ
れ
を
圧
迫
し
ま
す
。
社
会
闘
争
と
精
神
の
闘
い
と
は
別

個
の
も
の
な
の
で
す
。
[
…
…
]

わ
た
し
は
第
二
次
、
第
三
次
、
は
た
ま
た
第
四
次
〈
行
動
の
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
〉
の
埒
外
に
身
を
置
き
つ
づ
け
て
、
い
つ
ま
で
も

〈
精
神
の
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
〉
を
主
張
し
て
い
き
ま
す
。
両
者
は
並
び
立
っ
て
い
け
な
い
世
界
な
の
で
す
。
[
…
…
]
〈
精
神
の
イ
ン
タ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
〉
は
[
…
…
]
〈
国
家
〉
、
〈
教
会
〉
ま
た
は
〈
党
派
〉
が
支
配
す
る
公
的
な
統
一
主
義
の
す
べ
て
を
拒
否
い
た
し
ま
す
。
」

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
社
会
闘
争
に
は
参
加
い
た
し
ま
せ
ん
。
作
家
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
作
品
に
よ
っ
て
行
動
し
よ
う
と
思
う
の
で
す
。

「
一
冊
の
本
は
ひ
と
つ
の
軍
と
等
価
で
す
。
」
彼
は
一
九
一
九
年
に
「
リ
リ
ュ
リ
」
を
、
一
九
二

0
年
に
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ス
」
と
「
ク

レ
ラ
ン
ポ
ー
」
と
を
刊
行
し
ま
す
。
さ
い
ご
に
挙
げ
た
本
は
、
戦
争
中
に
い
っ
た
ん
は
群
衆
の
情
熱
に
押
し
流
さ
れ
て
埋
没
し
な
が
ら
、

そ
こ
か
ら
み
ご
と
に
脱
却
し
た
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
こ
の
人
物
は
、
〈
絶
対
の
平
和
と
自
由
な
良
心
と
に
生
き
る

人
〉
と
し
て
立
ち
上
が
り
ま
す
。
一
八
九
七
年
に
書
か
れ
た
未
完
の
戯
曲
「
敗
れ
し
人
々
」
の
刊
行
に
あ
た
り
、
一
九
二
七
年
七
月
の
日

付
の
入
っ
た
序
文
が
添
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
つ
ぎ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
〈
戦

い
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
〉
身
を
置
き
ま
す
。
彼
の
義
務
は
〈
自
由
な
魂
の
確
立
〉
に
あ
り
ま
す
。
「
こ
れ
は
い
っ
さ
い
の
暴
政
と
の
妥
協

を
拒
む
魂
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
来
的
な
使
命
は
数
々
の
〈
反
動
〉
ば
か
り
か
数
々
の
〈
革
命
〉
に
も
対
抗
し
て
〈
精
神
の
自
由
〉
と
い
う

聖
な
る
理
想
を
擁
護
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」

ロ
シ
ア
革
命
の
暴
力
に
落
胆
し
た
彼
は
、
党
派
の
不
寛
容
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
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と
の
論
争
に
お
い
て
は
、
彼
は
共
産
党
の
独
裁
を
拒
否
し
て
、

〈
〈
革
命
〉
に
反
対
し
て
で
も
自
由
な
思
想
を
無
傷
な
ま
ま
に
保
と
う
〉

と
欲
し
た
の
で
す
。
彼
は
そ
れ
か
ら
パ
リ
を
去
っ
て
、
ス
イ
ス
の
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
に
住
み
つ
き
ま
し
た
。

彼
は
ま
た
長
編
小
説
に
と
り
か
か

っ
て
「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
を
書
き
始
め
ま
す
。
彼
の
も
く
ろ
み
は
明
瞭
で
し
た
。
作
品
が
仕
上
が

っ
て
か
ら
、
彼
は
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
女
主
人
公
の
ア
ネ
ッ
ト
は
、
ど
こ
に
で
も
い
て
、
だ
れ
で
も
そ
こ
に

自
分
の
姿
を
見
て
と
り
う
る
よ
う
な
存
在
で
、
あ
り
き
た
り
の
暮
ら
し
を
送
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ク
リ
ス
ト
フ
の
ば
あ
い
も

そ
う
で
す
が
、
目
に
見
え
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
生
、
真
実
の
生
が
、
そ
の
生
活
に
重
な
り
合
い
ま
す
。

一
九
ニ
―
年
六
月
十
一
日
付
の
覚

え
害
き
に
は
、
ア
ネ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
な
段
階
を
踏
ん
で
ゆ
く
の
か
、
彼
女
の
生
涯
が
ど
の
よ
う
な
形
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
明

ら

か
に
し
て
、
そ
の

結
末
を

予
告
し
て
こ
う

書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
第
五
の
形
ー
—
最
後
の
形
（
彼
女
は
そ
の
と
き
成
熟
の
時
期
に

達
し
、

す
で
に

こ
れ
を
通
り
越
し
て
い
る

）
—
—
は
神
へ
と
ー
〈
無
限
〉
へ
と
向
き

直
る
こ
と
に
な
る

。

そ
れ
は
奥
深
い
神
秘
的
生
と
な
る
の

だ
が
[
…
…
]
そ
の
な
に
も
の
も
外
側
か
ら
は
透
け
て
見
え
な
い
。
」
こ
う
し
て
ア
ネ
ッ
ト
は
、
だ
れ
に
も
知
ら
れ
ず
に
〈
地
下
に
隠
れ

た
生
〉
を
送
っ
て

い
て
、
と
き
お
り
閃
光
の
よ
う
に
そ
の
生
を
自
覚
す
る
の
み
で
す
が
、
よ
う
や
く
し
ま
い
に
、

最
終
的
に

〈
魅
惑
が
破

れ
る
〉
瞬
間
が
き
て
、
こ
の
隠
れ
て
い
た
生
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
そ
の
と
き
す
で
に
、
の
ち
に
登
場

す
る
プ
ル
ノ
ー
・
キ
ア
レ
ン
ツ

ァ
伯
爵
、
す
な
わ
ち
〈
も
ろ
も
ろ
の
魂
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
隠
さ
れ
た
価
値
と
を
判
定
で
き
る
〉
賢
者
を
予

想
し
て
い
た
の
で
す
。
彼
は

一
九
ニ
ー

年
七
月
十
六
日
に
は
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。
「
こ
の
作
品
の
形
而
上
学
の
す
べ
て
が
、
男
友
だ
ち

と
の
最
終
的
対
話
の
な
か
で
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
作
品
の
残
り
の
部
分
で
問
題
に
な
る
の
は
、
知
ら
れ
ざ
る
生
1

そ
れ
で
い
て
同
じ
生
、

奥
が
深
く
、

暗
く
お
ぼ
ろ
な
、
し
か
し

同
じ

生
ー
~
な
の
で
あ
る

。

し
ま
い
に
、
そ
れ
が
な
に
も
の
か
が

説
明
さ
れ
る
。

」
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
は

一
八
八
八
年
の
彼
の
〈
（
信
仰
宜
言
（
ワ
レ
信
ス
）
〉
を
、
ず
っ
と
忠
実
に
守
っ
て

い
た
の
で
す
。
「〈死〉

こ
そ
は
全
能
に
し
て
完

全
な
る
〈
生
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
ぼ
く
に
、
ぼ
く
の
真
実
の
存
在
を
返
し
て
く
れ
る
。
ぼ
く
は
幻
影
を
支
配
し
き
れ
ず
に
い
る
が
、
〈
死
〉

が
こ
れ
を
完
全
に
う
ち
砕
い
て
、
ぽ
く
を

〈
宇
宙
的
な
生
〉
を
意
識
す
る
浄
福
の
う
ち
に
浸
ら
せ
て
く
れ
る
。
」
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
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「
ア
ネ
ッ
ト
は
い
ま
や
二
重
の
生
を
生
き
て
い
る
。
」

し
て
い
ま
す
。

の
精
神
に
沃に
つ
て
、
「
ア
ネ
ッ
ト
と
シ
ル
ヴ
ィ
ー
」
(
-
九
二
二
年
）
、
つ
い
で
「
夏
」
(
-
九
二
四
年
）
、
し
ま
い
に
「
母
と
息
子
」
(
-
九
二
七

年）

を
執
筆
し
ま
す
。

こ
れ
は
彼
が
イ
ン
ド
の
ほ
う
へ
向
か
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
て
、
彼
は
一
九
二
三
年
に
ガ
ン
ジ
ー
に
興
味
を
抱
い
て
伝
記
を
書
い
て
い
ま

す
。
彼
は
ガ
ン
ジ
ー
の
う
ち
に
、
暴
力
に
頼
ら
ず
に
社
会
を
変
革
で
き
る
革
命
家
を
発
見
し
た
の
で
す
。
彼
は
イ
ン
ド
に
い
っ
そ
う
関
心

を
寄
せ
て
、
一
九
二
九
年
に
は
「
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
生
涯
」
を
、
ま
た
一
九
三

0
年
に
は
「
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
生
涯
と
普
遍

的
福
音
」
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
彼
は
イ
ン
ド
の
宗
教
思
想
の
な
か
に
、
西
欧
の
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
ゃ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者

た
ち
と
等
質
の
も
の
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。
彼
は
と
り
わ
け
、
彼
が
絶
え
ず
立
ち
戻
っ
て
水
を
飲
ん
だ
深
い
泉
、
す
な
わ
ち
〈
存
在
〉

と
の
接
触
を
そ
こ
に
も
見
い
だ
し
た
の
で
す
。
彼
は
以
前
か
ら
ず
っ
と
、
個
々
の
存
在
は
大
い
な
る
〈
全
体
〉
と
分
か
ち
が
た
く
結
合
し
、

〈
宇
宙
的
な
る
も
の
〉
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
感
情
を
抱
い
て
き
た
し
、
ま
た
本
来
的
に
神
秘
的
か
つ
宗
教
的
な
〈
大
洋
〉
感
情
を
抱

い
て
き
た
う
え
に
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
感
情
を
さ
ら
に
深
め
た
の
で
す
。
な
お
彼
は
一
九
二
七
年
十
二
月
五
日
付
の
フ
ロ
イ
ト
宛
て
の
手

紙
で
、
こ
の
大
洋
感
情
の
説
明
を
し
て
い
ま
す
。
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
つ
い
て
の
以
上
二
冊
の
書
物
に
よ
っ

て
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
も
っ
と
も
奥
深
い
思
想
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
彼
が
一
九
三

0
年
三
月
一
日
に

L
・
ヴ
ァ
ン
・
ト
リ

ク
ト
に
宛
て
て
書

い
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
著
者
は
で
）
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
]
お
そ
ら
く
[
…
…
]
彼
の
ほ
か
の
ど
の
書
物
に
も
ま
し

て
み
ず
か
ら
の
形
而
上
的
か
つ
宗
教
的
思
考
を
披
露
し
て
み
せ
た
」
と
の
こ
と
で
す
。

そ
の
あ
と
「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
を
再
開
し
た
と
き
、
彼
が
こ
れ
ら
の
イ
ン
ド
人
に
近
づ
こ
う
と
し
て
な
し
遂
げ
た
ば
か
り
の
長
旅
を

も
、
彼
自
身
の
思
索
の
深
ま
り
を
も
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
一
九
二
九
年
十
月
に
仕
事
を
再
開
し
た
と

き
、
さ
ま
ざ
ま
の
場
面
の
下
書
き
を
作
っ
て
、
ア
ネ
ッ
ト
が
生
涯
の
終
わ
り
に
魅
惑
か
ら
解
き
放
た
れ
る
場
面
に
立
ち
戻
っ
て
、
こ
う
記
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ー

第
一
は
彼
女
が
い
ま
な
お
所
属
し
て
い
る
、
過
ぎ
行
く
日
々

の
面
で
の
生
活
。

[
…
…
]
 

ー
第
二
に
、
内
面
の
果
て
し
な
い
広
大
さ
C

そ
れ
は
大
い
な
る
晴
朗
な
〈
闇
〉

の
よ
う
に
、
谷
底
か
ら
魂
た
ち
の
も
と
ま
で
立
ち
の

ぼ
り
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
彼
女
を
吸
い
込
ん
で
ゆ
く
[
…
…
]

ま
さ
に
そ
の
と
き
、
彼
女
の
終
焉
の
直
前
に
く
る
、
あ
の
競
く
べ
き
知
覚
消
失
〔
臨
死
体
験
は
そ
の
一
種
〕
体
験
者

(
W
・
ジ
ェ
ー
ム

ズ
）
の
幻
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
」

哲
学
者
W

・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
「
宗
教
的
経
験
」
に
お
い
て
表
明
し
た
観
念
を
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
知
っ
て
い
ま
し

た
。
彼
は
そ
こ
に
自
分
の
見
慣
れ
た
世
界
を
、
〈
〈
無
限
〉
と
〈
幻
影
〉
と
の
経
験
〉
を
ふ
た
た
び
見
い
だ
し
た
の
で
す
。
彼
は
こ
の
本

の
な
か
で
、
個
々
の
魂
が
〈
存
在
〉
に
吸
い
込
ま
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
示
し
た
数
々
の
証
言
を
読
ん
だ
の
で
す
。
す
な
わ
ち
宗
教
的
悦
惚
状

態
の
う
ち
に
、
個
々
の
自
我
が
無
際
限
の
〈
自
我
〉
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
き
、
自
己
が
〈
一
者
〉
の
な
か
へ
と
没
入
し
て
ゆ
く
と
い
う
そ
う

し
た
宗
教
的
悦
惚
状
態
を
表
現
し
た

〈
啓
ホ
〉
や

〈
幻
〉
に
つ
い
て
の
証
言
を
読
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
い
ず
れ
も

〈
イ
ン
ド
の
典
型
的
サ

マ
ー
デ
ィ
（
悦
惚
状
態
）
〉
を
想
起
さ
せ
る
神
秘
的
経
験
で
す
。

W

・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
報
告
し
た
こ
れ
ら
の
経
験
の
ひ
と
つ
が
、
例
の

〈
鵞
く
べ
き
知
覚
消
失
体
験
者
の
幻
〉
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
細
胞
の
な
か
か
ら
ア
ネ
ッ
ト
の
臨
死
の
物
語
が
生
ま
れ
出
て
き
た
の
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
明
言
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ア
ネ
ッ
ト
の
死
は
個
々
の
魂
が
〈
宇
宙
的
単

一
性
〉
と
溶
け
合
っ
た
こ
と
に
は
か
な
ら

ず
、
こ
れ
は
ま
こ
と
の
神
秘
的
悦
惚
状
態
な
の
で
す
。
こ
の
側
面
を
強
調
し
た
覚
え
書
き
が
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
た
と
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ば
一
九
―
―

10年
六
月
二
十
八
日
の
メ
モ
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
け
っ
し
て
目
標
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
死
に
さ
い
し
て
魂
は
裸
形

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
な
り
、
も
は
や
な
に
も
の
を
も
持
た
ず
、
た
だ
ひ
と
り
敷
居
ぎ
わ
に
立
つ
。
」
こ
う
し
て
ア
ネ
ッ
ト
は
、
彼
女
を
囚
わ
れ
の
身
に
し
て

い
た
数
々
の
〈
魅
惑
〉
の
名
残
を
捨
て
去
っ
た
の
ち
、
少
し
ず
つ
〈
単
一
性
〉
の
な
か
へ

浸
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
「
い
ま
な
お

〈
魅
惑
〉

に
す
っ
ぽ
り
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
の
目
か
ら
見
る
と
、
彼
女
は
不
思
議
な
仕
方
で
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
死
の
瞬
間
、
魂

-17-



は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
か
ら
解
き
放
た
れ
、
永
遠
の
〈
存
在
〉
と
合
体
し
、
そ
し
て
〈
暗
い
影
〉
に
浸
り
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
が
こ
の

〈
存
在
〉
と
同

一
で
あ
る
と
い
う
啓
ホ
を
感
じ
と
っ
て
う
っ
と
り
す
る
の
で
す
。

し
か
し
1

そ
し
て
こ
れ
が
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
生
涯
の
大
き
な
転
機
と
な
り
ま
す
—
|
＇
〈
イ
ン
ド
の
〈夢
〉
〉
の
な
か
で
生
き
て
い

る
う
ち
に
、
彼
は
大
い
な
る

〈
幻
影
〉
の

〈
魅
惑
〉
に
お
の
ず
と
身
を
任
せ
て
ゆ
き
ま
す
。

一
九
二
七
年
以
来
、
彼
は
ロ
シ
ア
革
命
に
下

す
べ
き
判
断
に
つ
い
て
た
め
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
暴
力
の
ゆ
え
に
い
っ
た
ん
離
れ
た
も
の
の
、
彼
は
反
感
を
取
り
消
し
た
の
で
す
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

彼
は
少
し
ず
つ
荷
担
し
て
ゆ
き
、
ガ
ン
ジ
ー
に
こ
う
問
い
か
け
ま
し
た
。
「
受
け
容
れ
な
い
こ
と
は
、
ど
の
程
度
ま
で
理
に
か
な
っ
た
、

ま
た
人
間
的
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
[
…
…
]
そ
れ
に
、
こ
れ
だ
け
の
犠
牲
す
べ
て
の
お
か
げ
で
来
た
る
べ
き
人
類
の
苦
悩
の
総
和

が
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
、
誠
実
な
良
心
に
照
ら
し
て
請
け
合
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
人
類
は
抑
制
す
る
も
の
な
き
野
蛮
に
み

ず
か
ら
の
運
命
を
委
ね
る
危
険
を
冒
す
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。」
「
一
時
期
迷
っ
た
す
え
に
、
彼
は
つ
い
に
共
産
主
義
体
制
と
ロ
シ
ア

革
命
と
を
選
ぴ
取
り
ま
し
た
。
ソ
連
が
西
欧
を
救
う
も
の
と
信
じ
た
の
で
す
。
新
世
界
の
到
来
が
苦
悩
抜
き
で
実
現
す
る
わ
け
が
な
い
、

と
い
う
考
え
を
受
け
容
れ
た
の
で
す
。
彼
は
も
う
革
命
の
暴
力
と
闘
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。

彼
は
、
イ
ン
ド
が
彼
に
想
起
さ
せ
た
ば
か
り
の
大
洋
的
宗
教
思
想
に
つ
い
て
の
省
察
と
、
こ
の
新
し
い
立
場
と
を
両
立
さ
せ
る
の
に
、

さ
し
て
ひ
ど
い
苦
労
を
覚
え
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
間
は
〈
存
在
〉
の
部
分
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な
り
に
言
い
分
を
認
め
ら
れ
て

よ
い
、
と
考
え
た
の
で
す
。
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
は

〈
絶
対
〉
と
の
同
一
性
を
認
識
し
た
の
ち
、
人
間
た
ち
の
ほ
う
へ
戻
っ
て
き
て
彼
ら

に
奉
仕
し
た
の
で
し
た
。
同
様
に
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
バ
ク
テ
ィ
〉
[
感
情
]
に
し
て
も
ヽ
い
つ
な
ん
ど
き
で
も
悦
惚
の
有
頂
天
か

ら
身
を
も
ぎ
離
し
て
、

隣
人
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
す
。
ク
リ
ス
ト
フ
は
「
燃
え
る
柴
」
の
な
か
で
、
あ
る
〈
神
〉
が
や
む

こ
と
な
く
自
分
自
身
と
闘
う
さ
ま
、
〈
人
類
〉
が
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
さ
ま
を
見
て
お
り
ま
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
い
わ
ば
ク
リ

ス
ト
フ
の
こ
の
教
え
を
あ
ら
た
め
て
取
り
あ
げ
て
、
こ
う
い
う
呼
ぴ
か
け
を
発
し
ま
す
。
「
人
間
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
い
つ
か
は

存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
[
…
…
]
人
間
の
う
ち
に
〈
神
〉
を
目
覚
ま
し
め
よ
。
〈
存
在
〉
を
再
1
1
創
造
し
よ
う
！
」
そ
し
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
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、
、
、
、
、
、

ン
は
き
っ

ば
り
と
告
げ
ま
す
。
「
歴
史
は
も
は
や
単
一
な
る

の
み
。
す
な
わ
ち
、
歩
み
ゆ
く
〈
一
者
〉
で
あ
る
。
」
各
人
が
こ
の
よ
う
に
決

心
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
も
し
地
上
に
〈
神
の
都
市
〉
を
造
り
出
し
た
け
れ
ば
、
人
間
は
人
間
ど
う
し
の
闘
争
に
参
加
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
行
動
も
〈
魅
惑
〉

の
ひ
と
つ
な
の
で
す
が
、
本
質
的
な
こ
と
が
よ
そ
に
あ
る
の

を
知
っ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
行
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。

彼
は

一
九
二
八
年
に
、
熱
烈
な
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
ト
だ
っ
た
マ
リ
ー
・
ク
ダ
シ
ェ
ヴ
ァ
と
恋
仲
に
な
り
、
一
九
三

一
年
に
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー

ヴ
に
決
定
的
に
住
み
つ
い
た
彼
女
に
影
響
さ
れ
て
態
度
を
急
進
化
さ
せ
、
し
だ
い
に
ソ
連
の
擁
設
者
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
新
世
界
が
そ

こ
で
生
ま
れ
出
た
の
だ
、
こ
れ
こ
そ
は
〈
歴
史
〉
の
〈
出
来
事
の
歩
み
そ
の
も
の
、
か
の
〈
ア
ー
ナ
ン
ケ
〉

H
侑
命
]
〉
な
の
だ
、
と
確

信
し
て
の
こ
と
で
す
。
共
産
主
義
者
と
並
ん
で
参
加
す
る
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ
、
そ
の
参
加
は
し
だ
い
に
明
瞭
の
度
を
加
え
ま
す
。
一

九
三
一

年
六
月
、
彼
の
「
過
去
へ
の
訣
別
」
が
断
絶
の
目
印
と
な
り
ま
す
。

一
九
三
二
年
四
月
の
論
文
「
ゲ
ー
テ
ー
死
し
て
成
れ
！
」
を
読
む
と
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
そ
の
の
ち
政
治
参
加
と
世
界
観
と
を
ど

の
よ
う
に
両
立
さ
せ
て
い
っ
た
か
が
明
瞭
に
わ
か
り
ま
す
。
ゲ
ー
テ
の
肖
像
を
描
く
こ
と
で
、
彼
は
彼
自
身
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
す
。

彼
は
大
胆
な
総
合
を
行
っ
て
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
と
ヘ
ラ
ク
リ
ト
ス
と
レ
ー
ニ
ン
と
を
結
合
さ
せ
ま
す
。
ド
イ
ツ
人
ゲ
ー
テ
の

〈
S
t
i
r
b

メ
し
モ
ル
ソ
ー
↓
人

u
n
d
 
W
e
r
d
e
!
 〉

冤
し
て
成
凸
は
、
〈
永
遠
の
変
身
の
法
則
〉
の
表
現
と
な
り
ま
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
こ
の
法
則
を
当
時
の
歴

史
に
応
用
し
て
、
い
ま
ソ
連
で
生
ま
れ
た
の
を
見
て
い
る
新
世
界
と
、
前
進
中
の
〈
宿
命
〉
と
を
、
つ
ま
り
〈
存
在
〉
と
を
同

一
視
い
た

し
ま
す
。
ゲ
ー
テ
と
同
じ
よ
う
に
彼
も
ま
た
、
「
そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
歴
史
的
宿
命
で
あ
る
か
ら
に
は
服
従
せ
ざ
る
を
え
ず
」
そ
し
て

〈
現
在
の
世
界
の
鉄
の
綸
〉
を
受
け
容
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
魂
は
、
み
ず
か
ら
を
運
び
ゆ
く

〈
必
然
〉
を
承
認
す
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
自
由
な
ま
ま
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
在
時
か
ら
課
さ
れ
る
限
界
か
ら
擦
り
抜
け
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
政
治
行
動
と
〈
存
在
〉
に
つ
い
て
の
観
照
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
す
。

作
者
は
す
で
に
進
行
中
の
作
品
に
、
以
上
の
要
件
と
紐
み
込
ん
で
い
た
の
で
し
た
。

一
九
三

0
年
十
二
月
六
日
付
の
長
文
の
覚
え
書
き
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に
は
、
こ
の
書
物
の
大
筋
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
、

ア
ネ
ッ
ト
の
息
子
マ
ル
ク
が
母
親
と
も
ど
も
共
有
に
向
か
っ
て
、
す
な
わ
ち
母
子

の
共
産
王
義
荷
担
に
向
か
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
さ
ま
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、

ー
的
正
当
化
を
し
て
み
て
も
、
ど
う
し
て
も
そ
の
気
に
な
り
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

マ
ル
ク
は
結
局
の
と
こ
ろ
心
の
均
衡
を
得
る
と
こ
ろ

ま
で
は
行
き
着
け
ま
せ
ん
。
マ
ル
ク
が
そ
の
点
で
作
家
自
身
の
わ
だ
か
ま
り
を
表
し
て
い
る
の
を
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
認
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
マ
ル
ク
は
、
心
の
底
で
〈
気
分
が
落
ち
着
か
ず
、
引
き
裂
か
れ
て
〉
い
た
の
で
す
。
ー
—
_〈わ
た
し
の
よ
う
に

〉
と
、

て
い
ま
す
。

こ。t
 

彼
は
記
し

し
か
し
作
者
は
ア
ネ
ッ
ト
の
た
め
に
は
、
彼
が
一
九
三
二
年
に
ゲ
ー
テ
に
仮
託
す
る
こ
と
に
な
る
態
度
を
予
定
し
た
の
で
し

、
、
、
、
、
、
、

「
彼
女
は
、
自
由
な
、
魅
惑
か
ら
解
き
放
た
れ
た
魂
の
、
い
や
果
て
の
境
地
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己
断
念
の
境
地

で
あ
る
。
[
…
…
]
こ
の
境
地
に
達
し
た
人
々
は
、
宇
宙
の
大
い
な
る
法
則
に
じ
か
に
接
し
て
、
そ
れ
ら
の
法
則
の
な
か
に
溶
け
込
む
。

潮
の
リ
ズ
ム
、
も
ろ
も
ろ
の
民
族
お
よ
び
社
会
の
潮
の
干
満
を
理
解
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
う
し
ろ
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
大

き
な
う
ね
り
に
参
与
す
る
。
み
ず
か
ら
の
自
由
で
明
瞭
な
判
断
を
な
に
ひ
と
つ
捨
て
去
っ
た
り
は
し
な
い
。
た
だ
、
こ
う
言
う
o
|
|
_

〈
Fiat
v
o
l
u
n
t
a
s
.

'
-…
•
•
[
ミ
コ
コ
ロ
ノ
マ
マ
ニ
ナ
サ
レ
ヨ
ー
·
…
…
]

〉
そ
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
世
界
を
導
く
こ
の
意
志
に
同
化
し
よ
う
と

努
め
る
。
暴
力
の
法
則
と
そ
こ
に
内
在
す
る
物
質
主
義
と
は
、
か
つ
て
氷
に
よ
り
、
ま
た
火
に
よ
っ
て
地
球
を
形
作
っ
た
あ
の
物
理
法
則

の
ひ
と
つ
に
似
通
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
。
物
理
法
則
に
従
う
の
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
に
順
応
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
さ
い
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
荒
廃
を
き
た
す
威
力
の
回
避
に
努
め
て
、
こ
れ
を
是
認
し
た
り
、
い
た
ず
ら
に
非
難
し
た
り
は
せ
ず
に
、

た
だ
そ
れ
が
も
た
ら
す
雪
崩
や
洪
水
を
利
用
す
る
が
よ
い
。
[
…
…
]
自
然
界
に
生
ず
る
こ
れ
ら
の
〈
革
命
〉
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、

魂
は
自
由
な
ま
ま
で
あ
り
、
怒
り
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
（
哀
れ
み
は
覚
え
よ
う
と
も
）
。
」

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
う
し
て
き
っ
ぱ
り
と
立
場
を
定
め
ま
す
。
そ
し
て
彼
の
長
編
小
説
の
最
後
の
二
巻
「
ひ
と
つ
の
世
界
の
死
」
と

「
出
産
」
(
-
九
三
三
年
）
は
、
あ
の
政
治
参
加
の
刻
印
を
帯
び
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
神
秘
的
次
元
へ
の
参
加
の
刻
印
も
押
さ
れ
て
い
ま
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す
。
ア
ネ
ッ
ト
は
彼
女
の
力
を

〈
〈
一
者
〉
の
夢
の
な
か
か
ら
〉
汲
み
出
す
の
で
す
。
「
〈
一
者
〉
は
行
為
で
あ
る
。
〈
一
者
〉
は
前
進
し

て
ゆ
く
。
」
彼
女
は
〈
歴
史
〉
の
大
波
と
一
体
化
し
ま
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
こ
れ
が
最
後
の
幻
影
、
つ
ま
り
〈
魅
惑
〉
に
す
ぎ
な
い
の
を
知
り
つ
く
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼

が

一
九
三
三
年
三
月
七
日
に
ロ
ジ
ェ
・
ベ
シ
エ
ー
ル
に
書
い
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
参
加
に
よ
っ
て
〈
数
百
万
の
人
々
の
行
動
と
い
う
大

海
原
に
身
を
浸
し
直
す
こ
と
で
自
己
を
更
新
し
、
か
つ
成
就
す
る
〉
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
か

ら
で
す
。
「
こ
れ
は
最
終
段
階
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
社
会
的
闘
争
の
向
こ
う
岸
が
あ
る
の
で
す
。
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
向
こ
う
岸
が
あ

生
の
秘
密
を
知
り
つ
く
し
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
生
の
尽
き
せ
ぬ
豊
か
さ
と
喜
び
と
に
ほ
か
な
り
ま

る
の
で
す
！

せ
ん
。
」

ま
さ
し
く
こ
の
〈
秘
密
〉
の
お
か
げ
で
、
思
索
は
自
由
な
ま
ま
で
い
ら
れ
、
そ
し
て
〈
現
在
の
運
命
の
鉄
の
輪
の
外
へ
〉
脱
出
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
ゲ
ー
テ
を
描
い
た
肖
像
画
に
立
ち
戻
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
「
そ
れ
と
い
う
の
も
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
る
き
り
別
の
ゲ
ー
テ
が
い
る
か
ら
で
あ
る
！
彼
は
〈
絶
え
ず
全
体
を
渇
望
す
る
〉
人
で
あ
り
、
〈
自
分
自
身
が
全
体
〉
を
な
す
人
な

の
で
あ
る
。
[
…
…
]
し
た
が
っ
て
、
彼
が
現
在
の
た
め
に
社
会
的
な
い
し
は
政
治
的
行
動
（
ま
た
は
立
場
）
を
選
択
し
て
も
、
歴
史
上

の
つ
ぎ
の
時
刻
に
か
ん
し
て
で
あ
れ
、
別
の
人
物
に
か
ん
し
て
で
あ
れ
、
ま
る
き
り
別
の
選
択
を
も
く
ろ
む
こ
と
が
皆
無
と
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
」
ア
ネ
ッ
ト
が
ア
ー
シ
ャ
と
も
ど
も
〈
そ
の
新
し
い
ー
|
強
力
な
1

社
会
的
な
鎖
に
〉
魅
惑
さ
れ
た
り
は
し
な
い
の
と
同
様
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
も
ま
た
〈
魅
惑
〉
に
身
を
任
せ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
彼
は
ロ
ジ
ェ
・
ベ
シ
ェ
ー
ル
宛
て
に
書
い
た
と
お
り
〈
〈
精
神
〉

の
奥
深
い
、
捉
え
が
た
い
自
由
〉
を
保
持
し
よ
う
と
し
ま
す
。
す
く
な
く
と
も
、
保
持
し
た
い
と
希
望
す
る
の
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
一
九
三

0
年
代
を
つ
う
じ
て
彼
の
選
択
を
堅
持
し
ま
し
た
。
西
欧
が
そ
の
魂
を
失
っ
た
の
に
、
ソ
連
で
は
新
し

い
人
類
が
築
か
れ
つ
つ
あ
る
と
評
価
し
た
の
で
す
。
彼
は
生
の
あ
る
側
に
身
を
置
き
ま
し
た
。
ま
ず
イ
タ
リ
ア
、
つ
い
で
ド
イ
ツ
に
フ
ァ

シ
ズ
ム
が
出
現
す
る
や
、
彼
は
ソ
連
擁
護
の
姿
勢
を

い
っ
そ
う
強
め
ま
し
た
。
彼
の
行
動
の
す
べ
て
も
、
彼
の
著
作
も
、
二
重
の
関
心
事
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一
九
三
五
年
ー
|
そ
れ
ま
で
は
健
康
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
彼
は
あ
ま
り
旅
行
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
ー
ー
よ
ン
ー
ド
よ
り
一
年
早

く
、
ゴ
リ
キ
ー
に
招
待
さ
れ
て
と
う
と
う
ソ
連
に
赴
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ソ
連
国
内
は
ほ
と
ん
ど
旅
行
で
き
ず
、
モ
ス
ク
ワ
の
ゴ
リ

キ
ー
の
家
に
滞
在
す
る
だ
け
で
我
慢
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
公
的
訪
問
者
だ
っ
た
彼
は
、
体
制
の
お
歴
々
ー
ス
タ
ー
リ
ン
、

ヤ
ゴ
ダ
、
プ
ハ
ー
リ
ン
、
デ
ィ
ミ
ト
ロ
フ
ー
ー
ー
と
話
し
あ
っ
た
り
、
彼
ら
と
重
要
問
題
を
論
じ
た
り
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
大
勢
の

来
客
と
接
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
現
実
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
滞
在
中
に
つ
け
て
い
た
〈
日
記
〉
や
帰
国
後
に
書
い
た
覚
え
書

き
の
な
か
で
、
彼
は
歯
に
衣
を
着
せ
ぬ
総
決
算
を
作
成
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
無
条
件
で
ソ
連
を
擁
護
す
る
決
心
を
し
て
い
た
も
の
で
す

か
ら
、
留
保
事
項
は
黙
し
て
語
ら
ず
、
公
表
し
た
の
は
賛
辞
を
連
ね
た
数
ペ
ー
ジ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
彼
の
選
択
か
ら
く
る
困
難
を
引
き
受
け
ま
し
た
。
み
ず
か
ら
の
参
加
を
否
認
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
一
九

＿
二
五
年
四
月
二
十
日
に
、
ジ
ャ
ン
11
ポ
ー
ル
・
サ
ン
ソ
ン
に
宛
て
て
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
「
わ
た
し
は
ソ
連
の
目
指
す
目
標
は
正
し
い

と
思
い
ま
す
し
、
ソ
連
が
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
ー
~
あ
る
い
は
も
っ
と
控
え
め
に
言
う
な
ら
—
—
そ
こ
に
近
づ
く
こ
と
が
人
類
に
と
っ

て
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ソ
連
の
行
動
家
た
ち
が
講
じ
る
手
段
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
保
証
人
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

こ
の
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
い
ま
す
。
行
動
を
起
こ
せ
ば
絶
え
ず
恐
ろ
し
い
問
題
と
向
か
い
合
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
、
そ
の
さ
い
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
立
場
は
た
だ
ひ
と
つ
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
立
場
ー
~
頭
蓋
骨
を
手
に
し
て
夢
想
す
る
男
の
立
場
な
の
で
す
。
行
動
の
[
見
地
か

ら
す
る
と
]
正
し
い
の
は
フ
ォ
ー
テ
ィ
ン
プ
ラ
ス
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
瞭
で
す
。
せ
め
て
彼
の
進
む
道
が
真
の
目
標
に
向
か

っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
9
・
わ
た
し
に
は
フ
ォ
ー
テ
ィ
ン
プ
ラ
ス
は
い
っ
こ
う
羨
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
心
の
奥
底
に

は
、
実
存
の
悲
劇
へ
の
〈
G
旦
u
e
n
〉
[
恐
怖
]
が
‘
そ
れ
と
も
〈
Mitleid}

[
同
情
]
が
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

1

し
か
し
、

す。 の
刻
印
を
帯
び
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
う
こ
と
、
そ
し
て
ソ
連
を
擁
護
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
彼
は
優
れ
た
味
方
に

囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
プ
ロ
ッ
ク
、
ジ
ー
ド
、
ゲ
ー
ノ
、
マ
ル
ロ
ー
が
、
同
じ
闘
い
を
進
め
て
い
た
か
ら
で
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間
違
っ
て
い
る

の
は
わ
た
し
で
、

そ
の
後
の
何
年
か、

リ
キ
ー
の
死
、

フ
ォ
ー
テ
ィ
ン
プ
ラ
ス
が
正
し
い
の
で
す
。」

フ
ォ
ー
テ
ィ
ン
プ
ラ
ス
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
自
問
を
続
け
ま
し
た
。

お
れ
は
こ
う
言
う
べ

一
九
三
六
年
八
月
、
つ
い
で
一
九
三
七
年
一
月
、
さ
ら
に
一
九
一
二
八
年
三
月
の
モ
ス
ク
ワ
裁
判
は
、
彼
を
考
え
込
ま
せ
ま

し
た
。
ジ
ー
ド
や
ゲ
ー
ノ
が
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
を
拒
否
し
て
非
難
し
た
の
と
違
っ
て
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
公
的
に
は
な
に
も
語
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
幻
影
は
消
え
た
の
で
す
。
一
九
一
ー
ー
七
年
ー
一
九
三
八
年
に
書
か
れ
た
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」
は
、
ロ
シ
ア
革

命
が
辿

っ
た
流
れ
を
遠
回
し
に
裁
断
し
た
も
の
と
も
、
一
種
の
良
心
の
検
討
と
も
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
以
前
に

〈
必
然
〉
と
か
〈
宿
命
〉
と
か
呼
ん
で
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
〈
否
応
な
し
の
成
り
行
き
〉
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
成
り

行
き
は
人
々
を
ど
こ
へ

連
れ
て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
か
。
「
否
応
な
し
の
成
り
行
き
の
言
い
な
り
だ
と
、
陰
謀
が
永
遠
に
真
実
に
打
ち
勝
ち
、

正
義
は
虚
偽
と
な
り
、
も
っ
と
も
下
劣
な
情
念
が
人
類
の
神
聖
な
利
益
と
取
っ
て
代
わ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
か
ら
出
な
い
で
じ
っ
と
し
て

い
る
」
の
は
ご
め
ん
だ
と
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
拒
絶
し
ま
す
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
こ
う
い
う
わ
け
で
、
自
分
に
押
し
付
け
ら
れ
た
宿

命
の
道
具
と
化
し
て
、
彼
自
身
の
理
想
を
裏
切
る
よ
う
に
追
い
込
ま
れ
た
限
り
に
お
い
て
、
ひ
と
り
の
敗
者
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
し
て
も
、
自
分
が
マ
ル
ク
ス
11
レ
ー
ニ
ン
主
義
史
観
か
ら
見
た
〈
歴
史
〉
の
流
れ
と
一

体
化
す
る
こ
と

を
あ
ま
り
に
安
易
に
承
知
し
た
が
た
め
に
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
「
ロ

ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
」
を
書
く
こ
と
で
、
〈
思
索
〉
と

〈
行
動
〉
と
の
あ
い
だ
の
不
断
の
論
争
を
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
の
で
す
。
「
人
生
か

…
•
•
•
お
れ
は
こ
い
つ
を
ど
う
し
て
し
ま
っ
た
の
か
：
：
·
'
」
と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
叫
び
ま
す

。

「
た
わ
ご
と
だ
！

き
な
ん
だ
。
人
生
は
お
れ
を
ど
う
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
な
ぜ
っ
て
、
お
れ
は
こ
ん
な
こ
と
を
願
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
。
」

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
、
自
分
が
そ
の
道
具
と
な
っ
て
奉
仕
し
た
〈
こ
と
の
勢
い

〉
の
犠
牲
と
な
っ
た
あ
げ
く
、
そ
れ
が
下
す
否
応
な
し
の

命
令
を
甘
受
し
た
こ
と
を
認
め
ま
す
。
「
こ
の
命
令
は
、
お
れ
た
ち
の
心
の
奥
底
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
側
か
ら
お

れ
た
ち
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
の
だ
。
来
る
日
も
来
る
日
も
、
出
来
事
と
い
う
蛇
ど
も
の
絡
み
合
い
の
な
か
か
ら
、
そ
の
命
令
を
引
っ

張

n

一
九
三
六
年
六
月
の
ゴ
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出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
[
…
…
]
。
ま
さ
に
仮
借
な
い
宿
命
の
綸
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
た
が
い
に
引
っ
張
り
合
っ
て
い
る
ん
だ
。
そ

こ
か
ら
逃
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
の
、
こ
の
宿
命
が
お
れ
た
ち
を
ど
ん
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
か
、
そ
れ
が
お
れ
た
ち
に
無
理

に
や
ら
せ
た
の
が
な
に
ご
と
だ
っ
た
か
を
見
る
と
だ
な
、
お
れ
た
ち
は
ふ
い
に
怖
く
な
っ
て
、
明
日
は
そ
い
つ
が
お
れ
た
ち
に
な
に
ご
と

を
要
求
す
る
も
の
や
ら
と
自
問
す
る
の
だ
。
」
こ
こ
で
発
言
し
て
い
る
の
は
だ
れ
で
し
ょ
う
か
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ

と
も
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
で
し
ょ
う
か
。

じ
つ
を
言
ヽ
？
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
か
つ
て
の
問
い
に
ふ
た
た
び
出
会
っ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
〈
歴
史
〉
の
上
げ
潮
に
巻
き
込
ま

れ
た
個
々
の
自
己
の
自
由
に
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
分
け
前
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
自
由
と
は
〈
こ
と
の
勢
い
〉
を
受
け
入
れ
な

が
ら
明
晰
を
保
つ
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
安
易
な
ア
リ
バ
イ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
拒
否
で
も
あ
り
、
闘

い
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
九
三
九
年
八
月
に
独
ソ
不
可
侵
条
約
が
調
印
さ
れ
た
と
き
、
彼
の
目
か
ら
決
定
的
に
鯰
が
落
ち
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
ま
だ
い
く
ば
く

か
の
幻
想
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
れ
も
消
え
去
り
ま
し
た
。
自
分
が
ソ
連
に
味
方
し
て
参
加
し
た
と
き
、
ど
れ
ほ
ど
欺
か
れ

て
い
た
か
を
悟
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
自
分
自
身
に
忠
実
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
以
後
は
、
控
え
め
な
が
ら
断
固
と
し
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
に
た
い
し
て
距
離
を
置
き
ま
し
た
。
彼
は
縁
を
切
り
、
そ
し
て

〈
日
記
〉
の
な
か
で
ス
タ
ー
リ
ン
と
そ
の
政
策
と
を
激
し
く
非
難
し
ま
し
た
。

一
九
三
八
年
以
来
、
彼
は
ス
イ
ス
を
去
っ
て
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
住
み
つ
き
ま
し
た
。
齢
七
十
二
歳
と
な
っ
た
こ
の
人
は
、
「
わ
が
人
生
、

わ
が
信
念
、
わ
が
不
屈
の
信
条
の
実
質
を
な
す
力
強
い
宇
宙
的
夢
想
に
立
ち
戻
る
に
あ
た
り
」
本
来
の
彼
自
身
に
帰
り
ま
す
。
と
く
に
一

九
三
九
年
以
後
は
そ
う
で
す
し
、
一
九
四

0
年
六
月
に
フ
ラ
ン
ス
が
喫
し
た
敗
北
の
の
ち
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
し
た
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
自
分
が
立
っ
て
い
る
状
況
を
明
確
に
し
、
さ
き
に
一
九
二
四
年
に
し
た
た
め
た
「
周
航
」
に
、
そ
の
と
き
に
な

っ
て
何
ペ
ー
ジ
か
を
つ
け
加
又
、
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
ば
か
り
の
数
年
間
に
つ
い
て
情
け
容
赦
の
な
い
総
決
算
を
作
成
し
ま
し
た
。
彼
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下
げ
の
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

は

〈
も
は
や
自
分
が
正
し
い
と
認
め
よ
う
と
は
試
み
ず
〉
自
分
が

〈
実
存
の
悲
劇
的
な
〈
マ
ー
ヤ

l

[
幻
]
〉
〉
に
よ
っ
て
、
う
か
う
か

と
〈
魅
惑
〉
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
早
く
も
一

九
二
九
年
に
闘
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
さ
い
に
、

自
分
が
〈
精
神
に
よ

っ
て
戦
楊
を
把
握
〉
で
き
な
か

っ
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
〈
行
動
〉
か
ら
引
き
下
が
り
ま
す
。
「
わ
た
し
に
つ
い
て
い
え

ば
、
こ
れ
で
お
し
ま

い
だ
9
.
[
…
…
]
わ
が
人
生
の
大
い
な
る
〈
幻
影
〉
の
最
終
局
面
は
都
を
閉
じ
た
。
[
…
・
:
]
か
つ
て
わ
た
し
が
そ

の

一
員
だ
っ
た
蟻
塚
の
熱
病
じ
み
た
大
騒
ぎ
か
ら
、
わ
た
し
は
と
う
と
う
離
れ
去
る
。
」

彼
は
自
分
の
人
生
の
終
末
に
さ
し
か
か
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
彼
は
〈
こ
の
宇
宙
的
な
〈
夢
〉
の
た
だ
な
か
に
帰
る
〉
こ
と

し
か
求
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
夢
こ
そ
は

〈
現
実
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
現
実
の
も
の
〉
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
彼
は
〈
そ
の
厳

か
な
安
ら
ぎ
を
前
も
っ
て
味
わ
う
〉

こ
と
し
か
求
め
な
い
の
で
す
。

彼
は
も
と
の

〈
観
照
家
〉
に
戻
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
本
性
を
取
り
戻
し
ま
す
。
彼
の
友
人
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
シ
ャ
ト
ー
プ
リ
ヤ

ン
は
、
そ
の
当
時
政
治
行
動
の
な
か
へ
、
そ
れ
も
彼
に
は
認
め
ら
れ
な
い
方
向
に
向
か
っ
て
、
み
す
み
す
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

ロ
マ
ン

・
ロ

ラ
ン
は

一
九
四
二
年
一
月
十
二
日
に
こ
の
友
人
に
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。
「
き
み
の
真
の
天
職
は
ー
|
'
そ
れ
は
ぽ
く
た
ち
に

と
っ
て

の
唯

一
の
真
の
義
務
だ
し
、
そ
れ
に
、
精
神
に
よ
る
刻
印
を
受
け
て
こ
れ
に
仕
え
る
べ
き
、
ぼ
く
た
ち
精
神
の
人
に
と
っ
て
の
使

命
な
の
だ
ー
~

塙
叫
を
集
中
し
て
知
的
な

（心
と
精
神
の
ー
魂
全
体
の
）
創
造
に
い
そ
し
む
べ
き
、
ぼ
く
た
ち
の
任
務
な
の
だ
。
そ
の

こ
と
に
よ

っ
て

の
み
、
ほ
く
た
ち
が
い
ま
生
き
、
や
が
て
死
に
至
る
日
々
を
立
ち
超
え
て
、
遠
近
を
問
わ
ず
人
々
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
、

ぼ
く
た
ち
は
呼
び
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
ほ
か
の
い
か
な
る
任
務
も
不
完
全
だ
し
、
ー
|
—
た
い
て
い
の
ば
あ
い
誤
っ
て
い
る
し
、
（
そ

れ
と

い
う
の
が
、
ほ
か
の
任
務
は
ぼ
く
た
ち
の
領
に
刻
ま
れ
て
い
る
印
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
）
ー
ー
＇
そ
の
う
え
罪
で
さ
え
あ
る
。

二
年
こ
の
か
た
、
ぼ
く
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
と
ぼ
く
個
人
と
し
て
の
反
省
を
し
て
き
た
。
」

ヴ

ェ
ズ
レ
ー
で
の
歳
月
は
、
た
ん
に
良
心
の
検
討
と
告
白
と
の
時
期
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
要
点
の
繰
り
返
し
と
掘
り
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一
九
二
四
年
ー

〈
大
い
な
る
試
練
の
時
期
に
は
〉
〈
自
宅
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
〉
彼
は
み
ず
か
ら
の
過
去
に
立
ち
戻
り
ま
し
た
。

一
九
二
五
年
に
書
い
た
原
稿
を
集
め
て
、
彼
は
「
内
面
の
旅
路
」
を
ま
と
め
ま
し
た
。
〈
日
記
〉
に
も
と
づ
き
な
が
ら
一
九

0
0年
ま
で

の
回
想
記
を
し
た
た
め
、
彼
の
生
涯
の
も
ろ
も
ろ
の
段
階
を
辿
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
つ
い
て
の
瞑
想
を
再
開
し

て
「
未
完
の
カ
テ
ド
ラ
ル
」
三
巻
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
音
楽
は
彼
の
全
生
涯
を
つ
う
じ
て
付
き
添
っ
て
き
た
の
で
し
た
が
、
彼
は
そ
の

な
か
に
あ
ら
た
め
て
兄
弟
の
よ
う
な
魂
を
見
い
だ
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
闘
い
に
闘
い
を
重
ね
つ
つ
、
自
分
の
内
面
に
お
い
て
反
対
物
を
調

和
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
す
え
に
、
と
う
と
う
晴
朗
さ
に
達
し
た
人
で
す
。
「
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
、
ハ
短
調
、
作
品
番
号
一
―
こ
の
う
ち

に
、
彼
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
魂
の
も
っ
と
も
純
粋
な
表
現
を
見
て
取
り
ま
し
た
。
存
在
を
掘
り
起
こ
す
闘
い
が
ア
レ
グ
ロ
の
楽
章
に
表

現
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
晴
朗
な
ア
リ
エ
ッ
タ
が
来
ま
す
。
「
そ
こ
で
は
精
神
が
、
ま
る
で
テ
ラ
ス
か
ら
飛
び
出
す
よ
う
に
、
苦
も
な
く
、

危
な
げ
な
く
飛
翔
す
る
」
の
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
考
え
で
は
、
「
こ
の
ア
リ
エ
ッ
タ
は
[
:
・
…
]
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
口
か
ら
発

し
た
最
高
の
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
彼
は
、
ま
こ
と
に
至
上
の
静
け
さ
に
包
ま
れ
た
生
の
支
配
者
で
あ
る
。
ほ
か
の
ど
こ

で
も
、
〈
歓
喜
〉
の
主
題
に
お
い
て
さ
え
、
彼
は
こ
の
晴
朗
さ
を
実
現
し
て
は
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
力
強
さ
は
、
仏
陀
の
ほ
と
ん
ど
不

動
の
微
笑
の
か
げ
に
隠
れ
て
い
る
。
」
こ
の
ソ
ナ
タ
の
末
尾
は
、
〈
光
明
の
穏
や
か
な
確
か
さ
〉
を
、
〈
充
実
し
た
安
ら
ぎ
〉
を
表
現
し

て
い
る
の
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
楽
し
げ
に
、
〈
最
後
の
諸
作
品
の
解
脱
ぶ
り
〉
を
示
し
て
い
ま
す
。
「
魂
は
み
ず
か
ら
の
〈
神
〉

と
二
人
き
り
に
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
〈
神
〉
は
も
ろ
も
ろ
の
か
り
そ
め
の
形
と
と
も
に
戯
れ
つ
つ
〈
存
在
〉
の
中
心
に
座
を
占
め
て
い

る
。
」
こ
の
数
語
を
記
し
た
と
き
、
彼
は
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

苦
も
な
く
見
て
取
れ
る
こ
と
で
す
が
、
「
真
ナ
ル
ガ
ユ
エ
ニ
ワ
レ
信
ズ
」
以
来
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
思
想
、
「
ジ
ャ
ン
11
ク
リ
ス
ト
フ
」

お
よ
び
「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
に
表
現
さ
れ
た
思
想
が
、
こ
こ
に
も
脈
々
と
続
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
戦
争
の
た
め
に
家
に
閉
じ
こ
も
っ
た
ま
ま
、
健
康
は
不
安
定
だ
し
、
病
気
も
あ
っ
た
の
に
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
彼
の
内
面

の
探
究
を
統
け
ま
し
た
。
身
近
に
い
た
人
た
ち
ー
|
な
か
で
も
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
モ
ル
テ
ィ
エ
が
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
話
や
、
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宗
教
界
の
革
新
の
こ
と
を
彼
に
話
し
ま
し
た
し
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
パ
イ
ユ
レ
神
父
を
始
め
と
す
る
ド
ミ
ニ
コ
会
士
と
か
、
ヴ

ェ
ズ
レ
ー

で
の
友
だ
ち
の
ピ
ヨ
ン
博
士
と
か
が
い
ま
し
た
ー
—
ー
の
お
か
げ
で
、
彼
は
若
返
っ
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
発
見
し
ま
し
た

。

マ
リ
ー
の
お
か

げ
で
再
会
し
た
ク
ロ
ー
デ
ル
か
ら
も
切
願
さ
れ
た
し
、
彼
自
身
も
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
接
近
し
よ
う
と
企
て
た
も
の
の
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
彼
は
〈
敷
居
ぎ
わ
に
留
ま
っ
た
〉
の
で
す
。
彼
は
そ
れ
で
も
〈
神
〉
に
つ
い
て
、
ま
た
〈
存
在
〉
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
方
を
反

省
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
は
か
つ
て
の
ペ
ギ
ー
と
の
関
係
を
思
い
出
し
た
く
な
っ
て
、
ペ
ギ
ー
論
を
書
き
始
め
ま
し
た
が
、
し
だ
い
に
気
乗
り
が
し
て
主
題
を

拡
大
し
ま
し
た
。
彼
は
、
ペ
ギ
ー
の
形
而
上
学
を
、
〈
そ
の
光
源
を
な
す
中
心
観
念
〉
を
発
見
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
こ
の
人
物
の
神

秘
の
な
か
へ
と
い
っ
そ
う
深
く
入
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
自
身
の
た
め
に
進
め
た
省
察
で
も
あ
り
ま
し
た
。
人
格
神

の
実
在
こ
そ
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
は
個
々
の
自
己
と
宇
宙
的
〈
大
我
〉
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
方
に
修
正
を
加
え
ま

し
た
。
一

九
四
三
年
一
月
ー
ニ
月
の
病
気
中
、
彼
は
〈
汎
神
論
の
精
神
的
貧
困
〉
を
確
認
し
て
、
自
分
が
〈
〈
実
存
〉
の
源
泉
〉
に
近
づ

い
た
の
を
感
じ
て
い
ま
す
。

一
九
四
四
年
八
月
ー
十
月
に
書
か
れ
た
最
後
の
作
品
「
「
福
音
書
」
に
つ
い
て
の
対
話
」
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性

は
認
め
な
か
っ
た
も
の
の
、
ペ
ギ
ー
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
な
ど
、
自
由
を
論
じ
た
宗
教
的
形
而
上
学
者
た
ち
と
接
す
る
う
ち
に
、
彼
は
自

分
の
新
し
い
考
え
方
を
明
確
に
し
て
お
く
気
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
一
九
四
四
年
十
二
月
に
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「
〈
神
〉
と
同
質
な
る
〈
自
由
〉
。
大
い
な
る
、
神
秘
中
の
神
秘
。
恒
久
的
〈
創
造
〉
の
次
元
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
1

普
も
悪
も

ー
〈
自
由
〉
の
な
か
で
行
わ
れ
る
。
人
は
だ
れ
し
も
〈
自
由
〉
の
う
ち
に
あ
っ
て
〈
創
造
〉
に
参
与
し
、
そ
し
て
砿
造
〉
は
時
の
終

末
ま
で
継
続
す
る
。

ま
た
他
方
、
キ
リ
ス
ト
は
時
の
終
末
ま
で
臨
終
の
う
ち
に
あ
る
。
彼
の
犠
牲
は
続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
世
界
を
創
造
す
る
〈
神
〉
の
恒
久
的
行
為
と
、
世
界
を
救
う
た
め
に
み
ず
か
ら
を
犠
牲
に
捧
げ
る
〈
神
〉
の
恒
久
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そ
の
代
価
を
払
っ
た
か
ら
で
す
。
」

ヴ
ェ
ズ
レ
ー
で
は
、
彼
は
休
息
を
か
ち
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
に
な
く
省
察
の
時
を
得
た
の
で
す
。
最
晩
年
に
な
っ

て
〈
あ
る
が
ま
ま
〉
の
姿
に
な
っ
た
の
で
す
。
つ
ぎ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
人
々
は
驚
く
で
し
ょ
う
か
。
一
九
四
四
年
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、

妻
の
マ
リ
ー
と
、
義
母
の
ア
デ
ー
ル
・
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
と
が
、
サ
ン
ト
11
マ
ド
レ
ー
ヌ
大
聖
堂
で
の
深
夜
ミ
サ
に
列
席
し
て
い
る
あ
い
だ
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
友
人
の
リ
ュ
シ
ャ
ン
お
よ
び
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
ー
ヌ
・
プ
イ
イ
ェ
に
向
か
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
話
を
し
て
い
ま
し

た
。
彼
は
だ
し
ぬ
け
に
立
ち
上
が
り
、
リ
ュ
シ
ャ
ン
の
肩
に
手
を
載
せ
て
こ
う
言
っ
た
の
で
す
。
「
リ
ュ
シ
ャ
ン
、
手
を
貸
し
て
く
れ
た

ま
え
[
:
・
…
]
わ
た
し
た
ち
の
ミ
サ
を
挙
げ
に
行
こ
う
！
」
そ
し
て
彼
は
「
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
、
ハ
短
調
、
作
品
番
号
一
―
こ
を
弾
き

始
め
ま
し
た
。
リ
ュ
シ
ャ
ン
・
プ
イ
イ
ェ
が
こ
の
す
ば
ら
し
い
ひ
と
と
き
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
物
語
は
感
動
的
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ

〈
涸
れ
る
こ
と
の
な
い
力
と
信
仰
と
の
泉
〉
に
や
っ
て
き
て
水
を
飲
ん
だ
の
で
す
。
彼
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
魂

と
心
を
通
い
合
わ
せ
て
〈
充
実
し
た
安
ら
ぎ
〉
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
。

〈

Finita

comoedia〉

ン
は
こ
れ
を
最
後
と
、

的
行
為
と
の
あ
い
だ
に
は
、
並
行
関
係
が
存
す
る
。
」

彼
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
生
涯
の
さ
ま
ざ
ま
の
時
期
に
、
と
き
お
り
波
の
動
き
に
つ
れ
て
揺
り
動
か
さ
れ
も
し
ま
し
た
し
、
数
々
の
矛

盾
も
あ
り
ま
し
た
し
、
彼
み
ず
か
ら

〈
corsi
e
 recorsi [
行
き
つ
戻
り
つ
]
〉
と
称
し
た
こ
と
ど
も
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の

複
合
的
な
人
物
は
、
ひ
と
つ
の
調
和
に
至
り
つ
い
た
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
、
明
晰
に
、
そ
し
て
意
志
的
に
、
生
涯

を
つ
う
じ
て
め
ざ
し
た
こ
と
で
し
た
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
苦
労
を
惜
し
む
こ
と
な
く
社
会
的
闘
争
に
加
わ
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
じ
つ
は
自

分
の
真
の
本
性
で
は
な
い
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
彼
自
身
の

一
部
分
で
し
た
。

一
月
三
十
一
日
に
、
彼
は
ヘ

ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
に
こ
う
書
き
送
り
ま
し
た
。
「
わ
た
し
が
生
き
た
の
は
、
わ
た
し
の
生
の
夢
で
は
な
く
て
、
そ
の
宿
命
で
し
た
。
そ
し

て
、
宿
駅
で
ひ
と
休
み
し
よ
う
と
思
う
た
び
に
、
こ
の
宿
命
が
絶
え
ず
新
し
い
闘
い
を
わ
た
し
に
強
制
し
た
の
で
す
。
一
度
と
し
て
休
息

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
し
ま
い
に
は
休
息
が
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う
！

（
〈
フ
ィ
ニ
タ
・
コ
メ
デ
ィ
ア
軍
I

劇
は
終
わ
り
ぬ
]
〉
)
と
ー
ー
＇
「
未
完
の
カ
テ
ド
ラ
ル
」
第
三
巻
の
表
題
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デュシャトレ氏夫妻

を
借
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
亡
く
な
る
す
こ
し
ま
え
に
口
に
し
た
最
期
の
こ
と
ば
を
念
頭
に
浮
か
べ
て
ー
—
ー
そ
う
言
っ
て
も
よ
い
で
し

ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
こ
の
語
句
に
加
え
た
注
釈
は
予
感
に
溢
れ
た
も
の
で
し
た
。
「
役
割
は
演
じ
終
え
た
。
ー
—
_

数
々
の
幻
影
、
空
し
い
情
念
、
苦
々
し
い
落
胆
、
夢
、
架
空
の
創
造
の
演
ず
る
役
割
は
…
…
。
彼
は
こ
う
し
た
こ
と
ど
も
を
、
明
る
い
、

穏
や
か
な
、
そ
し
て
悟
り
き
っ
た
ま
な
ざ
し
で
見
定
め
て
い
た
…
…
。
」

数
日
後
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
亡
く
な
り
ま
し
た
。

デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
（
プ
レ
ス
ト
大
学
教
授
・
フ
ラ
ン
ス
）

村
上
光
彦
（
成
践
大
学
教
授
）
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(
8
)
 

「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」

R
o
b
e
s
p
i
e
r
r
e

一
七
九
四

(
7
)
 

一
七
九
七

(6) 
一
九
二
六

一
七
七
四

(5) 
一
九
二
五

一
九
二
八

一
九
三
九

「
愛
と
死
の
戯
れ
」

L
e
J
e
u
 
d
'
A
m
o
u
r
 et 
d
e
 
Ia 
M
o
r
t
 

「
花
の
復
活
祭
」

P
a
q
u
e
s
Fleuries 

「
獅
子
座
の
流
星
群
」

L
e
s
L
e
o
n
i
d
e
s
 

一
七
九
四

(
4
)
 

一
九
〇

一
九
〇

「
七
月
十
四
日
」
に
一
4

JUillet 

一
七
八
九

(
3
)
 

一
七
九
四

(2) 
一
八
九
九

(
l
)
 

制
作
年

八
九
八

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
、
八
つ
の
戯
曲
を
書
い
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
を
製
作
年
代
順
、

曲
が
扱
っ
て
い
る
年
次
の
順
で
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
し
て
お
き
ま
す
。

「
狼
」
に
s
L
o
u
p
s
 

「
理
性
の
勝
利
」
に

T
r
i
o
m
p
h
e
d
e
 
la 
R
a
i
o
n
 

「
ダ
ン
ト
ン
」

D
a
n
t
o
n

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
劇

一
七
九
三

一
七
九
三

対
象
年

タ
イ
ト
ル
、
戯

河

野

健
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
あ
る
と
こ
ろ
で
「
芸
術
の
目
的
は
夢
で
は
な
く
て
生
命
で
あ
る
。
行
動
は
行
動
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（
見
せ
物
）
か

ら
出
現
す
る
は
ず
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
演
劇
を
通
し
て
人
間
の
行
動
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
が
行
動
へ
の

呼
び
か
け
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
す
。
ま
さ
に
、
ロ
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
劇
は
、
革
命
の
様
々
な
局
面
を
劇
に
し
て
い
ま
す
が
、

劇
を
通
じ
て
、
戦
っ
た
人
、
敗
北
し
た
人
、
利
益
を
得
た
人
、
そ
の
よ
う
な
人
び
と
の
姿
を
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
い
か
な

る
存
在
な
の
か
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
何
を
汲
み
と
る
べ
き
か
を
示
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

第
一
番
目
の
「
狼
」
は
最
初
に
書
か
れ
た
革
命
戯
曲
で
す
。
こ
の
「
狼
」
(
-
八
九
八
年
）
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
時
期
に
書
か
れ

た
も
の
で
す
。
ド
レ
フ
ュ
ス
と
い
う
軍
人
が
フ
ラ
ン
ス
の
陸
軍
参
謀
本
部
に
い
て
、
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
こ
と
で
ド
イ
ツ
の
ス
パ
イ
だ

と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
機
密
を
ド
イ
ツ
に
渡
し
て
い
る
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
終
身
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
事

件
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
二
分
す
る
政
治
的
事
件
と
な
り
約
十
年
間
続
く
の
で
す
。

こ
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
刺
激
を
受
け
て
書
か
れ
た
深
刻
な
話
で
す
。
「
狼
」
の
対
象
年
は
一
七
九
三
年
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
八
九
年

に
始
ま
り
ま
す
が
、
九
二
年
、
九
三
年
頃
と
い
う
の
は
過
激
さ
が
一
段
と
進
ん
だ
年
で
あ
り
、
そ
の
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
は
市
民
の
義

勇
兵
等
が
中
心
と
な
っ
て
、
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
と
一
緒
に
な
っ
て
ド
イ
ツ
に
攻
め
込
み
、
ラ
イ
ン
河
畔
の
マ
イ
ン
ツ
と
い
う
町
を
占

領
し
ま
す
。
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
の
司
令
部
が
置
か
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
フ
ラ
ン
ス
軍
が
来
た
と
い
う
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
支
持
す

る
運
動
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
運
動
で
す
。
が
、
や
が
て
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

舞
台
は
そ
の
司
令
部
で
、
三
、
四
人
の
司
令
官
が
一
緒
に
住
ん
で
い
る
。
ひ
と
り
は
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
出
身
、
も
う
ひ
と
り
は
ジ
ャ
コ

バ
ン
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
り
は
科
学
者
で
革
命
に
参
加
し
、
出
征
し
て
司
令
官
と
な
っ
て
い
る
人
で
す
。

こ
の
現
地
で
三
人
の
間
に
争
い
が
生
じ
る
。
貴
族
に
対
し
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
が
「
あ
い
つ
は
ド
イ
ツ
と
通
じ
て
い
る
」
と
言
い
出
す
。
そ

こ
で
科
学
者
は
「
ド
イ
ツ
と
通
じ
て
い
る
と
い
う
ス
パ
イ
説
は
間
違
い
だ
。
そ
う
で
な
い
こ
と
を
私
は
現
に
見
た
」
と
証
言
す
る
。
と
こ

ろ
が
そ
の
証
言
を
し
た
科
学
者
が
逆
に
疑
わ
れ
て
、
結
局
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
が
支
配
す
る
中
央
委
員
会
に
問
題
が
移
さ
れ
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こ
の
劇
に
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
ス
パ
イ
問
題
、
祖
国
愛
と
人
間
の
真
実
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
関
係
、
こ
れ

ら
の
窮
藤
が
描
か
れ
て
い
る
。
革
命
期
の
激
動
を
舞
台
に
し
て
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
を
背
景
と
し
て
書
か
れ
て
い
て
大
変
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

「
レ
・
ル
ウ
」
と
い
う
の
は
複
数
の
狼
と
い
う
意
味
で
す
。
人
は
相
手
に
対
し
て
互
い
に
攻
繋
す
る
狼
と
し
て
生
き
る
。
そ
う
い
う
ペ

シ
ミ
ス
ム
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
八
九
九
年
と
い
う
世
紀
末
に
作
ら
れ
た
「
理
性
の
勝
利
」
は
、
理
性
の
勝
利
と
い
う
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
理
性
の
敗
北
で
す

。

．

フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
九
二
年
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
ジ
ロ
ン
ド
派
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
対
立
が
あ
る
。
ジ
ロ
ン
ド
派
は
合
理
派
で
、
理

性
を
尊
重
し
社
会
の
進
歩
を
進
め
る
べ
き
だ
と
す
る
エ
リ
ー
ト
の
集
り
で
す
。
他
方
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
は
最
初
は
緩
や
か
な
組
織
で
あ
っ
た

が
、
だ
ん
だ
ん
急
進
的
に
な
り
暴
力
肯
定
的
と
な
り
、

最
後
は
少
数
独
裁
、
力
ず
く
の
政
治
を
実
行
し
ま
す
。

結
局
、
ジ
ロ
ン
ド
派
は
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
負
け
、
理
性
は
勝
利
す
る
ど
こ
ろ
か
、
敗
北
の
運
命
を
迎
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
ジ
ロ
ン
ド
派

は、

一
斉
逮
捕
と
な
っ
て
、

議
会
か
ら
追
放
さ
れ
、

逮
捕
令
に
よ
っ
て
追
わ
れ
ま
す
。
そ
の
状
況
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
は
「
ダ
ン
ト
ン
」
で
す
。
ジ
ロ
ン
ド
派
と

一
番
近
い
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
ダ
ン
ト
ン
が
い
ま
す
。
ダ
ン
ト
ン
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
英

雄
の
一
人
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
間
で
は
ダ
ン
ト
ン
品
履
の
人
が
多
い
。
彼
は
教
養
あ
る
人
物
と
い
う
よ
り
大
胆
不
敵
で
、
ア
ジ
演
説
が
う
ま

く
、
時
と
場
合
に
よ

っ
て
は
妥
協
も
辞
さ
な
い
政
治
家
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
「
ダ
ン
ト
ン
」
を
肯
定
的
に
描
い
て
い
る
。
ジ
ロ
ン
ド
派
が
追
放
さ
れ
て
の
ち
、
ダ
ン
ト
ン
は
孤
立
し
、
ロ
ベ
ス

ピ
エ
ー
ル
と
は
げ
し
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
潔
癖
（
け
っ
ぺ
き
）
さ
と
猜
疑
心
の
結
果
、
彼
は

ダ
ン
ト
ン
処
刑
に
ふ
み
切
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
イ
ダ
監
督
の
映
画
「
ダ
ン
ト
ン
」
を
思
い
出
し
ま
す
。

ス
パ
イ
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
結
末
で
す
。

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
科
学
者
の
運
命
は
き
ま
っ

た
も
同
様
で
す
。
彼
は
ス
パ
イ
と
疑
わ
れ
た
人
間
を
救
お
う
と
し
て
逆
に
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そ
の
つ
ぎ
の
「
七
月
十
四
日
」
(
-
九

0
二
年
）
は
革
命
の
始
ま
り
の
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
牢
獄
内
の
話
で
す
。

七
月
十
四
日
は
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
か
を
扱
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
牢
獄
を
守
っ
た
側
の
人
間
の
口
を
借
り
て
民
衆

と
い
う
の
は
時
と
し
て
ひ
ど
く
野
蛮
に
な
る
も
の
だ
。
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
歴
史
の
遠
い
昔
か
ら
続
く
も
の
で
、
人
間
に
と
っ
て
避
け

が
た
い
も
の
だ
が
、
無
条
件
に
肯
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
一
種
、
覚
め
た
目
で
民
衆
の
動
き
を
見
て
い
る
点
が
印
象
的
で
す
。

つ
ぎ
は
「
愛
と
死
の
戯
れ
」
(
-
九
二
五
年
）
、
日
本
語
訳
の
戯
れ
と
い
う
の
は
、
遊
び
戯
れ
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
ジ
ュ
ウ

と
い
う
原
語
は
賭
け
と
い
う
意
味
と
、
せ
め
ぎ
あ
い
、
愛
が
勝
つ
か
、
死
が
勝
つ
か
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
扱
っ
た
戯
曲
の
な
か
で
ロ
ラ
ン
が
一
番
力
を
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
今
読
ん
で
も
面
白
い
も
の
で
す
。

主
人
公
は
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
ド
・
ク
ー
ル
ヴ
ォ
ワ
ジ
ェ
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
な
か
の
コ
ン
ド
ル
セ
と
い
う
人
物
。
彼
は
貴
族
で
学
者
、
経

済
学
者
で
あ
っ
て
数
学
者
で
、
し
か
も
政
治
に
関
わ
っ
た
人
で
す
が
、
そ
の
コ
ン
ド
ル
セ
を
大
体
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
が
、
も
う
ひ
と
り

は
ラ
ポ
ワ
ジ
エ
と
い
う
有
名
な
化
学
者
で
、
物
の
燃
焼
や
、
動
物
の
呼
吸
に
お
い
て
は
た
す
酸
素
の
役
割
を
発
見
し
、
液
体
、
気
体
、
固

休
の
区
別
を
確
立
し
、
ま
た
熱
量
の
測
定
を
初
め
て
し
た
人
で
、
近
代
化
学
の
基
礎
を
樹
立
し
た
人
で
す
が
、
そ
の
人
物
を
も
念
頭
に
お

い
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
、

ラ
ボ
ワ
ジ
エ
の
職
業
は
徴
税
請
負
人
と
い
う
も
の
で
し
た
。
父
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ど
う

い
う
仕
事
か
と
い
う
と
、
税
金
は
政
府
が
直
接
と
る
と
い
う
の
で
な
く
、
税
金
を
請
負
わ
す
、
つ
ま
り
間
接
税
の
徴
集
を
引
き
受
け
る
職

業
の
人
間
が
い
た
の
で
す
。
政
府
か
ら
安
く
引
受
け
、
国
民
か
ら
高
く
消
費
税
を
取
る
か
ら
評
判
は
大
変
悪
く
、
革
命
が
急
進
化
し
た
時

点
で
、
容
赦
な
く
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ラ
ボ
ワ
ジ
ェ
を
有
罪
と
し
た
検
察
官
が
「
共
和
国
に
学
者
は
い
ら
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
は

有
名
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
の
二
人
を
念
頭
に
置
い
て
作
品
に
登
場
さ
せ
て
い
ま
す
。

コ
ン
ド
ル
セ
は
一
七
九
一
年
に
革
命
議
会
に
出
て
公
教
育
の
体
系
を
提
出
す
る
。
ジ
ロ
ン
ド
派
が
追
放
さ
れ
た
と
き
、
彼
は
ジ
ロ
ン
ド
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派
と
見
ら
れ
、
逮
捕
令
が
出
さ
れ
、
逃
げ
た
先
の
か
く
れ
家
で
自
殺
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
単
な
る
数
学
者
で
は
な
く
、
科
学

ア
カ
デ
ミ
ー
の
書
記
と
い
う
仕
事
も
し
て
い
て
、
社
会
の
合
理
化
を
革
命
前
か
ら
考
え
て
い
た
人
物
で
す
。
「
黒
人
や
女
性
の
権
利
」
を

主
張
し
、
国
家
に
よ
る
統
制
に
反
対
し
て
自
由
化
を
推
進
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
国
王
の
存
在
に
は
反
対
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
革
命
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
件
が
起
こ
り
、
国
王
が
ひ
そ
か
に
逃
亡
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
、
外
国
と
の
通
謀
も

明
ら
か
に
な
り
、
彼
は
君
主
政
に
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
七
九
二
年
末
か
ら
九
三
年
に
か
け
て
＂
国
王
裁
判
“
つ
ま
り
逃
亡

を
は
か
り
、
外
国
と
通
じ
て
い
た
国
王
を
ど
う
処
置
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
国
会
議
員
の
一
人
一
人
が
壇
上
に
上
が
り
「
国
王
は
有
罪
」

あ
る
い
は
「
有
罪
で
あ
る
が
執
行
猶
予
付
き
」
「
議
会
が
国
王
の
裁
判
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
か
様
々
な
立
場
が
表
明
さ
れ
ま

し
た
。
結
論
的
に
は
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
主
張
し
た
「
国
王
を
直
ち
に
処
刑
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ジ
ロ
ン
ド
派
は
国
王
の

有
罪
は
認
め
ま
す
が
、
執
行
猶
予
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
敗
北
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
死
刑
制
度
そ
の

も
の
へ
の
反
対
を
唱
え
ま
す
。
国
王
だ
け
で
な
く
、
人
間
を
死
刑
に
す
る
よ
う
な
残
酷
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
議
会
は
先
ず
、
死
刑

を
廃
止
す
る
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
、
そ
の
後
国
王
を
ど
う
す
る
か
を
裁
判
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
完
全
に
孤
立
し
て
し
ま
う
。
彼
の
男

女
同
権
論
も
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

コ
ン
ド
ル
セ
は
ジ
ロ
ン
ド
派
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
党
派
に
組
し
な
い
こ
と
を
方
針
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
ジ
ロ
ン
ド
派
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
な
か
っ
た
。
私
を
ジ
ロ
ン
ド
派
と
み
て
追
放
す
る
な
ら
止
む
を
え
な
い
。
そ
れ
に
は
相
手
方
に
も
理
由
が
あ
る
と

す
る
態
度
を
と
り
ま
す
。
そ
し
て
逮
捕
令
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
コ
ン
ド
ル
セ
に
親
近
感
を
持
っ
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
ま
す
。
ド
ラ
マ
は
ジ
ェ
ロ
ー

ム
と
い
う
知
識
人
1
1
科
学
者
の
遭
遇
し
た
苦
悩
、
妻
の
ソ
フ
ィ
ー
と
そ
の
若
い
恋
人
を
助
け
よ
う
と
し
て
逃
亡
を
す
す
め
る
ジ
ェ
ロ
ー
ム
、

夫
へ
の
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
ソ
フ
ィ
ー
な
ど
の
せ
っ
ば
詰
ま
っ
た
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
知
識
人
は
政
治
闘
争
の
中
で
は
勝
利
し

な
い
。
敗
北
が
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
す
。
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「
花
の
復
活
祭
」
(-
九
二
六
年
）
は
対
象
年
は
一
七
七
四
年
で
、
一
番
古
い
時
期
、
革
命
十
五
年
前
の
情
況
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

劇
で
は
貴
族
が
舞
台
に
登
場
、

貴
族
の
兄
弟
が
互
い
に
財
産
の
相
続
を
争
う
。
そ
こ
に
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
が
登
場
し
ま
す
。

彼
は
ま
だ
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
最
晩
年
で
す
。
「
人
間
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
エ
ゴ
の
塊
だ
」
と
ぶ
つ
ぶ
つ
呟
き
な
が
ら
ど
こ
と
な
く
帰
っ

て
ゆ
き
ま
す
。
「
花
の
復
活
祭
」
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
劇
の
本
論
に
対
す
る
序
論
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
は

一
九
二
八
年
の
「
獅
子
座
の
流
星
群
」
で
対
象
年
は
一
八
九
七
年
で
す
。
革
命
は
一
七
九
九
年
に
終
わ
り
ま
す
の
で
最
後
の
と

き
で
す
。
舞
台
は
ジ
ュ
ラ
山
脈
の
山
裾
の
山
荘
で
、
か
っ
て
の
貴
族
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
で
活
躍
し
て
い
た
者
が
、
両
者
と
も
失
意
の
気
持

ち
で
出
会
う
と
い
う
設
定
で
す
。
ジ
ュ
ラ
山
脈
の
向
こ
う
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
革
命
が
事
実
上
終
っ
て
、
貴
族
も
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
も
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
残
っ
た
の
は
何
か
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
貴
族
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
嫌
い
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
反

対
で
し
た
。
こ
の
戯
曲
は
そ
の
軍
隊
を
情
況
的
に
描
い
て
い
る
だ
け
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
残
し
た
も
の
は
何
か
。

貴
族
制
度
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
は
打
倒
さ
れ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
域
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

で
も
ド
イ
ツ
で
も
そ
れ
は
厳
然
と
生
き
延
び
ま
し
た
。

結
局
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
存
在
す
る
、
将
来
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
の
中
で
激
し
く
対

立
し
た
だ
け
の
こ
と
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
こ
の
先
何
か
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
軍
事
的
栄
光
と
い
う
こ
と
だ
と

い
う
こ
と
が
賠
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
終
っ
た
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
な
か
で
、
何
が
残
っ
た
か
を
考
え
た
物
淋

し
い
感
じ
を
誘
う
も
の
で
す
。

最
後
に
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」
が
あ
り
ま
す
が
、
作
品
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
。
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た

一九――

10年
代
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
人
民
戦
線
、
あ
る
い
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
反
対
と
い
う
声
が
強
く
な
っ
て
き
た
時
代
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

を
研
究
し
て
い
る
人
の
中
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
こ
れ
ま
で
は
ジ
ロ
ン
ド
派
、
ダ
ン
ト
ン
ぐ
ら
い
ま
で
を
評
価
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
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っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
主
人
公
に
戯
曲
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
ロ
ラ
ン
は
必
ず
し
も
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル

賛
美
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
ロ
ベ
ス
ビ
エ
ー
ル
が
ど
う
し
て
失
脚
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
反
対
派
が
ど
の
よ
う
に
策
謀
を
め
ぐ
ら
せ

た
か
に
力
点
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ロ
ラ
ン
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
「
革
命
の
最
大
の
人
物
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
虚
栄

心
や
同
僚
へ
の
猜
疑
心
な
ど
を
没
落
の
原
因
と
し
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。
結
局
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」
は
明
確
な
印
象
を
あ
た
え
ず
に
終

ロ
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
劇
の
な
か
で
多
い
対
象
年
は

一
七
九
三
年
＼
九
四
年
で
、
国
王
が
処
刑
さ
れ
た
り
、
ジ
ロ
ン
ド
派
が
追
放
さ

れ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
め
ぐ
る
列
強
の
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
の
力
関
係
が
緊
迫
し
た
時
代
で
す
。
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」
を

描
く
こ
と
で
ロ
ラ
ン
は
自
分
の
生
き
た
時
代
に
革
命
劇
を
つ
な
ご
う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
の
印
象

で
は
「
愛
と
死
の
戯
れ
」
「
狼
」
「
ダ
ン
ト
ン
」
な
ど
の
ほ
う
が
含
蓄
が
深
い
、
そ
う
い
う
感
じ
で
す
。

ピ
エ
ー
ル
で
し
た
。

し
、
や
は
り
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
い
な
け
れ
ば
、
あ
そ
こ
ま
で
徹
底
し
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
コ
バ
ン
の
力
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
守
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
い
う
考
え
が
出
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
ダ
ン
ト
ン
び
い
き
の
オ
ー
ラ
ル
と
い
う
代
表
的
な
学
者
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の

学
説
に
反
対
し
た
マ
テ
ィ
エ
と
い
う
人
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
派
で
、

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
こ
そ
は
現
代
の
ロ
シ
ア
の
レ
ー
ニ
ン
な
ど
の
革
命

こ
れ
ら
の
風
潮
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
守
り
人
民
戦
線
を
つ
く
る
と
い
う
運
動
が
結
び
つ
い
て
、

ロ
ラ
ン
も
ま
た
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」

と
い
う
戯
曲
を
書
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
冒
険
で
し
た
。
ロ
ラ
ン
が
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
ジ
ロ
ン
ド
派
と
か
コ
ン
ド
ル
セ
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
合
理
主
義

と
か
科
学
主
義
、
歴
史
の
進
歩
観
、
あ
る
い
は
リ
バ
ラ
リ
ズ
ム
を
打
ち
倒
し
た
の
が
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
で
あ
り
、
そ
の
中
心
人
物
が
ロ
ベ
ス

派
に
相
当
す
る
の
だ
と
説
い
て
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
ま
し
た
。

（
京
都
市
生
涯
学
習
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長
・
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
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文
学
・
芸
術
と
科
学
と
は
全
く
隔
絶
し
た
世
界
の
も
の
と
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
も
当
然
で
、
前
者
は
心
と
情
の
領
域
に
か
か
わ

り
、
後
者
は
理
の
領
域
に
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
人
間
と
い
う
存
在
が
創
造
し
、
は
ぐ
く
ん
で
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で

あ
る
。
表
面
的
に
は
い
か
に
別
世
界
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
営
む
人
間
に
と
っ
て
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
交
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
が
、
私
の
青
少
年
の
時
期
に
お
い
て
い
か
ば
か
り
の
感
銘
を
与
え
た
か
は
、
今
も
私
の
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
ト
の

な
か
に
明
ら
か
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
私
が
科
学
と
い
う
よ
う
な
道
へ
な
ん
と
な
く
入
っ
て
き
た
こ
と
に
、
い
く
ば
く
か
の
影
響
を
も

っ
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
個
人
」
の
歴
史
の
お
は
な
し
に
過
ぎ
な
い
。
公
に
語
り
、
書
く
よ
う
な
類
の
こ

と
で
な
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
私
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
の
な
か
に
科
学
と
の
交
流
を
指
摘
で
き
る
よ
う
な
事
項
を
発
見
し
て
い
な

い
し
、
ま
た
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
科
学
者
と
交
流
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
知
ら
な
い
。
職
業
的
科
学
人
と
し
て
、
公
に
述
べ
る
こ
と
に

は
、
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
事
実
が
必
要
で
、
個
人
の
思
い
出
だ
け
で
は
無
責
任
だ
ろ
う
。

ゲ
ー
テ
と
な
る
と
、
私
個
人
の
思
い
出
で
は
な
く
、
「
私
の
科
学
」
に
今
に
至
る
ま
で
深
く
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
生
物
学

者
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
当
た
り
前
の
こ
と
、
と
い
え
そ
う
だ
が
、
実
は
、
交
流
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
生
物
学
者
ゲ
ー
テ

に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
て
の
交
流
だ
、
と
え
ら
そ
う
に
い
え
る
。

「
ゲ
ー
テ
か
ら
遺
伝
子
へ
」
と
い
う
の
は
、
私
の
大
い
に
気
に
入
っ
て
い
る
、
講
演
や
書
き
も
の
の
タ
イ
ト
ル
の
ー
つ
な
の
だ
が
、
こ

．． 
私
の
科
学
と
ゲ
ー
テ

岡

田

節

人
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逆
に
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
る
も
の
へ
の
関
心
が
、
あ
ま
り
に
も
個
々
の
技
術
面
に
走
り
、
そ
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
何
た
る
か
の
本

質
の
考
究
を
、
全
く
怠
っ
て
い
る
こ
と
今
日
、
ゲ
ー
テ
ま
で
遡
っ
て
そ
の
魂
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

ゲ
ー
テ
と
「
私
の
科
学
」
と
の
交
流
は
、
こ
れ
に
止
ら
な
い
。
も
し
、
御
関
心
の
あ
る
方
が
お
い
で
に
な
る
な
ら
、
近
刊
の
拙
著
「
生

命
体
の
科
学
—
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
文
化
」
（
人
文
書
院
）
の
な
か
の
「
ゲ
ー
テ
か
ら
遺
伝
子
ま
で
」
と
冠
し
た
一
章
を
参
考
頂
き
た
い
。

の
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る
。

れ
は
誠
に
矛
盾
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ゲ
ー
テ
の
生
物
学
の
理
念
は
、
い
わ
ば
全
体
的
有
機
説
な
の
で
あ
っ
て
‘
|
．
簡

単
に
比
喩
す
る
と
、
一
本
一
本
の
木
を
ど
れ
程
詳
し
く
調
べ
て
森
の
な
ん
た
る
や
は
わ
か
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
|
•
そ
こ
に
は
遺
伝

子
と
い
う
考
え
な
ど
全
く
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
遺
伝
子
は
生
物
の
究
極
の
個
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
生
き
も
の
の
理
解
こ
そ
が

近
代
生
物
学
の
確
固
た
る
主
潮
な
の
だ
か
ら
。
に
も
拘
ら
ず
、
宇
宙
の
如
く
巨
大
な
ゲ
ー
テ
は
、
今
日
の
生
命
•
生
物
科
学
の
フ
ロ
ン
ト

を
端
的
に
語
っ
て
さ
え
い
る
。

ゲ
ー
テ
が
錬
金
術
に
、

一
方
な
ら
ぬ
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
関
心
は
ガ
ラ
ス
器
の
な
か
で
、
人
造
人

間
を
つ
く
る
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
第
二
部
の
場
面
で
結
実
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
だ
。

な
に
も
、
現
在
の
生
命
•
生
物
科
学
が
人
間
は
お
ろ
か
、
ミ
ミ
ズ
の
一
匹
を
つ
く
り
だ
す
、
な
ん
て
目
標
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
な
し
、

ま
た
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
も
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ー
テ
が
こ
こ
で
「
操
作
」
と
呼
ん
で
人
造
人
間
づ
く
り
を
語
っ
て
い
る
プ
ロ
セ

ス
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
（
い
う
ま
で
も
な
い
が
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
は
な
い
）
は
、
現
在
、
人
呼
ん
で
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
称
す
る
も

（
生
命
誌
研
究
館
館
長
・
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
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す
。

ロ
ラ
ン
と
ド
イ
ツ
音
楽

初
め
に
言
い
訳
じ
み
た
こ
と
を
申
し
て
お
き
ま
す
と
、
私
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
「
小
説
の
」
読
者
と
し
て
は
ま
っ
た
く
の
落
第
生
で

あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
私
が
高
校
の

一
年
だ
っ
た
時
の
夏
休
み
の
読
書
課
題
に
〈
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
〉
が
出
た
の
で
す
が
、
ろ
く
に

読
み
も
し
な
い
で
、

参
考
書
に
の
っ
て
い
る
粗
筋
だ
け
を
見
て
感
想
文
を
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
正
直
申
し
上
げ
ま
す
と
、
私

は
現
在
に
至
る
ま
で
、
ロ
ラ
ン
の
作
品
の
熱
狂
的
な
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
有
難
い
こ
と
に
、
皆
さ
ん
も
ご

存
じ
で
し
ょ
う
が
、
ロ
ラ
ン
は
も
と
も
と
小
説
や
芝
居
を
書
き
始
め
る
前
は
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
オ
ペ
ラ
研
究
で
博
士
号
ま
で
と
っ
た
音

楽
学
者
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
音
楽
学
者
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
の
ロ
ラ
ン
の
創
作
活
動
す
べ
て
の
出
発
点
に
な

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
、
小
説
家
と
し
て
の
ロ
ラ
ン
で
は
な
く
、
音
楽
学
者
と
し
て
の
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
で

あ
れ
ば
、
恐
ら
く
私
に
も
何
か
新
し
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
本
日
の
講
演
を
お
引
受
け
し
た
次
第
で
あ
り
ま

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
「
ド
イ
ツ
」
音
楽

さ
て
、
「
音
楽
学
者
と
し
て
の
ロ
ラ
ン
」
を
考
え
る
と
き
、
絶
対
に
見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
前
提
と
言
い
ま
す
か
、
予
備
知
識
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
音
楽
と
、

ロ
マ
ン

フ
ラ
ン
ス
音
楽
と
が
、
ど
れ
だ
け
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
で

岡

田

暁

生
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あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
政
治
的
に
も
仲
が
よ
か
っ
た
た
め
し
が
な
い
わ
け
で
す
が
、
音
楽
的
に
も
ド
イ
ツ
音
楽

と
フ
ラ
ン
ス
音
楽
と
は
水
と
油
で
あ
っ
て
、
絶
え
ず
い
が
み
あ
い
を
繰
り
返
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
ず
ド
イ
ツ
の
側
を
見
て
み
ま
す
と
、
ド
イ
ツ
人
が
音
楽
の
中
に
求
め
た
の
は
、
哲
学
や
文
学
に
も
肩
を
並
べ
る
よ
う
な
思
想
性
で
あ

り
、
深
い
内
面
性
で
あ
り
、
巨
大
な
構
築
力
で
し
た
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
人
の
こ
う
し
た
音
楽
観
を
象
徴
す
る
の
が
、
交
響
曲
や
弦
楽
四
重

奏
や
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
と
い
っ
た
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
純
粋
器
楽
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
「
交
響

曲
」
と
い
う
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
で
す
が
、
決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
て
の
国
で
交
響
曲
が
作
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
で
は
ま
っ
た
く
交
響
曲
は
作
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
事
情
は
大
同
小
異
で
し
た
。

要
す
る
に
交
響
曲
と
か
弦
楽
四
重
奏
と
か
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
と
言
う
の
は
、
専
ら
「
ド
イ
ツ
の
」
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し

て
ド
イ
ツ
人
達
が
こ
の
交
響
曲
や
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
誇
り
と
い
う
の
は
大
変
な
も
の
で
し

て
、
例
え
ば
彼
ら
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
〈
第
九
交
響
曲
〉
や
マ
ー
ラ
ー
の
〈
一
千
人
の
交
響
曲
〉
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
、
誇
ら
し
げ
に

「世
界
観
音
楽
」
と
か
「
哲
学
音
楽
」
と
か
「
形
而
上
音
楽
」
と
い
っ
た
風
に
形
容
し
ま
す
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
彼
ら
の
音
楽
の
考

え
方
が
は
っ
き
り
表
れ
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
音
楽
は
「
た
だ
の
娯
楽
で
は
な
く
、
哲
学
で
あ
り
思
想
な
ん
だ
」

で
は
次
に
フ
ラ
ン
ス
の
側
を
見
ま
す
と
、
彼
ら
の
音
楽
観
は
ド
イ
ツ
人
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
し
て
、
「
音
楽
は
楽
し
け
れ
ば
そ
れ

で
い
い
」
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
な
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
ジ
ャ
ン
ル
的
に
言
い
ま
す
と
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン

ス
で
最
も
人
気
が
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
は
何
と
言
っ
て
も
オ
ペ
ラ
で
し
た
。
そ
し
て
「
オ
ペ
ラ
」
と
言
い
ま
し
て
も
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス

の
オ
ペ
ラ
は
、
例
え
ば
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
オ
ペ
ラ
の
よ
う
な
深
い
芸
術
性
を
備
え
た
も
の
で
は
な
く
て
、

音
楽
を
使

っ
た
大
が
か
り
な
シ
ョ
ー
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
て
下
さ
い
。
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
オ
ペ
ラ
に
は
、

マ
イ
ヤ
ベ
ー
ア
の
〈
鬼
の
ロ
ベ
ー
ル
〉
あ
る
い
は
〈
予
言
者
〉
、
ア
レ
ヴ
ィ
の
〈
ユ
ダ
ヤ
の
女
〉
、
グ
ノ
ー
の
〈
フ
ァ
ウ
ス
ト
〉
な
ど
が
あ

と
い
う
わ
け
で
す
。
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育
っ

た
わ
け
で
す
。

り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
現
在
で
は
ま
っ
た
く
上
演
さ
れ
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
は
十
九
世
紀
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
よ
う
な

も
の
で
、

楽
保
な
衣
装
や
舞
台
装
置
、
パ
レ
エ
、
機
械
仕
掛
を
使
っ

た
ス

ペ
ク
タ
ク
ル
に
よ
っ
て
お
客
を
一
晩
楽
し
ま
せ
れ
ば
そ
れ
で
い

い
と
い
う
、
純
然
た
る
娯
楽
作
品
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
聴
衆
の
音
楽
趣
味
と

い
う
も
の
は
、
非
常
に
軽
薄
な
も
の
で
、
従
っ
て
交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
や

ソ
ナ
タ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
起
源
の
「
難
し
い
」
音
楽
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
ま
っ
た
く
一
般
受
け
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン

ス
に
も
、
交
押
血
や
弦
楽
四
重
奏
や
ソ
ナ
タ
に
ト
ラ
イ
し
よ
う
と
し
た
作
曲
家
が
全
然
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
一
八

七
0
年
あ
た
り
を
境
に
、

フ
ラ
ン
ス

に
も
、
た
だ
の
娯
楽
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
深
い
思
想
性
を
備
え
た
音
楽
の
伝
統
を
築
こ
う
、

と
い
う
運
動
が
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。
深
い
思
想
を
持
つ
音
楽
と
は
つ
ま
り
、
交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
や
ソ
ナ
タ
の
よ
う
な
純
粋
器
楽
曲

の
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
運
動
の
代
表
は
セ
ザ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
、
サ
ン
・
サ
ー
ン
ス
、
シ
ョ
ー
ソ
ン
、
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
ダ
ン
デ
ィ
と
い

っ
た
作
皿
家
で
あ
り
ま
し
て
、
彼
ら
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
り
な
が
ら
、
交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
や
ソ
ナ
タ
と
い
っ
た
重
厚
な
器
楽
曲
を
多
-

く
作
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

フ
ラ
ン
ス

で
は
彼
ら
の
こ
う
し
た
運
動
は
、
す
さ
ま
じ
い
反
発
に
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
「
フ
ラ
ン

ス
人
な
の
に
交
響
血
だ
の
弦
楽
四
重
奏
だ
の
ソ
ナ
タ
だ
の
、
ド
イ
ツ
人
み
た
い
な
む
さ
い
音
楽
を
書
き
や
が
っ
て
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

例
え
ば
サ
ン
・

サ
ー
ン
ス
、

〈
動
物
の
謝
肉
祭
〉
で
有
名
な
カ
ミ
ー
ュ
・
サ
ン
・
サ
ー
ン
ス
を
例
に
と
り
ま
す
と
、
彼
は
現
在
、
軽
蒲

な
フ
ラ
ン
ス
音
楽
趣
味
の
典
型
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
彼
は
、
交
響
曲
と
か
ビ
ア
ノ
協
奏
曲
と
か
ソ
ナ
タ
と
か

い
っ
た、

本
来
は
ド
イ
ツ
起
源
の
ジ
ャ
ン
ル
を
多
く
創

っ
た
せ
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
売
国
奴
よ
ば
わ
り
さ
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
フ
ラ
ン
ス

に
腰
を
落
ち
着
け
て
住
め
な
い
ほ
ど
激
し
く
非
難
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
実
際
、
彼
の
多
く
の
作
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
演
奏
し
て
も
ら
え

な
い
の
で
、
ド
イ
ツ
で
初
演
さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
の
目
か
ら
み
る
と
「
十
九
世
紀
の
軽
薄
な
フ
ラ
ン
ス
音
楽
」
の
代
表
の
よ
う
な
サ

ン
・
サ
ー
ン
ス
で
す
ら
、
「
ド
イ
ツ
か
ぶ
れ
し
た
難
し
い
音
楽
を
書
き
す
ぎ
る
」
と
攻
繋
さ
れ
る
、
そ
ん
な
時
代
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
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こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ロ
ラ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
い
か
に
異
色
の
人
物
と
い
う
か
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
だ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
が
理
解
し
て
頂
け
る
と
お
も
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
ロ
ラ
ン
は
、
熱
狂
的
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
崇
拝
者
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
音
楽
界
は
、
下
手
に
ド
イ
ツ
音
楽
を
賛
美
し
た
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
風
の
交
響
曲
を
書
い
た
り
す
る
と
、
裏
切
り

者
よ
ば
わ
り
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
様
な
時
代
に
あ
っ
て
、
ま
る
で
ド
イ
ツ
人
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
音
楽
を
擁

護
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
、
そ
れ
が
ロ
ラ
ン
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
様
に
音
楽
学
者
と
し
て
の
ロ
ラ
ン
の
功
績
は
何
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
初
め
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
の
価
値
を
広
く
認

め
さ
せ
た
点
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
音
楽
学
者
の
使
命
は
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
過
去
の
作
曲
家
（
ロ
ラ
ン
の
場
合
で
言
え

ば
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
）
を
発
掘
す
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
埋
も
れ
て
い
る
同
時

代
の
作
曲
家
を
見
つ
け
出
し
、
世
に
送
り
出
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
ロ
ラ
ン
は
、
こ
の
点
で
は
少
々
時
代
錯
誤
的
な

つ
ま
り
彼
は
音
楽
の
歴
史
が
向
か
っ
て
い
く
方
向
を
読
み
違
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る

（
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
的
な
）
人
物
で
あ
り
ま
し
た
。

ん
で
す
ね
。

十
九
世
紀
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
は
、
音
楽
の
分
野
で
は
一
方
的
に
ド
イ
ツ
に
押
さ
れ
つ
ば
な
し
で
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス

で
活
躍
し
た
大
作
曲
家
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
ら
は
す
べ
て
外
国
人
で
し
た
。
例
え
ば
ロ
ッ
シ
ー
ニ
や
ベ
ル
リ
ー

二
は
イ
タ
リ
ア
人
で
し
た
し
、
シ
ョ
パ
ン
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
リ
ス
ト
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
、
マ
イ
ヤ
ベ
ー
ア
は
ベ
ル
リ
ン
出
身
と
い
う
わ

け
で
す
。
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
偉
大
な
作
曲
家
は
ま
っ
た
く
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ラ
ン
の
世
代
、

つ
ま
り
一
八
六

0
年
代
か
ら

一
八
七

0
年
代
に
か
け
て
生
ま
れ
た
世
代
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
目
も
眩
む
よ
う
な
輝
か
し

い
才
能
を
持
っ
た
若
い
作
曲
家
が
翡
出
し
て
き
ま
す
。
そ
の
筆
頭
は
何
と
言
っ
て
も
ド
ピ
ュ
ッ
シ
ー
と
ラ
ヴ
ェ
ル
と
い
う
印
象
派
の
作
曲

11

ロ
ラ
ン
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
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家
で
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
よ
り
若
干
年
上
の
ガ
プ
リ
エ
ル
・
フ
ォ
ー
レ
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
異
端
の
作
曲
家
エ
リ
ッ
ク
・
サ

テ
ィ
が
活
躍
し
て
い
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ラ
ン
の
小
説
や
音
楽
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
は
、
フ
ォ
ー
レ
に
つ
い
て
も
ラ
ヴ

ェ
ル
に
つ
い
て
も
サ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
言
及
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ロ
ラ
ン
は
確
か
に

ド
ピ
ュ
ッ
シ
ー
の
オ
ペ
ラ
〈
ペ
レ
ア
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
〉
は
絶
賛
し
ま
し
た
が
、
ド
ピ
ュ
ッ
シ
ー
の
そ
れ
以
外
の
傑
作
の
数
々
、
〈
牧
神

の
午
後
へ
の
前
奏
曲
〉
や
交
響
曲
〈
海
〉
や
ピ
ア
ノ
の
た
め
の
〈
映
像
〉
〈
子
供
の
領
分
〉
〈
前
奏
曲
〉
と
い
っ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
ロ

ラ
ン
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
は
軽
簿
な
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
に
熱
を
あ
げ
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。
ロ
ラ
ン
が
当

時
の
フ
ラ
ン
ス
の
こ
の
様
な
軽
薄
な
音
楽
趣
味
に
失
望
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
他
な
ら
ぬ
自
分
の
御

膝
元
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
自
分
が
暮
ら
し
て
い
る
の
と
同
じ
街
パ
リ
で
、
実
は
二
十
世
紀
の
未
来
を
担
う
こ
と
に
な
る
素
晴
し
い
才
能
が
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
ま
っ
た
く
気
つ
い
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
皮
肉
だ
っ
た
こ
と
と
し
て
、
次
の
事
実
が
あ
り
ま
す
。
私
は
先
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
「
音
楽
は

思
想
や
哲
学
な
ど
な
く
て
結
構
、
音
楽
は
楽
し
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う
の
が
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
だ
っ
た
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し

て
こ
う
し
た
快
楽
的
な
態
度
が
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
軽
薄
な
音
楽
趣
味
を
助
長
し
た
こ
と
は
、
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
九
〇

0
年
前
後
に
な
る
と
、
「
音
楽
は
楽
し
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
軽
薄
な
姿
勢
の
中
か
ら
、
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
音
楽
の

美
学
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
「
交
響
曲
を
作
ろ
う
と
し
て
息
切
れ
し
た
り
す
る
の
は
、
も

う
沢
山
で
す
。
」
「
明
快
、
エ
レ
ガ
ン
ス
（
中
略
）
フ
ラ
ン
ス
音
楽
は
、
ま
ず
第
一
に
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
心
が
け
る
の
で
す
ね
。
」

「音
楽
は
謙
虚
に
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
つ
と
め
る
べ
き
で
す
。
」

こ
の
様
に
一
九

0
0年
頃
に
な
る
と
、
高
い
理
想
や
哲
学
を
振
り
回
し
た
り
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
風
の
巨
大
な
音
楽
は
、
時
代
遅
れ

に
な
り
始
め
て
い
ま
し
た
。
時
の
流
れ
は
む
し
ろ
、
エ
レ
ガ
ン
ト
で
軽
快
な
も
の
、
明
晰
で
感
覚
的
は
美
へ
と
向
か
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
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し
か
し
そ
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
ロ
ラ
ン
は
、
ひ
た
す
ら
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
ド
イ
ツ
音
楽
を
賛
美
し
て
い
ま
し
た
。
〈
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス

ト
フ
〉
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
「
お
お
、
力
！
力
！
力
の
祝
福
さ
れ
た
雷
嗚
！
（
中
略
）
そ
の
力
は
、
し
ば
し
ば
凡
庸

で
あ
り
、
粗
野
で
さ
え
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
と
い
う
の
だ
！
大
事
な
こ
と
は
、
力
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
満
々
と
流
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の
文
章
を
、
小
説
家
で
は
な
く
音
楽
学
者
の
発
言
と
し
て
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
ロ
ラ
ン
は
、

音
楽
史
の
進
む
方
向
を
見
誤
っ
た
と
断
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ー
ロ
ラ
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア

Ill.

「
光
の
交
響
曲
」

さ
て
、
私
が
常
々
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
学
者
と
い
う
か
歴
史
家
に
は
三
つ
の
使
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
第

一
の
使
命
は
、
過
去
を
発
掘
す
る
考
古
学
者
と
し
て
の
使
命
。
こ
の
分
野
で
は
ロ
ラ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
を
広

め
る
と
い
う
素
晴
し
い
仕
事
を
い
た
し
ま
し
た
。
次
に
歴
史
家
の
第
二
の
使
命
は
、
未
来
を
占
う
予
言
者
と
し
て
の
使
命
で
あ
り
ま
す
。
“

そ
し
て
残
念
な
が
ら
ロ
ラ
ン
は
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
音
楽
史
の
予
言
者
と
し
て
は
失
格
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
歴
史
家
に
は
さ
ら
に
、
第
三
の
使
命
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
代
、
現
在
と
い
う
時
代
を
診
断
す
る
医
者
と
し
て
の
使

命
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
学
者
と
い
う
か
歴
史
家
は
、
過
去
に
対
し
て
は
考
古
学
者
、
未
来
に
対
し
て
は
予
言
者
、
現
在
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
は
医
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
私
が
音
楽
学
者
と
し
て
の
ロ
ラ
ン
に
最
も
感
嘆
す
る
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
第
三
の
領
域
、
つ
ま
り
同
時
代
の
音
楽
の
診
察
家
と
し
て
の
ロ
ラ
ン
で
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
も
少
し
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
音
楽
に
つ
い
て
も
ロ
ラ
ン
の
目
は
、
専
ら
ド
イ
ツ
音
楽
に
向
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
同
時
代
の
作
曲
家
で
彼
が
最
も
崇
拝
し
て
い
た
の
は
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
で
も
ラ
ヴ
ェ
ル
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
り
ま
し
た
。
い
か
に
も
ド
イ
ツ
的
な
力
に
満
ち
た
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
巨
大
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
曲
こ
そ
、
ロ
ラ
ン
に
と

っ
て
い
わ
ば
、
二
十
世
紀
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
決
し
て
た
だ
の
ド
イ
ツ
音
楽
か
ぶ
れ



で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

つ
ま
り
彼
は
熱
烈
に
賛
美
す
る
と
同
時
に
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
中
心
と
す
る
当
時
の
ド
イ
ツ

名
梨
が
陥
っ

て
い

た
危
機
的
な
状
況
を
実
に
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ロ
ラ
ン
の
言
菜
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
「
ペ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
は
う
ち
負
か
さ
れ
た
英
雄
の
勝
利
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
の
そ
れ
は
う
ち
負
か
す
英
雄
の
敗
北
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
非
常
に
含
蓄
の
深
い
言
葉
で
す
。
例
え
ば
ベ

ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
の
交
響
曲
の
第

三
番

〈
英
雄
〉

を
思

い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
e

こ
の
作
品
の
二
楽
章
は
、
ご
存
じ
の
通
り
、
葬
送
行
進
曲
で
す
。

つ
ま
り
作
品
の
主
人
公

で
あ
る
英
雄
は、

一
度
「
う
ち
負
か
さ
れ
る
。
」
し
か
し
第
三
楽
章
で
再
び
英
雄
は
酢
っ
て
、
そ
し
て
作
品
は
第
四
楽
章
で
輝
か
し
い

勝

利
に
転
じ
て
終
わ
り
ま
す
。
第
五
楽
章

〈
迎
命
〉
も
同
様
で
す
。
こ
の
作
品
は
い
わ
ば
「
う
ち
負
か
さ
れ
た
英
雄
」
の
絶
望
と
苦
悩
と
と

も
に
始
ま
り
ま
す
が
、
フ

ィ
ナ
ー
レ

で
音
楽
は
光
と
勝
利
に
転
じ
て
終
わ
り
ま
す
。
〈
第
九
〉
交
特
曲
、
混
沌
と
し
た
閤
の
中
か
ら
始
ま

り
歓
ぴ
の
歌
で
終
わ
る

〈
第
九
〉
交
押
間
も
同
様
で
す
。

．

そ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
作
品
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

の
交
評
曲
の
正
反
対
で
す
。
ま

ず
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
曲
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
し
に
、
聴
き
手
を
力
ず
く
で
ね
じ
伏
せ
る
よ
う
な
大
音
巌
で
も
っ
て
始
ま
り

ま
す
。
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
は
、
ロ
ラ
ン

流
に
言
え
ば
、
最
初
の
一
繋
で
聴
き
手
を
「
う
ち
負
か
す
」
天
才
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
ベ

ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
と
は
対
照
的
に
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
曲
は
決
し
て
歓
び
と
勝
利
で
も
っ
て
終
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
言

い

ま
す
と
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
作
品
が
力
強
い
フ
ォ
ル
テ
ィ
ッ
シ

モ
で
終
わ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
何
や
ら
ぼ
そ
ぽ
そ
低
い
声
で
呟
く
よ

う
に

「
尻
す
ぼ
み
」

に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
こ
れ
が
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
要
す
る
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
曲

は
、
作
品
の
冒
頭
で
聴
き
手
を
「
う
ち
負
か
し
た
英
雄
」
の
、
「
敗
北
」
で
終
わ
る
の
が
パ
タ
ー
ン
な
わ
け
で
す
。

ロ
ラ
ン

が
憧
れ
た
の
は
力
の
音
楽
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
は
暴
力
的
な
力
の
音
楽
で
は
な
く
、
光
に
満
た
さ
れ
た
肯
定
的
な
力

の
音
楽
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
結
局
ロ
ラ
ン
は
、
こ
う
し
た
力
を
、
同
時
代
の
ど
の
音
楽
の
中
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
音
楽
は
確
か
に
、
光
に
満
た
さ
れ
て
は
い
ま
し
た
が
、
力
に
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
初
め
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と
す
る
同
時
代
の
ド
イ
ツ
音
楽
は
、
確
か
に
力
に
満
ち
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
暗
い
暴
力
的
な
も
の
に
傾
こ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
恐
ら

く
ロ
ラ
ン
が
夢
み
て
い
た
よ
う
な
音
楽
は
、
一
九

0
0年
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
自
分
の
夢
み
る
音
楽
が
、
現
実
に
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ロ
ラ
ン
は
〈
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
〉
と
い
う
小

説
の
形
で
、
自
分
で
理
想
の
交
響
曲
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
私
は
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

さ
て
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
ご
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
レ
ク

チ
ャ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
す
る
に
当
た
り
ま
し
て
、
私
と
小
坂
さ
ん
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
ロ
ラ
ン
と
音

楽
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
ば
か
り
を
演
奏
す
る
の
で
は
芸
が
な
さ
す
ぎ
る
、
何
か
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
的
な
音
楽
の

理
想
、
い
わ
ば
「
光
に
満
ち
た
力
の
交
響
曲
」
と
も
言
う
べ
き
理
念
を
ロ
ラ
ン
と
共
有
す
る
よ
う
な
、
ロ
ラ
ン
の
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の

音
楽
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
考
え
て
運
び
ま
し
た
の
が
、
本
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
後
半
に
演
奏
さ
れ
ま
す
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
カ
の
ピ
ア

ノ
・
ソ
ナ
タ
で
あ
り
ま
す
。

デ
ュ
カ
は
ド
ピ
ュ
ッ
シ
ー
と
も
同
級
生
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
で
、
一
八
六
五
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
ロ
ラ
ン
と
ほ
と
ん
ど
同
い
年

の
人
物
で
す
け
れ
ど
も
、
二
人
の
間
に
は
多
く
の
精
神
的
な
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
デ
ュ
カ
は
、
ロ
ラ
ン
と
同
じ
く
、
フ
ラ

ン
ス
人
で
あ
り
な
が
ら
熱
狂
的
な
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
崇
拝
者
で
し
た
。
ま
た
第
二
に
、
デ
ュ
カ
の
こ
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
は
、
ロ
ラ
ン
が

最
初
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
伝
記
を
書
い
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
、
一
九

0
一
年
に
初
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
こ
の
作
品
は
、
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
（
と
り
わ
け
第
二
九
番
の
〈
ハ
ン
マ
ー
・
ク
ラ
ヴ
ィ
ー
ア
〉
）
を
モ
デ
ル
に
し
て
創
ら
れ
た
作
品
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ロ
ラ
ン
が
小
説
〈
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
〉
を
、
ま
さ
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
的
な
精
神
と
理
念
に
啓
発
さ
れ
て
書
い

た
の
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
事
情
だ
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

私
と
小
坂
さ
ん
が
本
日
の
メ
イ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
こ
の
デ
ュ
カ
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
を
選
び
ま
し
た
の
は
、
例
え
ば
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ

*
＊
*
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ン
が
小
説
の
中
で
こ
の
作
品
に
触
れ
て
い
る
と
い
っ
た
表
面
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
重
要
な
の
は
む
し
ろ
、

ロ
ラ
ン

と
デ
ュ

カ
の
作
品
の
間
の
、
粘
神
的
な
共
通
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
デ
ュ
カ
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
は
演
奏
に
五
十
分
近
く
か
か
る
、
ピ
ア

ニ
ス
ト
に
と

っ
て
は
ま
さ
に
拷
問
の
よ
う
な
、
極
度
に
難
し
い
曲
で
す
が
、
こ
う
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
巨
大
さ
の
点
で
こ
の
作
品
は
、

何
か
ジ
ャ
ン

・
ク
リ
ス
ト
フ
的
精
神
を
共
有
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
お
手
元
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
粛
き
ま
し
た
が
、
実
際
こ
の

曲
に
は
、
ど
こ
と
な
く

〈
ジ
ャ
ン

・
ク
リ
ス
ト
フ
〉
の
筋
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
性
格
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
こ
の
デ
ュ
カ
の
ピ
ア

ノ
・
ソ
ナ
タ
は
、
ロ
ラ
ン
の
〈
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
〉
と
同
じ
く
、
一
九

0
0年
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ド
イ
ツ
に
捧
げ
ら
れ
た
、
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
的
粕
神
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（神
戸
大
学
助
教
授
）
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と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

先
日
、
私
は
一
友
人
か
ら
の
手
紙
を
も
ら
い
ま
し
た
が
、
ま
ず
そ
れ
を
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
昭
和
十
八
年
、
新
聞
に
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
死
去
」
と
い
う
ド
イ
ツ
軍
（
あ
る
い
は
ナ
チ
）
の
発
表
が
載
っ
て
、
ひ
ど
く
悲
し
ん
だ

の
で
す
が
、
そ
の
後
、
そ
の
発
表
は
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
対
す
る
ナ
チ
ス
の
謀
略
発
表
で
あ
っ
た
と
い
う
五
、
六
行
の
記
事
が

載
っ
て
ほ
っ
と
し
た
も
の
で
し
た
。
私
ど
も
の
徴
兵
を
ひ
か
え
た
夏
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
の
思
い
を
手
帖
に
ひ
か
え
て

お
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
二
つ
の
新
聞
報
道
の
日
時
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
…
…
そ
の
思
い
の
控
え
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
死
ん
だ
と
い
う
ド
イ
ツ
軍
の
発
表
が
あ
っ
て
、

心
が
重
い
日
が
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
が
。

ん

僅
か
な
る
新
聞
記
事
に
心
和
ぎ
ぬ
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
生
き
て
を
り
と
ふ
」

私
は
ぴ
っ
く
り
い
た
し
ま
し
て
、
早
速
、
朝
日
新
聞
の
縮
刷
版
で
し
ら
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
た
し
か
に
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
十
八
年
(
-
九
四
三
）
十
月
二
十
日
の
記
事
。

ロ
マ
ン

ロ
ラ
ン
と
日
本
人
た
ち

ー
影
響
の
一
例
と
し
て
|
—

(
1
)
 

小

尾

俊

人
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見
出
し
に
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
逝
く
」

本
文
「
ヴ
ィ
シ
ー
十
九
日
発
同
盟
、
パ
リ
来
電
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
豪
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
氏
は
十
八
日
パ
リ
で
死
去
し
た
。
享

年
七
十
七
。
代
表
作
は
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
で
一
九
一
三
年
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
劇
作
と
評
論
に
も
著
作
が
多
い
。
」

そ
の
十
二
日
後
の
記
事
。
十
一
月
二
日
で
す
が
、

見
出
し
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
健
在
」

「
ベ
ル
リ
ン
特
電
一
日
発
。
仏
文
豪
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
先
般
死
亡
し
た
と
報
ぜ
ら
れ
た
が
、
デ
ー
・
エ
ヌ
・
ベ
ー
通
信
は
一
日
に
至

っ
て
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
ま
だ
生
き
て
い
る
」
と
報
じ
、
先
月
十
八
日
彼
が
死
ん
だ
と
い
わ
れ
た
の
は
ロ
イ
タ
ー
通
信
が
悪
意
に
基

づ
く
虚
報
を
放
っ
た
も
の
だ
と
素
ッ
破
抜
い
た
。
デ
ー
・
エ
ヌ
・
ベ
ー
に
よ
る
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
今
な
お
パ
リ
の
サ
ン
・
エ
テ
ィ

ア
ン
街
で
暮
ら
し
て
い
る
と
」

そ
し
て
、
こ
の
記
事
の
の
ち
に
、
私
の
友
人
で
あ
る
人
の
先
ほ
ど
の
和
歌
は
詠
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
僅
か
な
る
新
聞
記
事
に
心
和
ぎ
ぬ
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
生
き
て
を
り
と
ふ
」

こ
の
友
人
に
と
っ
て
、
ロ
ラ
ン
逝
去
の
記
事
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
学
徒
出
陣
、
よ
く
テ
レ
ピ
に
出
て
ま
い
り
ま
す
雨
の
な
か
の
明
治
神

宮
外
苑
、
あ
の
出
陣
学
徒
送
別
会
の
前
日
に
目
に
入
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
平
和
と
人
間
性
の
使
徒
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
ロ
ラ
ン
の
死

と
、
戦
争
に
出
て
ゆ
く
自
己
の
運
命
の
不
安
と
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
強
烈
な
印
象
が
、
十
二
日
後
に
誤
報
と
わ
か

っ
て
、
ほ
っ
と
す
る
と
い
う
、
そ
れ
が
一
首
の
歌
と
し
て
結
晶
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
翌
年
一
月
三
日
の
新
聞
に
、

「
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
死
去
」
と
見
出
し
で
、
顔
写
真
も
出
て
お
り
ま
す
が
、

「
リ
ス
ポ
ン
一
日
発
同
盟
、
パ
リ
来
電
1
1

フ
ラ
ン
ス
が
生
ん
だ
世
界
的
文
豪
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
北
フ
ラ
ン
ス
の
ヨ
ン
ヌ
州
ヴ
ェ
ズ
レ
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で
す
。

イ
で
三
十
日
死
去
し
た
。
享
年
七
十
九
。
ロ
ー
ラ
ン
は
一
九
一
六
年
小
説
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
に
よ
っ
て
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
授

与
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ガ
ン
ジ
ー
等
の
伝
記
多
く
、
平
和
主
義
論
策
に
よ
っ
て

世
界
的
に
知
ら
れ
て
い
た
。
前
大
戦
中
は
反
戦
思
想
の
廉
で
一
時
ス
イ
ス
に
亡
命
し
た
こ
と
も
あ
る
。
」

こ
れ
は
正
確
な
報
道
で
あ
り
ま
し
て
、
一
九
四
四
年
十
二
月
三
十
日
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
生
前
の

最
後
の
主
著
の
「
ペ
ギ
ー
」
の
発
行
日
も
、
同
じ
く
十
二
月
三
十
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

本
日
、
す
な
わ
ち
一
九
九
五
年
一
月
二
十
七
日
は
、
ロ
ラ
ン
没
後
五
十
年
に
二
十
八
日
を
加
え
た
日
に
あ
た
り
ま
す
。
五
十
年
記
念
の

催
し
は
昨
年
の
秋
い
ら
い
五
回
に
わ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
講
演
者
を
迎
え
、
あ
る
い
は
映
画
会
を
持
つ
な
ど
計
画
さ
れ
、

前
回
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
つ
つ
が
な
く
完
了
い
た
し
ま
し
た
。
今
夕
は
五
十
年
を
記
念
す
る
最
後
の
日
と
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
九
四
四
年
の
八
月
に
は
、
パ
リ
は
戦
争
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
翌
年
八
月
十
五
日
ま
で
続
き
ま
す
。
日

本
の
敗
戦
直
前
の
新
聞
紙
は
、
ペ
ラ
ー
枚
の
二
頁
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
食
糧
も
物
資
も
す
べ
て
底
を
衝
い
た
状
態
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う

し
た
状
態
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ロ
ラ
ン
の
記
事
が
写
真
入
り
で
新
聞
に
三
回
も
出
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
と
い
う
名
の
持
つ
印
象
力
、
影
響
力
あ
る
い
は
雰
囲
気
、
ア
ト
モ
ス
フ
ェ
ア
と
い
う
も
の
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
分
か
る
と
思

い
ま
す
。

明
治
四
十
四
年
、
一
九
―
一
年
、
ロ
ラ
ン
が
日
本
に
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
ま
し
て
、
い
ら
い
八
十
五
年
、
こ
の
あ
い
だ
に
、
五
十
名
以

上
の
方
が
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
本
や
エ
ッ
セ
ー
を
翻
訳
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
生
前
の
著
作
は
ほ
と
ん
ど
訳
さ
れ
、
た
だ
没
後
刊

行
の
も
の
の
一
部
が
未
訳
で
あ
り
ま
す
が
、
印
刷
さ
れ
た
部
数
、
読
ま
れ
た
部
数
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
統
計
的
に
知
る
こ
と
は
不
可
能

し
か
し
、
そ
の
影
響
の
範
囲
、
影
響
の
深
さ
は
、
外
国
の
著
作
家
と
し
て
は
、
比
類
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
ど

さ
て
、

＊
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大
正
二
(
-
九
一
三
）
年
の
三
月
、
欧
州
大
戦
、
第
一
次
大
戦
の
は
じ
ま
る
一
年
前
の
年
で
す
。
ヒ
ュ
ー
ザ
ン
会
機
関
誌
「
ヒ
ュ
ー
ザ

ン
」
は
、
は
じ
め
て
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
第
四
巻
「
反
抗
」
、
嵩
村
光
太
郎
の
訳
で
二
号
連
載
を
い
た
し
ま
す
。
三
月
号
の
編
集

後
記
に
高
村
は
書
い
て
お
り
ま
す
。

「
私
は
今
ク
リ
ス
ト
フ
を
訳
し
な
が
ら
激
昂
し
て
い
ま
す
。
ク
リ
ス
ト
フ
の
心
理
状
態
を
よ
く
了
解
で
き
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は

こ
れ
を
訳
す
こ
と
を
喜
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
純
フ
ラ
ン
ス
な
魂
も
私
を
踊
ら
せ
ま
す
。
二
十
二
日
」

一
般
的
に
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
日
本
の
オ
ピ
ニ
ョ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
活
躍
は
、
い
わ
ゆ
る
「
総
合
雑
誌
」
の
誌
上
で
、
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
代
表
的
選
手
と
し
て
、
中
沢
臨
川
の
名
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

（六）（五）（四）（三）（二）（一）

（一）

ん
な
形
で
、
ど
の
よ
う
な
姿
で
私
た
ち
の
世
界
と
関
係
を
持
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
六
つ
ほ
ど
の
具
体
的
な
例
を
と
お
し
て
、
観
察
し
て
み

大
正
初
期
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
紹
介
と
、
教
育
現
場
へ
の
影
響
ー
長
野
県
の
例

「
森
有
正
問
題
」
、
又
は
「
精
神
的
亡
命
」
。

片
山
訳

「愛
と
死
と
の
戯
れ
」
の
影
響
の
一
例
（
魯
迅
）
。

大
仏
次
郎
氏
（
鞍
馬
天
狗
）
の
場
合
。

渡
辺
一
夫
氏
の
場
合
。

丸
山
慎
男
氏
の
場
合
。

た
い
と
、
考
え
て
お
り
ま
す
。
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当
時
の

i

名
名
な
謹
論
家
だ
っ
た
中
沢
臨
川
は
、
当
時
三
十
五
オ
の
新
進
で
、
総
合
雑
誌
の
主
要
ラ
イ
タ
ー
だ
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
が
、

彼
は
大
正
二
年
の
十

一
月
、
「
早
稲
田
文
学
」
に

「
新
道
徳
論
」

の
エ
ッ
セ
イ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

翌
年
五
月

「中
央
公
＾
直
」
で
「
ロ
マ
ン

・
ロ
ー

ラ
ン
」
、
つ
づ
い
て
大
正
四
年
六
月
同
じ
く
中
央
公
論
の
「
現
代
文
明
を
評
し
、
当
来
の

新
文
明
を
卜
す」
、
同
じ
年
発
行
の

「
近
代
思
想
十
六
講
」
で
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
箕
勇
主
義
」
で
、
ロ
ラ
ン
を
と
り
あ
げ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
最
後
の
も
の
は
、

当
時
大
変
光
れ
た
本
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
内
藤
祉
「
ロ
マ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
と
い
う
人
」
ヶ
「
争
闘
の
芸
術
」
こ
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
ー
が
一
九

一
四
年
、
第
一
次
世
界
大

戦
の
年
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
年
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
論
坦
で
の
大
き
な
紹
介
と
と
も
に
、
主
著
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」

が
後
藤
末
雄
氏
(
-
九

一
七
）
と
股
島
与
志
雄
氏
(
-
九
二

0
)
に
よ
っ
て
翻
訳
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の

日
本
と
の
む
す
ぴ
つ
き
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
展
間
さ
れ
、
今
日
に
い
た
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
ま
ず
、
そ
の
一
例
を
、
長
野
県
の
小

一
志
茂
樹
と
か
小
林
多
津
衛
と
か
い
う
人
々
は
、
教
師
と
し
て
、

生
徒
の
自
発
性
を
う
な
が
す
教
育
を
行
っ
た
こ
と
で
著
名

で
あ
り
ま
す
。

一
志
茂
樹
は
ロ
ラ
ン
の
「
ト
ル
ス
ト
イ
」
を
英
訳
か
ら
、
日
本
語
に
移
し
て
い
る
は
ど
で
あ
り
ま
す
。

一
般
に
ト
ル
ス
ト
イ
や
ロ

マ
ン

・ロ

ラ
ン
、
さ
ら
に

「白
樺
」
な
ど
の
自
由
な
風
潮
の
、
教
育
の
現
楊
へ
の
反
映
は
、

戸
倉
事
件

(T

7
)、
川
井
訓
荘
事
件
（
大
正
13
)
な
ど
の
社
会
的
事
件
と
も
な
り
ま
し
た
。
自
由
教
育
は
、
古
い
教
育
行
政
家
か
ら
「
気
分
教
育
」
と

い
う
名
前
を
つ
け
ら
れ
、

行
戒
さ
れ
、
ま
た
苔
察
な
ど
の
監
視
対
象
と
も
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

さ
て
、
片
山
敏
彦
先
生
は
第
二
次
大
戦
中
、
長
野
県
の
小
諸
近
在
の
塩
名
田
村
に
疎
開
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
出
会
っ

た
の
が
、
さ
き
の
教
育
者
の
小
林
多
津
衛
と
い
う
方
で
、
現
在
九
十
オ
で
御
存
命
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
大
正
四
年
十
九
オ
で
ロ
ラ
ン

に
や
み
つ
き
に
な
り
、

後
藤
末
雄
訳
の
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
に
感
激
し
て
、
一
週
間
学
校
を
欠
席
し
て
読
了
し
た
、
と
い
う
人
で

例
え
ば
、

学
校
の
教
師
の
楊
合
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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あ
り
ま
す
が
、
こ
の
方
の
「
小
林
多
津
衛
座
談
録
」
と
い
う
一
九
九
三
年
出
版
の
本
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉

「
片
山
さ
ん
と
い
う
方
は
私
が
こ
の
目
で
い
き
あ
っ
た
中
で
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
人
だ
。
白
樺
の
柳
宗
悦
、
武
者
小
路
実
篤
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
こ
の
目
で
見
て
、
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
人
間
だ
と
思
っ
た
の
は
片
山
敏
彦
と
、
諏
訪
の
地
理
学
者
の
三
沢
勝
衛
だ
ね
。
…

片
山
さ
ん
と
い
う
人
は
新
し
く
日
本
中
全
体
で
見
直
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
私
は
片
山
精
神
が
生
き
れ
ば
日
本
の
教
育
は
変
わ
る
と

思
う
な
。
つ
ま
り
日
本
の
教
育
は
、
あ
る
時
は
国
家
主
義
で
、
あ
る
時
は
文
明
開
化
と
い
う
外
国
の
教
育
に
影
響
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
明
治
、
大
正
と
き
て
み
て
、
西
洋
の
本
当
の
深
い
も
の
を
理
解
し
て
生
か
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
日
本
の
本
当
に
深
い
も
の
も
理

解
し
て
生
か
そ
う
と
し
な
か
っ
た
な
。
そ
れ
で
深
さ
の
な
い
教
育
が
し
ま
い
に
天
皇
中
心
の
皇
国
主
義
、
小
学
校
を
国
民
学
校
な
ん
て
い

す
め
ら
み
く
に

う
の
に
変
え
て
、
皇
御
国
と
い
う
や
つ
に
な
っ
て
敗
戦
を
迎
え
た
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
今
で
も
、
西
洋
の
本
当
に
い
い
も
の
を
理
解

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
今
の
先
生
は
。
日
本
の
本
当
に
深
い
文
化
を
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
ど
う
だ
ろ
う
。
…

そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
っ
て
私
は
、
片
山
さ
ん
と
い
う
人
は
非
常
に
大
事
な
人
だ
と
思
う
ん
で
す
が
ね
。
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
片
山
さ
ん
の
存
在
を
。
」
云
々
。

大
正
期
の
日
本
に
入
っ
た
ロ
ラ
ン
の
影
響
を
、
長
野
県
の
小
学
校
の
先
生
方
の
実
例
で
お
話
し
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
森
有
正
問
題
」
、
あ
る
い
は
「
森
有
正
現
象
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
人
が
外
国
の
文

化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
御
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、

第
二
次
大
戦
後
、

東
京
大

学
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
助
教
授
だ
っ
た
森
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
に
一
年
の
予
定
で
留
学
さ
れ
、
帰
国
後
に
、
渡
辺

一
夫
の
あ
と
を
受
け
て
東

が
あ
り
ま
す
。

（二）
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大
教
授
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
、
こ
の
予
定
は
、
渡
仏
後
忽
ち
に
し
て
崩
壊
し
、
帰
国
は
延
期
さ

れ
、
そ
の
た
め
、

主
任
教
授
の
説
得
も
効
を
奏
さ
ず
、
当
時
の
東
大
総
長
だ
っ
た
南
原
繁
も
パ
リ
で
森
さ
ん
を
説
得
し
た
の
で
す
が
、
全

然
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
に
残
し
た
妻
子
と
さ
え
一
時
縁
切
り
状
態
に
な
る
、
と
い
う
始
末
で
あ
り
ま
し
た
。

な
ぜ
、
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
同

様
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
修
得
す
る
必
要
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
頭
脳
や
理
屈
に
よ
る
知
識
あ
る
い
は
文
字
の
世
界
と
し

て
で
は
な
く
、
「
感
覚
」
サ
ン
サ
シ
ョ
ン
に
よ
る
全
身
的
な
徹
底
的
な
吸
収
が
必
要
な
の
だ
、
と
い
う
、
自
覚
で
あ
り
ま
し
た
。

た
ん
な
る
勉
強
と
か
研
究
で
な
く
、
文
明
の
質
的
な
転
換
、
感
覚
の
革
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
す
。
い
い
か

え
ま
す
と
、
こ
れ
は
―
つ
の
亡
命
現
象
で
す
。
第
二
次
大
戦
下
の
よ
う
な
政
治
亡
命
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
精
神
的
亡
命
と
も
い
え
る
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
引
き
金
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
当
時
パ
リ
に
在
住
し
て
い
た
高
田
博
厚
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
高
田
博
厚
氏
が
、
も
っ
と
も
フ
ラ
ン
ス
的
な
も
の
、
芸
術
的
な
至
高
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
に
、
彼
、
森
有
正
を
近
付
け

た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

高
田
さ
ん
は
書

い
て
お
り
ま
す
。

「
私
よ
り
二
年
程
前
に
フ
ラ
ン
ス
ヘ
来
て
、
私
と
行
き
違
い
の
よ
う
に
し
て
日
本
へ
帰
っ
た
親
友
の
片
山
敏
彦
で
も
、
わ
ず
か
二
十
日

問
ば
か
り
で
も
一
緒
に
パ
リ
で
暮
ら
せ
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
大
き
な
幸
に
な
っ
た
。
彼
は
私
の
為
に
い
ろ
い
ろ
と
好
い
も
の
を
支
度
し

て
お
い
て
く
れ
た
。
そ
う
し
て
来
る
と
い
き
な
り
フ
ラ
ン
ス
の
魅
力
の
真
髄
に
私
を
導
い
て
く
れ
た
。

「
何
を
お
い
て
も
サ
ン
ト
・
シ
ャ
ペ
ル
を
見
る
が
好
い
。
•
•
•
あ
そ
こ
に
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
と
夢
が
あ
る
」
と
い
う
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ

ン
の
注
意
を
受
け
て
い
た
彼
は
、
後
か
ら
来
た
私
に
も
ま
ず
そ
れ
を
伝
え
譲
っ
て
く
れ
た
。

…
…
そ
う
し
て
片
山
と
私
は
、
サ
ン
ト
・
シ
ャ
ペ
ル
ヘ
入
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
で
私
は
、
波
璃
を
透
か
し
て
来
る
金
と
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赤
と
紫
の
光
の
な
か
で
、
茫
然
と
、
昔
な
が
ら
の
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
の
、
と
い
う
よ
り
ゴ
ー
ル
の
精
神
の
夢
の
な
か
に
お
ぽ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ

た
。
私
は
確
か
に
意
識
を
失
し
て
い
た
。
自
分
の
も
の
と
も
他
人
の
も
の
と
も
つ
か
ぬ
無
量
な
幸
福
が
た
だ
あ
た
り
一
杯
に
こ
め

て
い
る
の
を
感
じ
た
。
私
は
そ
こ
を
去
り
た
く
な
か
っ
た
。
私
は
酔
っ
て
い
た
。
決
し
て
醒
め
た
く
な
い
、
こ
の
よ
う
な
清
純
で
柔
和
な

酪
酎
の
感
情
を
私
は
か
っ
て
経
験
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
祈
り
の
感
情
と
い
う
も
の
が
向
こ
う
か
ら
来
る
…

「
一
度
行
っ

た
の
み
で
は
サ
ン
ト
・
シ
ャ
ペ
ル
の
魅
力
は
十
分
に
分
か
ら
な
い
。
こ
の
聖
な
る
灯
が
外
の
天
候
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に

変
る
か
。
晴
れ
た
日
、
雨
の
日
、
朝
、
夕
方
、
私
は
あ
そ
こ
に
坐
っ
た
。
ー
つ
の
窓
は
金
色
に
輝
く
。
他
の
一
っ
は
血
の
よ
う
だ
。
向
こ

う
の
方
の
は
青
ざ
め
て
い
る
。
御
堂
の
右
側
は
い
つ
も
明
る
い
。
左
側
は
紫
色
に
影
の
な
か
で
輝
い
て
い
る
。
日
ざ
し
が
移
る
に
つ
れ
て
、

金
と
赤
と
紫
と
青
が
ず
れ
て
行
く
。
ち
ら
ち
ら
光
が
移
る
。
私
は
眼
を
細
く
す
る
。
一
層
破
璃
の
光
の
海
だ
け
に
な
る
。
私
は
そ
の
中
で

眠
る
．．． 
」

こ
の
文
章
は
一
九
三
三
年
、
高
田
さ
ん
が
渡
仏
し
た
の
は
三
一
年
で
す
か
ら
そ
の
二
年
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
同
じ
場
面
に
つ
い
て
片
山
先
生
の
書
か
れ
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「彼

（
高
田
）

が
パ
リ
に
来
る
と
、

一
九
五

O・
二）

ス
イ
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
も
と
に
同
行
す
る
に
先
立
っ
て
、
私
は
第
一
番
に
彼
を
、
サ
ン

ト
・
シ
ャ
ペ
ル
に
連
れ
て
行
っ
た
。
十
三
世
紀
に
聖
王
ル
イ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
荊
の
冠
を
象
徴
し
て
作
っ
た
こ
の
建
築
と
、
そ
の
中
の
色

破
瑞
窓
と
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
パ
リ
で
何
よ
り
も
早
く
そ
れ
を
訪
れ
る
よ
う
に
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
た
そ

r
(
T
ユ
一ア

れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
〈
美
〉
の
心
臓
で
あ
る
。
一
般
に
主
知
主
義
的
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
国
民
が
、
敬
虔
と
感
覚
と
の
無
比
の
調
和
を

こ
こ
に
作
り
出
し
て
い
る
。
紅
は
愛
の
炎
の
よ
う
に
燃
え
、
プ
ー
サ
ン
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
つ
ら
な
る
碧
は
、
セ
レ
ニ
テ
に
澄

み、

色
彩
の
秘
密
が
も
っ
と
も
純
枠
な
ミ
ス
チ
ッ
ク
と
調
和
し
て
い
る
。
人
間
精
神
の
西
と
東
と
が
、
薔
薇
窓
の
光
輝
と
な
っ
て
照
る
。

こ
れ
が
、
私
に
と
っ
て
と
同
様
、

高
田
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
第
一
の
洗
礼
で
あ
っ
た
」
（
高
田
博
厚
、
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（三）

椎
名
さ
ん
の

こ
と
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
日
記
に
も
、

「
彼
は
非
常
に
聡
明
で
教
育
が
あ
り
、
洗
練
さ
れ
た
礼
儀
と
清
潔
さ
を
身
に
つ
け
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
労
働
者
と
し
て
、

「
製
本
エ
」
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
で
き
る
こ
と
を
喜
び
ま
し
た
。

森
有
正
も
椎
名
さ
ん
と
親
し
く
、
ガ
プ
リ
エ
ル
・
モ
ノ
ー
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
と
い
う
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
縁
浅
か
ら
ぬ
人
で
す
が
、
こ
の

人
の
「
形
態
学
」
と

い
う
本
の
製
本
を
椎
名
さ
ん
に
依
頼
し
て
、
つ
く
っ
て
貰
い
、
そ
れ
を
、
「
今
で
も
、
「
も
の
」
と
い
う
も
の
の
象
徴

の
よ
う
に
手
に
と
っ
て
眺
め
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
（
森
有
正
「
木
々
は
光
を
浴
び
て
」
）

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
戯
曲
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
劇
の
「
狼
」
（
高
橋
邦
太
郎
訳
）
お
よ
び
「
愛
と
死
と
の
戯
れ
」

（片
山
敏
彦
訳
）

が
、
日

本
で
築
地
小
劇
場
で
上
演
さ
れ
ま
し
た
の
は
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
、
つ
づ
い
て
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ

う
ど
年
号
が
昭
和
に
か
わ
る
直
前
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
印
象
を
、
裔
村
光
太
郎
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
お
り
ま
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
「
愛
と
死
と
の
戯
れ
」
を
見
た
僕
た
ち
は
、
冬
の
壮
脆
、
オ
リ
オ
ン
、
大
犬
、
牡
牛
、
獅
子
と

「築
地
小
劇
場
で
、

ど
も
同
じ
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
入
る
で
し
ょ
う
。

一
九

一
三
（
大
正
二
）
年
渡
仏
し
た
椎
名
其
二
さ
ん
と
い
う
方
が
居
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
フ

ラ
ン

ス
の
精
神
的
な
、
芸
術
的
な
、
ま
た
人
間
的
な
風
土
、
そ
の
文
明
と
言
語
で
、
同
じ
よ
う
な
運
命
を
持
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
森
有
正
と

か
、
画
家
の
野
見
山
暁
治
氏
と
親
し
い
方
で
し
た
。
や
は
り
早
稲
田
大
学
の
教
職
を
捨
て
て
フ
ラ
ン
ス
に
去
っ
て
、
主
任
教
授
の
吉
江
先

生
の
大
い
な
る
怒
り
を
買
っ

た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
森
さ
ん
も
そ
う
で
し
た
が
、
椎
名
さ
ん
も
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
最
後
の
日
を

迎
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。
あ
る

い
み
で
は
こ
う
し
た
精
神
的
亡
命
者
と
し
て
は
、

高
田
さ
ん
、
片
山
さ
ん
あ
る
い
は
古
く
阿
倍
仲
麻
呂
な

ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
を
憧
れ
て
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正
十
五
年
一
月
）

こ
の
築
地
の
上
演
の
台
本
と
な
っ
た
の
は
、
片
山
敏
彦
の
訳
で
あ
り
ま
す
が
。
こ
れ
は
叢
文
閣
に
よ
っ
て
昭
和
二
年
に
出
版
さ
れ
ま
し

た
。
翌
三
年
、
一
九
二
六
年
で
あ
り
ま
す
が
、
中
国
の
作
家
、
魯
迅
そ
の
三
月
二
十
三
日
の
日
記
に
、
彼
は
そ
の
住
所
の
あ
る
上
海
で
の

こ
と
で
す
が
、
「
東
亜
公
司
に
行
き
「
愛
と
死
と
の
戯
れ
」
（
一
円
四
十
銭
）
「
支
那
上
代
画
論
研
究
」
「
支
那
画
人
伝
」
を
買
う
」
と
記
録

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
二
日
後
の
三
月
二
十
五
日
に
、
彼
は
「
死
地
」
（
又
は
危
険
地
帯
）
と
い
う
文
章
を
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
彼
は
、
こ
こ
に
買
っ

た
ば
か
り
の
「
愛
と
死
と
の
戯
れ
」
の
核
心
部
分
を
ひ
い
て
、
そ
の
一
週
間
前
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
三
・
一
八
事
件
」
の
批
評
を
し

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
軍
閥
、
段
棋
瑞
政
府
が
純
真
な
青
年
た
ち
の
請
願
の
動
き
を
わ
な
に
か
け
て
、
死
傷
者
三
百
人
以
上
を
出

し
た
虐
殺
事
件
で
あ
り
ま
す
。
魯
迅
は
、
こ
の
三
月
十
八
日
を
、
「
民
国
以
来
最
も
暗
黒
な
る
日
、
こ
れ
を
記
す
」
と
の
べ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
魯
迅
の
書
い
た
文
章
の
一
節
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

「
い
ま
ち
ょ
う
ど
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
「
愛
と
死
と
の
戯
れ
」
が
私
の
前
に
あ
る
。
そ
の
中
に
こ
う
い
っ
て
い
る
。
＂
カ
ル
ノ
ー
は
人

類
の
進
歩
の
た
め
に
は
、
多
少
の
汚
点
は
差
し
支
え
な
い
。
万
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
多
少
の
罪
悪
さ
え
も
妨
げ
な
い
と
主
張
し
た
。

し
か
し
彼
ら
は
却
っ
て
ク
ー
ル
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
を
殺
し
た
く
な
か
っ
た
、
な
ぜ
か
な
ら
共
和
国
は
、
彼
の
死
骸
を
腕
に
抱
い
て
い
る
の
を
喜

心
と
、
殆
ど
古
代
文
学
的
な
高
い
清
ら
か
な
精
神
と
に
直
接
打
た
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」

「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
六
十
回
の
誕
辰
に
」
大

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
皆
深
く
静
か
に
湛
え
た
心
を
抱
い
て
尾
張
町
の
方
は
歩
い
て
行
っ
た
。

私
は
こ
の
夜
ほ
ど
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
深
い

ら
こ
み
上
げ
て
く
る
言
葉
を
投
げ
出
す
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
殆
ど
連
絡
の
な
い
単
句
の
急
渾
で
あ
っ
た
。

や
が
て
皆
だ

が
ら
互
い

に
叫
び
合
っ
て
い
た
。
話
を
し
た
と
い
う
に
し
て
は
、

皆
互
い
に
相
手
の
言
葉
を
聴
か
な
す
ぎ
た
。
皆
何
か
し
ら
自
分
の
胸
か

し
の
襟
を
か
き
立
て
た
こ
の
サ
ン
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
六
七
人
は
、
皆
深
い
感
動
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
し
て
、
時
々
は
路
ば
た
に
立
ち
止
ま
り
な

い
う
よ
う
な
連
中
が
頭
の
真
上
で
大
眼
玉
を
む
い
て
い
る
築
地
の
薄
く
ら
が
り
の
焼
跡
じ
み
た
道
路
を
歩
い
て
い
た
。
外
套
や
二
重
ま
わ
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ば
な
か
っ
た
ら
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
ず
っ
し
り
と
重
す
ぎ
た
か
ら
。
“

死
骸
の
重
さ
を
感
じ
得
て
、
抱
い
て
い
る
の
を
ね
が
わ
な
い
民
族
の
な
か
で
は
、
先
烈
の
「
死
」
は
後
人
の
「
生
」
へ
の
唯
一
の
霊
薬

で
あ
る
。
だ
が
、
も
は
や
重
さ
を
感
ず
る
こ
と
の
な
い
民
族
で
は
、
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
と
も
に
亡
び
去
る
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

改
革
の
志
を
抱
く
中
国
の
青
年
は
死
骸
の
重
さ
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
か
く
「
請
願
」
だ
。
だ
が
他
に
死
骸
の
重
さ
を
感
じ
な
い

者
ら
が
別
に
お
り
、
し
か
も
「
死
骸
の
重
み
」
を
知
っ
て
い
る
心
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
屠
殺
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
彼
ら
は
ま
る
で
気

づ
か
な
い
。

死
地
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
す
で
に
前
方
に
あ
る
。
中
国
の
た
め
を
思
え
ば
、
覚
醒
し
た
青
年
は
か
る
が
る
し
く
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
を
し

て
は
な
ら
な
い
」
（
三
月
二
十
五
日
）

以
上
が
魯
迅
の
引
用
で
す
。

こ
れ
は
国
家
と
正
義
と
の
最
大
の
対
立
の
瞬
間
に
お
い
て
の
、
魯
迅
の
判
断
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

の
思
想
そ
の
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
片
山
訳
が
こ
こ
に
―
つ
の
触
媒
的
役
割
を
持
っ
た
こ
と
を
興
味
深
く
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
中
国
人
に
告
げ
る
一
文
を
草
し
て
お
り
、
中
国
版
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
つ

ぎ
に
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
か
ら
中
国
の
友
人
た
ち
へ

「
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
ア
ジ
ア
と
か
、
そ
う
し
た
区
分
は
知
り
ま
せ
ん
。
私
の
知
っ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
二
つ
の
兄
弟
で
あ
り
ま

す
。
―
つ
は
上
部
へ
向
か
っ
て
上
昇
す
る
魂
で
あ
り
ま
す
。
他
の
一
方
は
、
下
方
へ
向
か
っ
て
堕
落
し
て
ゆ
く
魂
で
あ
り
ま
す
。

前
者
は
、
忍
耐
づ
よ
く
、
情
熱
を
も
っ
て
お
り
、
ね
ば
り
づ
よ
く
、
勇
敢
で
す
。
彼
ら
は
光
り
の
下
に
あ
る
人
々
で
す
。
そ
の
ま
っ
た

き
光
と
は
科
学
で
あ
り
、
美
で
あ
り
、
愛
で
あ
り
、
共
同
の
進
歩
で
あ
り
ま
す
。

後
者
は
圧
迫
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
カ
ー
—
そ
れ
は
暗
黒
で
す
、
無
知
で
す
。
残
虐
さ
で
す
。
ま
た
頑
固
な
偏
見
や
野
蛮
さ
で
す
。
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同
じ
年
の
十
二
月
、
ロ
ラ
ン
は

「
日
本
の
友
人
た
ち
へ
」
の
文
も
書
い
て
お
り
ま
す
。

私
は
前
者
の
側
に
立
ち
ま
す
。
そ
う
し
た
人
ぴ
と
が
、
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
も
彼
ら
は
私
の
友
人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
同
盟
者
、

兄
弟
な
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
祖
国
は
、
解
放
さ
れ
た
人
類
全
体
で
す
。
も
ろ
も
ろ
の
偉
大
な
民
族
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
こ
の
祖
国
の
一
っ

の
地
方
で
あ
り
州
な
の
で
す
。
そ
し
て
万
人
の
、
す
べ

て
の
人
間
の
財
産
は
神
1
1
太
陽
な
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
二
五
年

一
月

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
」

（
つ
づ
く
）

（
ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
研
究
所
理
事
）
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A
 

明
し
て
い
ま
す
(
l
)
0

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
受
け
た
影
響

R
．
ロ
ラ
ン
は
自
分
で
も
、

ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
多
大
の
影
響
を

受
け
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
彼
に
と
っ
て
、
青

年
時
代
に
〈
閃
光
〉
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
す
。
彼
は
ス
ビ

ノ
ザ
の
お
か
げ
で
神
的
な
〈
存
在
〉
を
発
見
し
た
の
で
し
て
、

〈
存
在
の
大
洋
〉
と
い
う
彼
の
宗
教
観
は
、
そ
の
大
部
分
が

こ
の
発
見
に
由
来
し
て
い
る
の
で
す
。

R
．
ロ
ラ
ン
は
「
内

面
の
旅
路
」
の
な
か
で
、
こ
の
哲
学
者
に
負
う
と
こ
ろ
を
表

こ、

。

し
t
カ

Q

R

．
ロ
ラ
ン
と
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

記
録
作
成
ー
ー
'
B
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ

村

上

光

彦

訳

—
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
教
授
に
訊
く

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
め
ぐ
っ
て

A Q
 

A Q
 

彼
を
訪
問
し
て
い
ま
す
。
彼
は
ル
ナ
ン
の
も
の
を
た
く
さ
ん

R
．
ロ
ラ
ン
が
「
福
音
書
」
を
め
ぐ
っ
て
行
っ
た
「
対
話
」

の
こ
と
が
お
話
に
出
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
未
発
表
の
作
品
で

し
ょ
う
か
。

「
「
福
音
書
」
を
め
ぐ
る
対
話
」
は
、

R
．
ロ
ラ
ン
が
最
晩

年
に
専
念
し
て
、
そ
の
最
後
の
本
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
四

福
音
書
に
つ
い
て
の
省
察
で
す
。

R
．
ロ
ラ
ン
は
福
音
書
を

つ
ぎ
つ
ぎ
と
読
み
進
め
て
、
感
じ
た
ま
ま
に
書
き
留
め
て
い

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、
イ
エ
ズ
ス
を
ど
の
よ
う
に

思
い
描
い
た
か
を
語
っ
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
イ
エ
ズ

ス
は
い
か
に
も
傑
出
し
た
人
物
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
人
間

で
あ
っ
て
〈
神
〉
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
「
対
話
」
は
、

R
．
ロ
ラ
ン
の
手
で
は
刊
行
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
年
か

ま
え
に
、
わ
た
し
が
刊
行
し
た
の
で
す
(
2
)
0

R
．
ロ
ラ
ン
は
ル
ナ
ン
の
弟
子
で
し
た
。
こ
の
本
は
そ
の
こ

と
を
示
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
し
か
に
、

ル
ナ
ン
は
青
年
時
代
の

R
．
ロ
ラ
ン
に
影
響
を

及
ぼ
し
ま
し
た
。

R
．
ロ
ラ
ン
は
高
等
師
範
学
校
在
学
中
に
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Q
 

A
 況

を
目
に
し
、

ス
タ
ー
リ
ン
裁
判
の
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、

理
解
し
は
じ
め
ま
し
た
。
し
か
し
ー
ー
＇
そ
こ
が
彼
を
咎
め
る

彼
は
そ
れ
以
後
、
そ
の
と
き
演
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
ド
ラ
マ
を

ロ
ラ
ン
の
こ
の
劇
に
は
ソ
連
で
の
状
況
が
反
映
し
て
い
る
と

言
わ
れ
ま
し
た
。

R
・
ロ
ラ
ン
が
一
九
三
六
年
に
ソ
連
の
状

「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
」
の
お
話
を
な
さ
っ
た
な
か
で
、

R

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ソ
連

一
九
三
七

す
。
彼
は
公
的
な
説
明
を
信
頼
し
て
い
ま
し
た
。

年
に
は
、
動
揺
は
し
た
も
の
の
、
な
に
も
言
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
九
三
八
年
に
は
、
そ
れ
が
本
当
の
裁
判
で
は
な
い
こ

と
を
悟
っ
た
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
ゴ
リ
キ
ー
は
暗
殺
さ

れ
た
の
だ
と
わ
か
っ
た
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
し
た
。

〈
つ
づ
ら
折
り
の
登
り
道
〉
が
そ
れ
で
す
(
3
)
0

と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

の
だ
、
新
世
界
が
作
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を

Q

ル
ナ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

ほ
か
の
要
素
を
見
て
と
る
こ

護
し
ま
し
た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
は
ソ
連
に
と
っ
て
は
よ
い
も

ま
り
に
懐
疑
的
な
よ
う
に
思
え
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
遠
ざ
か

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
宗
教
面
に
お
い
て
、

キ
リ
ス
ト
の
神
性
と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
ま
た
福
音
書
の

読
み
方
に
お
い
て
、
彼
は
非
常
に
ル
ナ
ン
的
で
す
。

そ
の
と
お
り
で
す
。
彼
は
あ
る
論
文
の
表
題
と
し
て
ル
ナ
ン

の
言
い
回
し
を
用
い
て
い
ま
す
。
〈
人
類
〉
が
進
歩
に
向
か

っ
て
苦
労
し
な
が
ら
登
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
の

ぶ
ん
に
も
、
彼
は
ロ
シ
ア
婦
人
の
マ
リ
ー
・
ク
ダ
シ
ェ
ヴ
ァ

と
結
婚
し
て
お
り
、
そ
の
息
子
の
セ
ル
ゲ
ー
が
妻
帯
者
で
、

妻
と
い
っ
し
ょ
に
ソ
連
で
暮
ら
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

一
九

三
0
年
代
の
初
め
に
は
、

R
・
ロ
ラ
ン
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
擁

励
ま
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

九
三
六
年
の
第
一
次
裁
判
の
さ
い
に
は
、

R
．
ロ
ラ
ン
は
そ

れ
が
正
当
な
裁
判
だ
と
信
じ
ま
し
た
。
ゴ
リ
キ
ー
を
信
頼
し

て
い
て
、
彼
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
て
い
た
か
ら
で

A

当
時
の

R
・
ロ
ラ
ン
の
立
場
は
厄
介
な
も
の
で
し
た
。
な
に

読
み
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、

ル
ナ
ン
が
人
間
性
に
つ
い
て
あ

彼
の
心
理
的
な
立
場
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
す
か
。
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A
 

Q
 

い
う
公
爵
と
結
婚
し
ま
し
た
。
こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
彼
女

ん
ど
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
せ
い
で
|
.
|
＇
と
に
か
く
、

た
の
で
す
。
ご
く
若
い
こ
ろ
、

セ
ル
ゲ
ー
・
ク
ダ
シ
ェ
フ
と

名
乗
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

マ
リ
ー
は
実
父
の
こ
と
を
ほ
と

ア
で
暮
ら
し
て
、
同
地
の
フ
ラ
ン
ス
人
学
校
で
教
育
を
受
け

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
旅
券
上
で
は
マ
リ
ア
・
パ
ヴ
ロ
ヴ
ァ
と

ば
ら
く
フ
ラ
ン
ス
で
暮
ら
し
ま
し
た
が
、
ど
こ
よ
り
も
ロ
シ

ア
人
の
父
親
と
の
あ
い
だ
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ
し

不
明
の
私
生
児
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
と
か

い
う
人
が
名
づ
け
親
と
な
り
、
そ
の
人
か
ら
戸
籍
上
の
姓
を

マ
リ
ー
・
ク
ダ
シ
ェ
ヴ
ア
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
母
親
と
ロ
シ

れ
は
女
の
子
で
し
た
が
、
認
知
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
親

き
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

マ
リ
ー

・
ク
ダ
シ
ェ
ヴ
ァ
は
、

R
．
ロ
ラ
ン
が
出
会
っ
た
と

あ
る
貴
族
の
家
庭
で
家
庭
教
師
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
家

族
の
だ
れ
か
と
の
あ
い
だ
で
子
ど
も
が
で
き
た
の
で
す
。
そ

A

彼
女
の
母
親
の
ア
デ
ル
・
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
は
、
前
世
紀
末
に

が
ヒ
ト
ラ
ー
と
同
じ
く
ら
い
全
体
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
理

解
す
る
ま
で
に
は
、
彼
は
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
す
。

Q

彼
女
が
生
ま
れ
た
と
き
の
事
情
は
ど
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
の
で

す
か
。

べ
き
点
で
す
が
ー
ー
ー
彼
は
口
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
感
じ
た

ま
ま
の
反
応
を
公
然
と
表
明
し
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
は
お
そ
ら
く
、

妻
と
と
も
に
ソ
連
で
暮
ら
し
て
い
る
マ
リ

ー
の
息
子
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
妻
の
実
家
す
べ
て
の

た
め
で
し
た
。
R
．
ロ
ラ
ン
は
、
も
し
自
分
が
ソ
連
に
対
抗

す
る
発
言
を
す
れ
ば
、
こ
の
家
族
に
た
い
し
て
報
復
が
行
わ

ス
タ
ー
リ
ン

れ
る
こ
と
に
な
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
彼
は
心
理
的

に
困
難
な
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、

こ。t
 
一
九
ニ
―
年
に
チ
フ
ス
で
死
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
当

は
〈
旧
制
度
〉
の
側
に
い
た
わ
け
で
す
。

し
て
き
た
の
で
す
。

一
九
一

七
年
の
革

命
の
さ
い
に
は
、
彼
女
の
夫
は
白
軍
内
で
勤
務
し
て
い
ま
し

時
、
マ
リ
ー
・
ク
ダ
シ
ェ
ヴ
ァ
は
公
爵
夫
人
で
、
ご
く
幼
い

子
ど
も
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
ム
に
転

じ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
彼
女
は
体
制
に
奉
仕
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A
 

Q
 

じ

っ
さ

い
R
・
ロ

ラ
ン
は
、

白
分
で
何
度
も
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
語
っ
て

い
ま
す
が
1

ー

彼
女
は
た
ぴ
た
び
年
上

の
男
に
心
を
引
か
れ
た
の
で
す

（そ
う
い
う
わ
け
で
、

R
．
ロ
ラ
ン
と
は
年
齢
が
ず
い

ぶ
ん

か
け
離
れ
て
い
ま
し
た
）。

自
分
が
も
て
な
か

っ
た
父
親
を
、

年
上

の
男
た
ち
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
い
と
思
っ
た
の
で

ス
タ
ー
リ
ン

こ
そ
は
、
ソ
連
に
お
け
る
状
況
の
費
任
者
で
し

た
。
だ
れ
か
ス
タ
ー
リ
ン
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
が
指
導
し
た
ら
、

ソ
連
の
状
況
は
も
っ
と
よ
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

一
九
二
七
年
か
ら

一
九
三

0
年

に
か
け
て
革
命
が
低
迷
し
て
い
る
の
を
見
た
と
き
、
そ
の
と

お
り
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
す
。
一

九
三
五
年
に
ソ
連
に
来

た
と
き

に
は
、
彼
は
プ
ハ
ー
リ
ン
の
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
実

際
以
上
に
影
押
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
し

た
。

ソ
連
が
多
大
の
進
歩
を
遂
げ
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
、

R
・
ロ
ラ
ン
は
ま
だ
思

っ
て

い
た
の
で
す
。
し
か
し
彼
は
ス

タ
ー
リ
ン
の
ほ
う
が
弛
い
こ
と
を
見
落
と
し
て
、
彼
に
つ
い

て
は
111
心
い
辿
い
を
し
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ほ
か
の
多
く
の

す
。

ー
ク
ス
マ
ン
の
ゴ
リ
キ
ー
が
彼
に
断
言
し
た
と
こ
ろ
に
も
と

一
九

A

ど
う
も

R
・
ロ
ラ
ン
は
、

Q
 作

家
と
同
じ
く
、

五
年
ま
で
は
、

ソ
連
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
つ

R
・
ロ
ラ
ン
は
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
＿ニ

ソ
連
で
新
世
界
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
信
じ

て
い
た
の
で
す
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
勝
つ
だ
ろ
う
、
そ
う
し
た

ら
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
早
く
も
悟
っ
た

人
た
ち
も
い
ま
し
た
。

R
．
ロ
ラ
ン
は
、
当
時
権
力
の
下
僕

だ
っ
た
ゴ
リ
キ
ー
を
過
信
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
こ
と
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
プ
ハ
ー
リ
ン
が
指
導
に
当
た
っ

た
ら
ソ
連
は
同
じ
目
に
会
わ
ず
に
す
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
の
は
、
そ
の
と
お
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

R
・
ロ
ラ
ン
が
民
王
主
義
か
独
裁
か
と
い
う
こ
と
で
た
め
ら

っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
こ
の
変
わ
り
方
は
、
ど
う
考
え
た

ら
説
明
が
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

ね
に
正
し
く
評
価
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

二
九
年
—

一
九
＿
二0
年
以
降
、
彼
は
な
に
よ
り
も
マ
リ
ー
・

ク
ダ
シ

ェ
ヴ
ァ
が
翻
訳
し
た
宣
伝
文
書
が
も
た
ら
し
た
も
の

で
満
足
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
の
判
断
は
、
御
用
ス
ポ
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Q
 

価
値
を
知
っ
て
い
る
。
」
他
方
で
は
、

一
連
の
証
言
に
目
を

ソ
連
の
現
実
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
現

実
を
見
て
取
っ
て
告
発
し
た
人
た
ち
の
証
言
が
な
か
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば

P・

イ
ス
ト
ラ
テ
ィ
、

H

・
ギ
ル
ボ
ー
、

V
・
セ
ル
ジ
ュ
な
ど
で
す
。
し
か
し

R
・ロ

ラ
ン
は
彼
ら
の
証
言
を
は
ね
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
に
彼
に
は

ど
こ
か
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

も
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。
「
わ
た
し
は
歴
史
家
で
、
証
言
の

一
方
で
は
い
つ

し
ょ
う
か
。

づ
い
て
い
た
の
で
す
！

一
九
一
＿
＿
五
年
に
ソ
連
に
赴
い
た
と

き
も
、
そ
こ
で
な
に
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
が
あ
い
か
わ
ら

ず
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
彼
が
書
い
た
旅
行

記
を
読
め
ば
、
そ
の
点
が
確
認
で
き
ま
す

(
4
)
。
R
．
ロ
ラ

ン
は
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
は
正
し
く
見
て
い
た
の
に
、
ほ

か
の
こ
と
が
ら
で
、
ま
る
き
り
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
、

ソ
連
の
現
実
が
な
か
な
か
見
え

ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
考
え
れ
ば
、
そ
の
説
明
が
つ
く
の
で

A Q
 

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ガ
ン
ジ
ー

向
け
る
だ
け
で
、
ほ
か
の
種
類
の
証
言
を
忌
避
す
る
の
で
す
。

ど
う
か
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
先
入
観
が
あ
っ
て
、
そ
の

せ
い
で
十
分
に
広
い
見
方
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

一
九
二
三
年
に

R
．
ロ
ラ
ン
は
ガ
ン
ジ
ー
伝
を
書
き
ま
し

た。

R
・
ロ
ラ
ン
は
当
の
イ
ン
ド
人
た
ち
よ
り
も
早
く
、
彼

の
価
値
を
正
し
く
認
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

じ
っ
さ
い
、

R
．
ロ
ラ
ン
は
当
の
イ
ン
ド
人
た
ち
よ
り
も
早

く
ガ
ン
ジ
ー
を
認
め
ま
し
た
。
彼
は
ガ
ン
ジ
ー
の
う
ち
に
非

暴
力
革
命
家
を
認
め
た
の
で
す
。
そ
れ
は

R
．
ロ
ラ
ン
に
と

っ
て
大
問
題
で
し
た
。
革
命
に
は
賛
成
で
し
た
が
、
暴
力
に

は
反
対
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
一
九
一
七
年
に
、
彼
は
革
命
に

挨
拶
を
送
り
ま
し
た
が
、
ロ
シ
ア
人
に
こ
う
い
う
警
告
を
発

し
ま
し
た
。
「
一
七
八
九
年
の
わ
が
国
の
よ
う
な
こ
と
は
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。
あ
あ
い
う
行
き
過
ぎ
は
回
避
し
て
く
だ

さ
い
。
暴
力
に
引
き
ず
ら
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
」
一
九
二

一
年
ー
一
九
二
二
年
に
は
、
彼
は
暴
力
の
ほ
う
が
勝
っ
た
の
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Q
 を

見
て
ひ
ど
く
落
胆
し
ま
し
た
。
革
命
に
は
賛
同
し
、
暴
力

は
拒
否
し
て
、
そ
の
あ
い
だ
で
悩
ん
だ
の
で
す
。
さ
て
ガ
ン

ジ
ー
は
非
暴
力
革
命
の
模
範
を
示
し
ま
し
た
。
R
・
ロ
ラ
ン

に
と

っ
て
、
彼
は
一
種
の
理
想
を
体
現
し
て
い
た
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ガ
ン
ジ
ー
に
挨
拶
を
送
っ
た
の
で
す
。
暴
力

抜
き
で
大
衆
を
引
っ
張
っ
て
行
く
力
の
あ
る
人
物
を
彼
の
う

ち
に
認
め
て
い
ま
し
た
か
ら
。
彼
は
ガ
ン
ジ
ー
を
英
雄
視
し
、

新
た
な
る
キ
リ
ス
ト
と
み
な
す
と
こ
ろ
ま
で
い
き
ま
し
た
。

彼
が
書
い
た
伝
記
は
、
ガ
ン
ジ
ー
を
理
想
化
し
た
聖
人
伝
で

す。

ガ
ン
ジ
ー
の
ま
わ
り
に
い
る
人
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
の
弟

子
た
ち
に
な
ぞ
ら
え
、
彼
の
大
義
に
献
身
す
る
女
性
た
ち
を

福
音
書
の

〈
聖
女
〉
の
ご
と
き
も
の
に
し
た
の
で
す
。

一
九
二
三
年
に
は
、
ガ
ン
ジ
ー
が
聖
人
か
食
わ
せ
者
か
と
い

っ
た
こ
と
は
だ
れ
に
も
言
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

R
・
ロ
ラ

ン
が
、
こ
う
し
て
ガ
ン
ジ
ー
の
使
命
を
予
言
し
て
い
る
の
は

誘
く
べ
き
こ
と
で
す
。

じ
っ
さ
い
、

R・

ロ
ラ
ン
に
は
ガ
ン
ジ
ー
の
行
き
方
が
よ
く

わ
か
っ
た
の
で
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
あ
と
で
は
ス
タ
ー
リ

J
 

D
 

四 A
 

Q
 

一
九

一
年
に
東
京
で
「
ペ
レ
ア
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
」
が
上

た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

ン
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
1
.

ジ
ー
に
つ
い
て
は
正
し
い
見
方
を
し
た
の
に
、
ロ
シ
ア
人
ス

タ
ー
リ
ン
に
か
ん
し
て
は
大
間
違
い
を
し
ま
し
た
。

「
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
」
は
じ
つ
に
す
ぐ
れ
た
本
で
す
。

で
は
、

R
・
ロ
ラ
ン
が
暴
力
に
荷
担
し
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

R
・
ロ
ラ
ン
は
、
い
っ
た
ん
は
、
非
暴
力
が
そ
れ
自
体
と
し

て
、
ま
た
絶
対
的
な
意
味
で
よ
い
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
す

が
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
で
は
可
能
で
あ
り
、
成
果
を
生
む
こ
と

が
あ
り
え
て
も
、
西
欧
に
は
適
合
し
え
な
い
と
思
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、

R
・
ロ
ラ
ン
の
見
方
が
変
わ
っ

た
の
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本

イ
ン
ド
人
ガ
ン

今
度
は
わ
た
し
の
ほ
う
か
ら
、

R
・
ロ
ラ
ン
の
著
作
の
刊
行

者
に
お
尋
ね
し
ま
し
ょ
う
。

R
・
ロ
ラ
ン
が
日
本
で
読
ま
れ

D

ー
~
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
教
授

J

I
IJ
本

人

出

席

者
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文
通
者
の
な
か
に
は
、

高
知
で
い
ま
も
健
在
の
上
田
秋
夫

り
ま
す
か
。

の
手
紙
は
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
か
、
そ
う
な
ら
、
ど
こ
に
あ

す
べ
て
集
め
よ
う
と
心
掛
け
て
い
ま
す
。

マ
リ
ー

•
R

・
ロ

D

R

・
ロ
ラ
ン
は
何
人
か
の
日
本
人
と
文
通
し
ま
し
た
が
、
そ

い
だ
に
多
大
の
関
心
と
熱
情
と
を
呼
び
覚
ま
し
ま
し
た
。

演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

ー
論
が
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て

R
．
ロ
ラ
ン
は
日
本

「
戦
い
を
超
え
て
」

や

「先
駆
者
」
が
訳
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら

R
・
ロ
ラ
ン
の
数
々
の
論
文
が
訳
さ
れ
、
つ
ぎ
が

「
ジ
ャ
ン
11
ク
リ
ス
ト
フ
」

R
・
ロ
ラ
ン
の
こ
と
を
さ
ら
に
深
く
知
っ
た
の
で
す
。
第
二

次
世
界
大
戦
後
に
は
、
翻
訳
が
た
く
さ
ん
出
ま
し
た
。
し
か

し
今
日
で
は
、

R
・
ロ
ラ
ン
は
だ
ん
だ
ん
読
ま
れ
な
く
な
っ

ェ
ン
の
生
涯
」

と
は
、

R
・
ロ
ラ
ン
の
精
神
の
高
邁
さ
と
、

彼
の
理
想
王
義
の
力
強
さ
と
の
ゆ
え
に
、
日
本
の
青
年
の
あ

J

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
ひ
ど
く
乱
脈
な
状
態
に
陥
っ
て
い
ま

て
い
ま
す
。
「
ジ
ャ
ン
11
ク
リ
ス
ト
フ
」
と
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ

ら
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が

ま
す
が
、
そ
れ
は
マ
リ
ー
•
R

・
ロ
ラ
ン
が
亡
く
な
っ
て
か

で
す
。

大
戦
以
前
に
二
度
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
日
本
人
は
、

に
登
場
し
た
の

で
す
。
そ
の
あ
と
第
一

次
世
界
大
戦
後
に

R
・
ロ
ラ
ン
の
ド
ピ
ュ
ッ
シ

の
番
で
、
そ
れ
は
第
二
次
世
界

D

た
し
か
に
そ
の

R
．
ロ
ラ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
っ
て
い

（
九
十
四
歳
）
が
い
ま
す
。
彼
は
た
く
さ
ん
文
通
し
ま
し
た
。

片
山
敏
彦
、
尾
崎
喜
八
、
彫
刻
家
の
高
田
博
厚
も
い
ま
す
。

上
田
秋
夫
の
と
こ
ろ
に
は

R
．
ロ
ラ
ン
の
手
紙
が
と
っ
て
あ

り
ま
す
。

R・

ロ
ラ
ン
か
ら
尾
崎
宛
て
の
手
紙
は
尾
崎
夫
人

の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
片
山
宛
て
の
手
紙
は
東
京
の
片
山

文
庫
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
手
紙
の
写
し
は
す
べ
て
、
パ

リ
の
マ
リ
ー
．

R
．
ロ
ラ
ン
の
文
書
保
存
所
に
も
あ
る
は
ず

し
た
。

い
ま
も
ま
だ
整
理
中
で
す
。
こ
の
作
業
は
長
く
か
か

り
ま
す
。
わ
た
し
は
い
ま

R
・
ロ
ラ
ン
の
全
書
簡
を
集
め
る

努
力
を
し
て
い
ま
す
。
数
年
前
に
わ
た
し
は
「
公
表
さ
れ
た

手
紙
の
年
代
順
目
録
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
未
発
表

の
あ
ら
ゆ
る
手
紙
を
加
え
て
増
補
し
て
い
ま
す
。
全
体
が
コ

ン
ビ
ュ
ー
タ
に
記
録
し
て
あ
り
ま
す
。
な
お
ま
た
、
本
文
を
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Q

と
こ
ろ
で
日
記
は
？

五

い
つ
公
開
さ
れ
る
の
で
す
か
。

〈
日
記
〉

ラ
ン
は
、
手
紙
の
タ
イ
プ
に
よ
る
写
し
を
わ
た
し
に
用
立
て

て
く
だ
さ
っ

た
の
で
す
が
、
あ
い
に
く
な
こ
と
に
そ
れ
ら
の

写
し
は
往
々
に
し
て
間
違
い
だ
ら
け
で
す
。
確
か
め
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
現
物
に
当
た
る
か
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ

ば
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
、
フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
に
当
た
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
も
し
保
存
し
て
あ
れ
ば
封
筒

を
調
べ
る
こ
と
も
興
味
深
い
の
で
す
。
封
筒
か
ら
は
、
日
付

に
つ
い
て
役
に
立
つ
情
報
が
得
ら
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
、

R
・
ロ
ラ
ン
が
手
紙
の
ほ
か
に
本
を
送
っ
た
か
ど
う
か
、
ま

た
そ
れ
に
献
辞
を
添
え
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
も
典
味
深

い
の
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の

〈
日
記
〉
の
問
題
は
で
す
ね
I

マ
リ
ー

•
R

．
ロ
ラ
ン
は

生
前
に
そ
の
抜
粋
を
公
表
し
ま
し
た
が
ー
ー
占
キ
純
な
仕
方
で

取
り
決
め
が
し
て
あ
り
ま
す
。
現
物
に
は
封
印
が
し
て
あ
っ

て
、
二

0
0
0
年
に
な
ら
な
い
と
解
除
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、

A Q
 

一
九
一
四
年
に
は
、
彼
は
は
っ
き
り
言
い
ま

ロ
ラ
ン
は
、
わ
た
し
が
そ
の
〈
日
記
〉
を
読
む
こ
と
を
許
し

て
下
さ
っ
て
、
タ
イ
プ
・
コ
ピ
ー
が
若
干
あ
り
ま
す
。

一
九
三
九
年
の
独
ソ
条
約
の
さ
い
に
書
か
れ
た
日
記
を
読
ま

れ
た
あ
と
、
ど
う
い
う
印
象
を
お
受
け
に
な
り
ま
し
た
か
。

ま
ず
考
え
た
の
は
、
こ
れ
が
公
表
さ
れ
な
い
の
は
残
念
だ
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
じ
っ
さ
い
こ
れ
を
見
れ
ば
、
当
時
の

R
・
ロ
ラ
ン
の
立
場
が
は
っ
き
り
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す

し、

R
．
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
抱
き
う
る
見
方
に
陰
影
を
添
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
に
気
が

つ
い
た
の
で
す
が
、

一
九
一
四
年
か
ら
一
九
三
九
年
ま
で
の

う
ち
に
、

R
・
ロ
ラ
ン
の
立
場
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。

に
関
係
し
た
ペ
ー
ジ
な
ど
で
し
た
ら
。

生
前
マ
リ
ー
•
R

深
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
か
で
も
、
あ
る
い
く
つ
か
の
時
期

抜
粋
は
別
で
す
。
そ
れ
が
刊
行
さ
れ
た
ら
、

た
し
か
に
興
味

ン
が
作
成
し
た
り
、
書
簡
集
に
添
え
ら
れ
た
り
し
た
日
記
の

し
場
合
に
よ
り
け
り
で
す
が
、

す
で
に
マ
リ
ー

•
R

・
ロ
ラ

そ
の
と
き
が
来
る
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
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Q
 

一
九
＿
―
-
九

し
た
。
「わ
れ
わ
れ
の
良
心
が
語
れ
と
命
ず
る
こ
と
を
語
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い

。」

一
九
三
九
年
に
は
、
彼
は
言
い
ま

す
。
「わ
た
し
は
発
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら

黙

っ
て
い
る
、
す
く
な
く
と
も
公
の
場
で
は
。
」
一
九
一
四

年
に
は
、

自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
声
高
ら
か
に
語
る
こ

と
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
っ
た
の
で
す
。

年
に
は
、
彼
は
思
い
き
っ
た
発
言
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
ぜ
で
す
か
。
マ
リ
ー
の
息
子
の
た
め
で
す
か
。

そ
う
で
す
。
そ
れ
に
ソ
連
に
残
っ
て
い
た
家
族
の
た
め
で
す
。

し
か
し
一
九
一
四
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
人
た
ち
ゃ
壁

壕
で
戦
っ
て
い
た
人
た
ち
に
向
か
っ
て
、
彼
は
〈
戦
い
を
超

え
て
〉
と
言
っ
た
の
で
す
。
一
九
三
九
年
に
は
、
思
い
き
っ

て
公
然
と
戦
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
身
を
置
こ
う
と
は
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
一
九
三
九
年
の
新
絹
「
戦
い

を
超
え
て
」
と
な
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
を
〈
日
記
〉
に
書

き
留
め
ま
し
た
。
も
っ
と
も
彼
は
、
妻
と
、
ソ
連
に
い
る
彼

女
の
息
子
と
そ
の
家
族
と
の
た
め
に
、
思
い
き
っ
て
こ
の
本

を
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
を
認
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

こ
う
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
「
事
情
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

宮
本
ヱ
イ
子

森
本
達
雄

村
上
光
彦
夫
妻大

谷
暢
順

佐
々
木
斐
夫

小
尾
俊
人

出
席
者
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

（注
は
69
頁
に
あ
り
ま
す
）

み
ず
か
ら
の
良
心
に
し
た
が
っ
て
発
言
す
べ
き
な
の
か
。
」

一
九
一
四
年
の
と
き
の
態
度
に
忠
実
だ
っ
た
な
ら
、
彼
は
こ

う
言
う
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
わ
た
し

は
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
発
言
し
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
の

全
体
主
義
を
、
ま
た
な
に
よ
り
も
彼
が
自
分
を
信
頼
し
て
い

る
諸
国
民
を
欺
き
な
が
ら
、
破
廉
恥
に
も
そ
の
政
策
を
遂
行

し
て
き
た
態
度
を
こ
そ
告
発
し
よ
う
。
」
も
っ
と
も
一
九
一

四
年
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
い
た
彼
の
親
族
に
は
な
ん
の
心
配

一
九
三
九
年
の
マ
リ
ー
の
家
族
の

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ば
あ
い
、
事
情
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
夫
妻

永
田
和
子
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(4
)
 

(2
 九

九
二
年
刊
）
参
照
。

一
九
九

ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
に
向
か
い
合
う
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
—
—
’

(3
)
 

セ
ー
ル
社

ー
四

一
ペ
ー
ジ
。

五
九
年
刊
）、
第
二
章
「
三

つ
の
閃
光
」
参
照
。
R
．
ロ
ラ

ン
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
〈
閃
光
〉
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
、

三一

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
「
最
後
の
扉
の
敷
居
ぎ
わ
で
」
（
デ
ュ
・

一
九
八
九
年
刊
）
参
照
。
こ
の
粛
物
に
は
、
修

道
士
た
ち
と
の
往
復
店
簡

(-
九
三
八
年
ー
一
九
四
四
年
）
、

こ
の
時
期
に
か
か
わ
る

〈
日
記
〉

の
抜
粋
、
「
「
福
音
書
」
を

め
ぐ
る
対
話
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ル
ナ
ン
と

R
．
ロ
ラ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ュ
・
デ
ュ

レ
の
、

十
分
に
行
料
の
裏
付
け
の
あ
る
論
文
「
エ

感
嘆
か
ら
論
難
へ
？
」
（
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
雑
誌
」

四
年
、
第

一
号
、
七
四
ー
―

一
三
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

セ
ル
ジ

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
「
モ
ス
ク
ワ
ヘ
の
旅
」
カ
イ
エ
・
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
第
二
九
巻
、
（
ア
ル
バ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
社
、

(l
)
「内
面
の
旅
路
j

新
版
（
ア
ル
バ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
社
、

一
九
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ロマン・ロラン研究所の活動

財団法人ロマン・ロラン研究所は、 ロマ ン・ロ ランの翻訳と研究に生狂を

棒げた元・大阪市立大学教授 宜本正消 (1898-1982)の私財を -i:に

1971年4月、 設立されました。

ロランの一国家一民族にとらわれない全枇界、人類のユニテと調和をめざ

した人間愛の息想を、後世に逍したいという強いl頒望から生れた ものです。

これまでの重要な活動である公開講演等は次のとおり です。（敬称略）

1971. 5. 15 ロマン・ロランと日本の行年（短紺映画 「ロマン・ロラン」上映）

1971.11.27 苦悩のなかのインド

1972. 6. 24 ロマン・ロランとフランス革命

1973. 5. 26 ロマネスク美術 プルゴーニュ地方の教会を中心にして

1973.12.18 私の人間観

1974. 6. 29 私の通った芝居の道

宮本正消

森本 達雄

波多野茂弥

高井博子

末川 博

毛利菊枝

1974. 12. 5 ロマン・ロラン没後 30周年記念ー講演と音楽のタペ 佐々木斐夫

演奏：玉城慕子

1976. 7. 11 ロマン ・ロランとゲーテ 南大路振一

ユダヤ民族と西洋文明 岡本消ー

1977. 2. 10 中国文学とロマン・ロラン 相浦呆

1989. f 20 ロマン・ロランの反戦思想と現代 加藤周一

1989. 6. 9 ロマン・ロラン全集と私 小尾俊人

1989. 9. 29 ロマン・ロランの革命劇からーフランス革命200周年の記念に

中川久定

1989.11.17 ロマン・ロランとの出会いから 尾埜善司

1990. 1. 27 ロマン・ロランに負うもの一平和と音楽 新村 猛

1990. 6. 2 ロマン ・ロランとガンデイー 森本達雄

1990. 9. 26 「魅せられたる魂」と私 樋口茂子

1990.10.26 占領時代における日本社会とロマン ・ロラン 小尾俊人

1990.11.30 ロラン・片山・ヘッセ 宇佐見英治

1991. 3. 1 ロマン・ロランと私 松居直
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1991. 6. 4 ロマン・ロランと ベートー ヴェン

1991. 9. 27 ロマン・ロラ ンとデュアメル

1991.10.25 ロマン・ロランの思想の二面性

1991.11.29 初めにロマ ン ・ロラ ンあり

1992. 1. 29 自伝的諸作品について

1991. 6. 26 〈大洋惑情〉 と宗教の発端

1991. 9. 25 ロマン ・ロランとイタリア

1991. 10. 30 ロマン・ロランの革命劇をめぐって

1991.11.27 宮本正清 没後十年記念追悼会

静かにやさしき顔

ふしぎな静けさ一宮本正清の世界

ピアノ演奏

1993. 1. 29 ロマン・ロランの演劇的世界

1993. 5. 24 ガンディーとロマン ・ロラン

1993. 6. 23 「魅せられたる魂」を語る（前）

1993. 10. 15 「魅せられたる魂Jを語る（後）

1994. 9. 9 ロマン ・ロランと音楽

青木やよひ

村上光彦

兵藤正之助

岡田節人

佐々木斐夫

岩田慶治

戸田 幸策

鶴見俊輔

佐々木斐夫

小尾俊人

山田 忍

石田和男

山折哲雄

重本恵津子

重本恵津子

中野 雄

1994. 10. 14 神秘と政治ーロマン・ロラン、その思索と行動のあいだ

B. デュシャトレ

ロランとフランス革命 河野建二

自然科学とゲーテ 岡田節人

1994. 12. 3 ロマン・ロランとドイツ音楽 岡田暁生

ピアノ演奏ーベートーヴェン、デュカ他作品 小坂圭太

1994. 12. 24 おはなし「ピェールとリュス」と「また逢う日まで」 今江祥智

映画上映「また逢う日まで」監督今井正

1995. 1. 27 ロマン・ロランと日本人たち 小尾俊人

月例会の〈読書会〉は 169回（日本ロマン・ロランの友の会時代から数

えると 344回）を迎えます。「ジャン・クリストフ」「魅せられたる魂」を

はじめ、ロランの諸作品を、読んでまいりました。 1992年からは「ロマ

ン・ロランと音楽」をテーマに神戸大学助教授岡田暁生氏を講師に自由な雰

囲気で学んでおります。
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賛

助

会

員

、

寄

付

者

名

簿

有

馬

通

志

子

巌

田

ひ

ろ

み

浅

井

幸

芦

田

友

秀

安
倍
道
子
安
倍
秀
風
プ
リ
ュ
ー
ネ
・
ア
ン
ド
レ

シ
ッ
シ
ュ

．
D
.
由
紀
子

出

口

治

男

海

老

一

郎

福

井

友

栄

福

田

万

紗

子

福

田

真
人

古

家

和

雄

畑

中

正

一

畑

中

和

子

浜

田

賜

仁

井

国

雄

林

次

郎

日

野

二
三
代

樋

口

茂

子

法
蔵
館

・
社
長

西

村

明

．

今

江

祥

智

・
稲
畑
産
業
株
式
会
社
・
社
長
稲
畑
勝
雄
井
土
熊
野

井
土

真
杉

乾

昌

明

伊

砂

利

彦

岩

坪

嘉

能

子

加

藤

澄

子

狩

野

直

禎

清

原

章

夫

岸

田

綱

太

郎

喜
多

寿

子

近

藤

正

雄

川

勝

三

郎

河

田

厚

公

北

垣

博

美

北
垣
み
ど
り
木
之
下
洋
子
熊
木
秀
雄

小

牧

久

時

栗

林

弘

小

貰

桂

子

前

田

和

子

三
好

暁

光

美

木

陽

子

前

田

政

昭

本

野

妙

子

森

内

冨

美

子

村

上

光

彦

森

本

達

雄

宮

本

ヱ

イ

子

森

久

光

雄

松

井

菊

恵

虫

賀

宗

博

成

田

雅

美

西
村
喜
代
子
西
原
久
美
子

永

田

和

子

西

成

勝

好

野

村

庄

吾

鍋

谷

郁

二

中
津

雅
野
、
野
口
榮
子

成
11,!Jヽ

謝

（ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
・
敬
称
略
）
•
特
別
会員

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
五
十
年
記
念

1
9
9
4
年
度

西

村

淳

男

中

川

久

定

中

川

春

江

．

小

尾

俊

人

•
岡
田
節
人
小
田
秀
子
折
田
忠
温
大
出
學

落

合

孝

幸

大

川

起

示

子

岡

部

素

行

奥

和

義

奥

彦

徳

大

谷

暢

順

大

谷

史

朗

大

谷

佳

世

子

・
千
登
三
子
・
佐
々
木
斐
夫
ユ
ニ
友
居
・
社
長
山
本
勝

坂
谷
千
歳
佐
藤
ミ
サ
エ
佐
久
間
由
紀
子
坂
西
伸
夫

志
賀
錬
三
杉
本
千
代
子

重

本

恵

津

子

杉

本

峯

子

鈴

木

文

代

佐

藤

て

る

代

佐

川

一

郎

新

宮

恵

美
子

杉

田

谷

道

手

塚

み

ど

り

谷

岡

武

雄

田

中

阿

里

子

田

代

輝

子

鳥
井

素

三

高
橋
佐
多
子
朝
長
梨
枝
子

谷

口

良

則

タ

ゴ

ー

ル

映

子

多

田

淳

子

谷

口

良

三

長

美
穂

千

阪

靖

朗

武

田

久

仁

子

辻

孝

三

郎

梅

原

ふ

さ

内

田

真
理

子

氏

家

玲

子

宇

佐

見

英

治

和
田

育
子

渡

辺

都

安

田

倶

子

山

下

雅

子

吉

原

圭

子

山

本

信

子

八

木

美
佐
子

（
一
九
九
四
・
十
二
月
三
十

一
日
締
切
）

計
（
二

0
六
五

‘
0
0
0円）
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一

思

い

が

け
な

い
阪
神
大
震
災
で
御
災
厄
に
遭
わ
れ
ま
し
た
皆

さ
ま
に
、
心
か
ら
の
お
見
舞
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
か
ら
ず
も
思
い
出
し
ま
し
た
の
は
ロ
ラ
ン
が
「
周
航
」
（
内
面

の
旅
路
の

一
章
、
全
集

17
巻
五
五
四
頁
）
の
な
か
の
言
葉
で
す
。

「
日
本
の
魂
が
、
己
れ
の
心
の
う
ち
に
建
て
て
い
る
支
配
力
は
、

火
山
性
の
島

々
の
上
に
築
か
れ
た
そ
の
帝
国
と
同
じ
よ
う
に
古

い
。
聖
な
る
山
の
雪
の
下
で
は
火
が
燃
え
て
い
る
。
そ
し
て
周
期

的
に
そ
の
火
が
、
品
位
に
充
ち
た
都
市
の
姿
を
震
わ
せ
る
。
都
市

が
こ
の
火
の
動
悸
を
感
じ
な
い
日
は
一
日
も
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
日
本
の
魂
の
、
こ
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
芸
術
家
の
、
彼
ら
の

描
く
行
動
の
路
線
が
そ
こ
な
わ
せ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
氷
と

火
と
、
山
と
海
と
彼
ら
は
そ
れ
に
よ
っ
て
調
和
を
つ
く
つ
て
い
る
」

こ
の
文
章
は
彼
が
一
九
二

0
年
代
に
知
り
あ
っ
た
日
本
人
た
ち

の
、
そ
の
「
東
京
と
京
都
と
の
若

い
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
た
ち

に
お
い
て
、
あ
ん
な
み
ず
み
ず
し
さ
と
あ
ん
な
炎
、
熱
意
の
あ
の

ょ
う
な
薪
、
あ
の
よ
う
な
情
熱
と
涙
、
誇
り
古
向
い
意
思
力
が
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
、
こ
の
心
情
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
に
感

じ
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
り
ま
す
。

日
本
が
こ
の
二
つ
の
間
の
均
衡
の
感
覚
を
喪
っ
た
と
き
、
あ
の

災
厄
が
日
本
人
全
体
の
運
命
へ
の
予
告
と
し
て
訪
れ
た
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
勇
気
を
も
っ
て
立
ち
上
が
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

ー

ロ

ラ

ン

没

後

五
十
年
記
念
の
催
し
は
、
予
定
通
り
、
つ
つ
が

あ

と

が

き

な
く
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
御
協
力
に
心
か
ら
の
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
プ
レ
ス
ト
大
学
教
授
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
氏
は
御
夫
妻

と
も
ど
も
本
研
究
所
の
た
め
に
来
日
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
感
慨

ぶ
か
い
講
演
は
本
冊
子
で
、
改
め
て
各
位
に
御
吟
味
た
ま
わ
り
た

い
と
存
じ
ま
す
が
、
氏
の
談
話
に
、
五
十
周
忌
の
催
し
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
盛
大
さ
は
ド
イ
ツ
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
氏
の
編
集
し
た
ロ
ラ
ン
の
著
作
は
「
ロ
ラ
ン
と

N
R
F
」

「
モ
ス
ク
ワ
ヘ
の
旅
、
一
九
―
―
＿
五
・
六
月
|
七
月
」
「
最
後
の
門
の
敷

居
に
立
っ
て
1

日
記
と
対
話
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
残
念
に
も
未

訳
で
す
。
追
い
追
い
日
本
語
で
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
講
師
の
皆
さ
ま
、
聴
衆
の
皆
さ
ま
、

運
営
に
あ
た

っ
て
資
金
や
無
償
奉
仕
で
御
協
力
な
さ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
の

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

(T• 

0
)
 

ユ
ニ
テ
部

小

尾

俊

人

野

村

庄

吾

西

村

明

宮
本
ヱ
イ
子

表
紙

装
丁

小

尾

俊

人
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MYSTIQUE ET POLITIQUE : ROMAIN ROLLAND 

ENTRE LA PENSEE ET L'ACTION 

Bernard DUCHATELET 

Du Romain Rolland auteur de Saint Louis, sa 

premiere piece publiee, en 1897, ou il exalte la foi en Dieu, au 

Romain Rolland qui fait en 1935 un Voyage a Moscou et se 

presente officiellement comme le defenseur de l'URSS stalinienne, 

quel chernin parcouru ! L'horn1ne a-t-il, a ce point, change ? 

Comment expliquer des visages aussi differents ? 

Romain Rolland a paru, rnerne a ses arnis, 

contradictoire. Et cependant, l'on sent en lui une permanence. 

Pour cornprendre cet homrne qui a vecu de 1866 a 1944 et qui a 

pris des positions souvent mal comprises, dans une Histoire qui, a 

deux reprises, a bouleverse l'Europe, il ne faut pas oublier la rnise 

en garde qu'il a souvent faite. 

S'il a fait sienne la devise de Goethe : 0Meurs et 

deviens !0 il a souvent repete que pour juger un hornrne il fallait 

tenir compte de sa trajectoire complete. Deja, a propos de son 

heros Jean-Christophe, il notait que, pour bien le comprendre, il 

fallait non pas le regarder en une heure de sa course, rnais 

embrasser l'ensernble de la route : ℃ e n'est qu'au terrne de cette 

vie que se devoilera le sens de ses forrnes successives, de ses 

contradictions apparentes et de la loi interieure qui les explique et 
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les harmonise.■1 

Dans chacune des biographies qu'il a ecrites Romain 

Rolland a toujours voulu montrer cette loi interieure qui explique 

et harmonise ce qui peut paraitre elements contraires. Tachons de 

le faire dans son cas et voyons comment ses engagements ont 

toujours repondu a une necessite interieure, a une vision mystique 

du monde. 

Tres tot, a vingt-deux ans, Romain Rolland fixe son 

℃ redo0 ; il l'a elabore a partir de Spinoza, de Wagner, de Tolstoi et 

de quelques autres ; il s'est fait du monde et de la vie une vision 

qu'il exprime dans une oeuvre de jeunesse, datee du 4 mai 1888 : 

Oredo quia verum. Chaque homme est une parcelle du grand Tout, 

qui est la Vie et l'Etre, et, dans sa vie individuelle, participe a la 

Vie Universelle, qui est Dieu. Partie du Temps et de l'Espace, le 

moi se confond avec l'Un cosmique qui le depasse et l'englobe ; 

0l'homme est une incarnation passagere de Dieu"2. Chacun doit 

jouer son role dans la syrnphonie d'ensemble et aider les autres 

hornrnes a participer au Divin. Le role de !'artiste est de faire 

sentir la Force divine qui s'agite en chacun des hommes. C'est une 

fa~on de les aimer que de reveiller en eux la Foi en la Vie et de les 
rassembler dans cette Unite. Romain Rolland conclut ainsi son 

Credo : 0Une seule Ame nous anime. Immense, polyphonique. Et 

!'Amour est le lien du prodigieux accord, qui est fait des combats 

aussi bien que des etreintes. L'Amour est le feu de vie. Sans lui, 

1. Romain Rolland, Pages clwisies, avec une introduction et des notes par Marcel 
Martinet, Ollendorff, 1921, vol. 1, p. 211. 
2. Le C砿 trede la rue d'Ulm, "Journal" de Romain Rolland a l'Ecole normale 
(1886-1889), suivi de "Quelques lettres a sa mere" et de "Credo quia verum", 
Avant-propos d'Andre George, Cahiers Romain Rolland n°4, Albin Michel, 1952, 
p. 371. 
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tout est Nuit."3 

Ainsi le moi vit d'une double vie, en quelque sorte. II 

participe de la Vie Universelle, du Moi cosmique, qui le depasse et 

l'absorbe, puisque cette Vie etait avant lui et sera apres lui ; mais 

il est ce moi d'aujourd'hui, le temps de sa vie presente. D'ou la 

question qui se posera dans des termes parfois differents, mais qui 

sera finalement toujours la meme : comment vivre ce temps 

present, l'histoire de son moi personnel, de fa<;on a co'incider avec 
la Vie Universelle, le Dieu qui depasse l'homme ? Comment dans 

son action (politique, pour ainsi dire) rester fidele a sa vocation 
(mystique) ? Ou se situe la liberte du Moi individuel ainsi pris dans 

le courant de la Vie Universelle ? A quoi s'ajoute une question 

subsidiaire irnportante : le role de !'artiste est-il de se rneler a 
l'action (pour un role politique, en s'engageant) ou de faire sentir 

le Divin present en chaque etre (exprimer une vision mystique) ? 

Toute sa vie Romain Rolland sera travaille par cette 

question. Par nature il est reveur, conternplatif et soucieux 

d'insuffler la foi qui est la sienne. Mais, a plusieurs reprises, il est 

entre dans l'action. 11 se jugeait bien lui-meme, le 10 novembre 

1914, quand dans une lettre a Marcel Martinet il ecrivait : "Je ne 

suis pas un homme d'action. Je n'etais pas fait pour !'action, je suis 

un contemplatif qui aime a voir, a comprendre, a chercher le 
rythme et l'harmonie caches. Cependant la sincerite meme d'une 

vision independante et un instinct de justice m'ont, deux ou trois 

fois dans ma vie, force a prendre parti dans l'action, contre 

l'insolente tyrannie d'une opinion oppressive et degradante."4 De 

3. Ibid., p. 379. 
4. Romain Rolland. Journal des annees必仰erre,1914-1919, Albin Michel, 1952, 
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meme, le 22 avril 1920, il ecrivait a Sofia Bertolini : 0Je peux dire 

que j'aurai ete mene dans ma vie par mon nom. De nature, j'etais 

un petit garc;on tranquille qui ne demandait qu'a rester en paix. 

Mais mon nom n'etait pas tranquille, lui ; il sonnait la charge ; il 

m'a mene tambour battant."5 

Revenons en arriere et o bservons la vie et les 

oeuvres de Romain Rolland, a la lumiere de ces considerations. 

Des le debut, dans ses premiers drames et jusqu'a sa 

piece Les Loups (1898), il est fidele a sa vocation 11mystiqueU, si l'on 

peut dire. Conformement a son Credo quia verum, il ecrit des 

pieces qui expriment le rythme de la Vie et le role de la Foi. 

Que ce soit les quelques pieces encore inedites 

(Orsino, Les Baglioni, Niobe, Le Si如gede Mantoue, Jeanne de 

Piennes) ou les pieces publiees (Saint Louis, Aert) Romain Rolland 

se fait le chantre de la Vie. Et s'il vient en 1895-1897 a douter de la 

societe de son temps, qu'il voit livree a la decadence, il exalte, en 

contrepartie, sa propre foi et son esprit religieux, en ecrivant un 

Savonarole inacheve. C'est l'epoque ou il decouvre Mazzini et le 

socialisme, qu'il regarde non comme une politique, mais comme une 

Foi capable de regenerer la societe et lui insuffler une vie nouvelle. 

Quand il s'engage, pour la premiere fois, avec Les 

Loups (1898), en pleine affaire Dreyfus, il tente d'ailleurs d'elargir 

le debat, soucieux de montrer le heurt de deux fois respectables 

aux prises dans un conflit cornelien : la foi en la patrie, la foi en la 

justice. Romain Rolland s'efforce de montrer que les ennernis ont 

p. 114. 
5. Lettre publiee dans le Bulle杜nde l'A ssocia杖ondes A mis de Romain Rolland, 
n°5 51-52, juin 1960, p. 39. 
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droit au respect mutuel, au nom de la foi qui les anime. C'est dans 

ce meme esprit qu'il ecrit les premieres pieces de son •Theatre de 

la Revolutiona : Le応 omphede la raison (1899), Danton (1900), Le 

Quatorze Juillet (1901) ; il voit dans la Revolution une convulsion 

de l'Histoire et il veut, epousant les passions des heros, faire sentir 

le mouvement qui les emporte. 

Delaissant le theatre, il ecrit alors son premier grand 

roman, Jean-Christophe (1903-1912). On y retrouve le meme souffle, 

mais Romain Rolland s'attache surtout a montrer un moi qui peu a 

peu s'eveille et prend conscience de son etre, tout en etant relie au 

grand Tout dont il fait partie. La conscience de Christophe nait au 

bord du Rhin et, a sa mort, Christophe rejoint le grand Ocean. Le 

roman se deroule ainsi sur plusieurs plans. D'un cote, la vie de tous 

les jours, et les accidents de la vie temporelle ; cela amene le 

rornancier a se faire l'historien du present et a observer l'histoire 

en mouvement. D'un autre cote, la vie profonde, vraie, de 

Christophe, qui decouvre tres tot qu'il existe un autre monde ; cela 

commence a l'eglise quand il est enfant, puis se poursuit quand, 

adolescent, il a une subite revelation : "Le voile se dechira. Ce fut 

un eblouissement. A la lueur de l'eclair, il vit, au fond de la nuit, il 

vit -il fut le Dieu匹 Toutesa vie Christophe Krafft exprimera cette 

Force et cette Vie, celle du Dieu qu'il porte. 

Ainsi, rnenant, en quelque sorte, cette vie double, 

Jean-Christophe peut se meler a la vie de son temps, tout en 

conservant un regard detache. On constate que, comme son 

createur, le heros, apres s'etre engage dans les luttes, s'est retire 

6. Romain Rolland, Jean-Christophe, edition en un volume, Albin Michel. 1966, p. 

264. 
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de !'action, a partir du Buisson ardent ; s'il a exalte tout ce qui est 

foi ardente, elan de vie, regeneration morale, combat pour un 

monde nouveau, il s'est mis, a la fin de sa vie, au service de l'art, 

refusant que celui-ci soit enrole au service d'un parti7. Romain 

Rolland pensait, ainsi, maintenir un juste equilibre. 

Malgre les apparences, durant la premiere guerre 

mondiale Romain Rolland ne s'engage pas veritablement dans une 

action politique. Ainsi qu'il le fait remarquer a Marcel Martinet 

dans sa lettre du 10 novembre 1914 : "Je ne suis pas un homme 

d'action. Si je l'avais ete, je l'eusse montre, d'autre fac;on que je 

n'ai fait匹 Apresavoir analyse la situation et rappele l'exemple du 

Christ et de ses disciples Romain Rolland conclut ainsi cette 

lettre : • A une foi nouvelle, il faut pour la fonder des pierres 

inebranlables, de grandes a.mes de foi, des a.mes qui, comme celles 

de ces premiers apotres, soient capables de tout sacrifier [ ... ] pour 

n'etre qu'a leur foi. Ma mission n'est pas de travailler directement 

pour la cause socialiste (je n'appartiens a aucun parti). Mais je dois 

la servir, d'une fac;on indirecte, en cherchant a grouper une elite 

d'esprits qui soit vraiment au-dessus de tous les prejuges de partis 

et de patries."0 

Ne pas s'affilier a une cause, plaider pour la liberte 

et la defendre, aider les autres a rester lucides, c'etait reprendre le 

combat de Christophe et d'Olivier. Ce sera la ligne de conduite de 

Romain Rolland durant les annees de guerre. Sans doute salue-t-il, 

en 1917, "la Russie libre et liberatrice", rnais c'est aussitot pour la 

7. Voir ibid., p. 1287. 
8. Journal des annees de guerre, op. cit., p. 115. 
9. Ibid., p. 116. 
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mettre en garde contre les exces ou la Revolution fran<;aise etait 

tombee. Et, le 9 janvier 1918, il precise a Henri Guilbeaux qui veut 
l'enregimenter du cote des bolchevicks : 

"La liberte a laquelle j'ai voue mon amour et mon 

energie tout entiere est la liberte morale. Elle ne se trouve pas plus 

assuree par le socialisme ou le bolchevisrne que par le capitalisme. 

Le socialisme et le bolchevisrne accornplissent, dans le domaine 

materiel, une oeuvre necessaire, mais insuffisante dans le domaine 

de !'esprit. Et trop souvent, ils foulent aux pieds cette liberte 

morale qui, pour moi, donne a la vie son seul prix. [ ... ] Moi, je suis 

avec Erasme et Montaigne, qui se sont retires de !'action, pour 

mieux combattre. Et j'estime qu'ils ont agi plus efficacement que 

les Reforrnateurs pour la liberte future de l'humanite.'10 

Il est l'homrne de l'independance de l'Esprit qu'il 

veut maintenir coute que coute. Il refuse le bolchevisme et, avec 

Georges Duhamel, il s'oppose a Henri Barbusse et a Paul Vaillant-
Couturier. Son engagement se refuse a etre politique : 

"La seule chose a laquelle je m'interesse, en tant 

qu'intellectuel, c'est la libre recherche de la verite. Elle n'est pas 

plus favorisee sous un regime que sous un autre. Clemenceau 

l'opprime, Lenine l'opprirne, tout Etat fonde sur la suprematie 

majoritaire l'opprime, et ... sur la dictature minoritaire, encore 

plus. La lutte sociale est une chose ; les combats de !'esprit en sont 

une autre. [ ... ] 

Je maintiendrai toujours l'lnternationale de !'Esprit 

en dehors de la 2e, de la 3e, ou de laが Internat10nale de l'Action. 

I 0. Ibid., p. 1389-1390. 
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Ce sont des mondes qui ne sont pas juxtaposables. [ ... ] 

L'Internationale de !'Esprit […] se refuse a tout unitarisme officiel 

et commande d'Etat, d'Eglise ou de Parti."11 

Romain Rolland ne s'engage pas dans la lutte sociale. 

t:crivain, il veut agir par ses ouvrages : uun livre vaut une armee."12 

Il publie en 1919 Liluli, en 1920 Pierre et Luce et Clerambault ; ce 

dernier livre met en scene un homme qui, pendant la guerre, apres 

s'etre laisse submerger par les passions de la foule, a reussi a s'en 

degager ; il se dresse alors'homme de paix absolue et de libre 

conscience•. La publication d'une piece inachevee de 1897, Les 

Vaincus, est !'occasion d'une preface , datee de juillet 1921, 

explicite elle aussi : Romain Rolland se situe≪au-dessus de la 

melee≫: son devoir est "!'affirmation de l'ame libre, qui se refuse a 

transiger avec toute tyrannie, et dont la mission propre est de 

defendre contre les Reactions, comme contre les Revolutions, 

l'ideal sacre de la Liberte de l'Esprit"13. 

De<;u par les violences de la Revolution russe, il 

n'accepte pas !'intolerance des partis. Dans sa controverse avec 

Barbusse, en 1921-1922, ii refuse la dictature communiste, voulant 

•garder l'integrite de [la] pensee libre, fut-ce contre la 

Revolution"14. II quitte alors Paris et s'installe en Suisse, a 

Villeneuve. 

11. Lettre a Jean-Richard Bloch, du 30 janvier 1920, publiee dans : Romain 
Rolland, "Journal inedit (1919-1920)", Europe, nos 439-440, p. 196-198. 
12. Extrait d'une lettre a Jean-Richard Bloch, citee・dans Voyage a Moscou de 
Romain Rolland, Introduction et notes de Bernard Duchatelet, Cahiers Romain 
Rolland, n°29, Albin Michel, 1992, p. 36. 
13. Romain Rolland, Les Vaincus, Editions《cLumieren,Anvers, 1922, p. 16. 
14. Lettre de Romain Rolland a Henri Barbusse du 2 fevrier 1922, dans Teェtes
politiques, sociaux et philosophiques choisis de Romain Rolland, Introduction et 
notes par Jean Albertini, Editions sociales, 1970, p. 216. 
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11 se remet au roman et commence L'Ame enchantee. 

Son projet est clair ; il l'exposera, une fois l'ouvrage termine : 

Annette, !'heroine, un etre de tous les jours, en qui chacun peut se 

reconnaitre, va vivre une vie ordinaire ; mais a cette vie, comme a 

celle de Christophe, s'ajoute, invisible, une autre vie, la vraie vie. 

Une note du 11 juin 1921 precise par quelles etapes doit passer 

Annette, quelles formes va revetir sa vie, et en annonce ainsi la 

fin : "La cinquieme fonne, -la demiere (quand elle a atteint et deja 

depasse le point de maturite) -sera toumee vers Dieu -vers 

l'I江ini. Ce sera une profonde vie mystique […] dont rien ne 

transparait au dehors."15 Ainsi Annette mene, a l'insu de tous, une 

'existence souterraine" dont elle prend conscience de temps a 

autre, par eclairs, mais qui se devoilera seulement a la fin, au 

moment du supreme 0desenchantement". Romain Rolland a deja 

prevu le futur Comte Bruno Chiarenza, le sage qui asait juger des 

a.mes et de leurs valeurs cachees11 ; il note le 16 juillet 1921 : "Toute 

la metaphysique de !'oeuvre s'eclaire dans les entretiens finaux 

avec l'ami. Dans le reste de !'oeuvre, c'est la vie qui s'ignore, -la 

meme vie pourtant, la meme vie profonde, mais obscure, -qui 

s'explique a la fin."16 Romain Rolland reste fidele a son Credo de 

1888 : 0La Mort, c'est la Vie toute puissante et parfaite. Elle me 

restitue mon etre veritable. Elle acheve de rompre !'illusion, dont 

j'ai peine a me rendre maitre, pour me plonger dans la 

bienheureuse conscience de la Vie Universelle."17 Dans cet esprit 

Romain Rolland redige Annette et Sylvie (1922), puis L'Ete (1924) et 

15. Note ci tee par Bernard Du cha tel et, dans "Histoi re et mystique dans 
L'Annonciatrice", Cah如 sdu CERF XX, Universite de Brest, n°1, 1985, p. 60. 
16. Ibid., p. 61. 
17. Le Cloitre de la rue d'Ulm, op. cit., p. 377. 
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enfin M如eet Fils (1927). 

C'est aussi l'epoque ou ii se tourne vers l'lnde, 

s'interessant en 1923 a Gandhi, dont ii ecrit une biographie. 11 

decouvre en lui un revolutionnaire capable de transformer une 

societe sans le recours a la violence. II s'interesse de plus pres a 

l'lnde et publie, en 1929, La Vie de Ramakrishna et, en 1930, La Vie 

de Vivekananda et l'evangile universel. Dans la pensee religieuse de 

l'lnde ii retrouve les grands mystiques de }'Occident et Ies 

philosophes presocratiques. II retrouve, surtout, une source 

profonde a laquelle ii n'a cesse de s'abreuver : le contact avec 

l'Etre. II approfondit ce sentiment, qu'il a toujours eu, d'une union 

indissoluble de l'etre individuel avec le grand Tout, d'une 

appartenance a l'Universel, d'un sentiment "oceanique", 

proprement mystique et religieux, dont il s'explique dans une 

lettre a Freud, le 5 decembre 1927. Ces deux livres sur 

Ramakrishna et Vivekananda lui permettent d'exprimer sa pensee 

la plus profonde : dans ces etudes, ecrit-il a L. Van Tricht, le 1 er 

mars 1930,'l'auteur [ ... ] a peut-etre […] livre plus sa pensee 

metaphysique et religieuse que dans aucun autre de ses livres"18. 

Quand il reprend ensuite L'Ame enchantee Romain 

Rolland n'oublie pas le long voyage qu'il vient d'accomplir aupres 

des Indiens et l'approfondissement de sa propre pensee. Se 

remettant au travail, en octobre 1929, il ebauche diverses scenes et 

ii revient au desenchantement d'Annette a la fin de sa vie, notant : 

・Annette vit main tenant une double vie : 

18. Un beau visage a toiLS sens, choix de lettres de Romain Rolland (1888-1944). 
Preface d'Andre Chamson, Cahiers Romain Rolland, n°17, Albin Michel, 1966, p. 
298-299. 
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-celle sur le plan des jours qui passent, dont elle fait encore partie 

[ ... ] 

-l'irnrnensite interieure qui peu a peu l'absorbe, rnonte cornrne une 

grande Nuit sereine, du fond de la vallee jusqu'aux a.mes [ ... ] 

C'est alors qu'elle aura l'etonnante vision de 

l'anesthesiee (W. James), qui precede de peu sa fin."10 

Depuis longtemps Romain Rolland connait les idees 

du philosophe William James, que celui-ci a exprimees dans 

L'Exp年 encereligieuse. 11 retrouve un monde qui lui est familier, 

"l'experience de l'lnfini et de l'Illusion"20 ; dans ce livre il a lu 

nombre de temoignages montrant l'ame individuelle absorbee par 

l'Etre : "revelations", "visions" exprimant une extase religieuse ou 

l'ego individuel se fond dans l'Ego sans limites, ou le rnoi se perd 

dans l'Un, autant d'experiences mystiques qui rappellent les 

"sarnadhis (extases) caracterises de l'lnde"21. Une des experiences 

signalees par W. James est cette "etonnante vision de 

l'anesthesiee", cellule d'ou est issu le recit de l'agonie d'Annette. 

Romain Rolland dit clairement que la mort 

d'Annette, fusion de l'ame individuelle avec l'Unite Cosmique, est 

une veritable. extase mystique. D'autres notes soulignent aussi cet 

aspect ; telle celle-ci, du 28 juin 1930 : "11 ne faut point perdre de 

vue le but : d l'heure de la mort, l'ame seけouvenue, elle n'a plus 

rien, elle est seule sur le seuil."22 Ainsi, apres avoir rejete les 

derniers "enchantementざ quil'ont tenue captive, Annette va peu a 

peu plonger dans l'Unite : "Aux yeux de ceux qui sont encore 

19. Note citee dans irHistoire et mystique dans L'Annonciatrice", loc. cit., p. 67. 
20. Romain Rolland, La Vie de Vivekananda. Stock, 1930, reed. 1966. p. 226. 
21. Ibid., p. 335 
22. Note citee dans "Histoire et mystique dans L'Annonciat廿ce",loc. cit., p. 70. 
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engages tout entiers dans I'ヽenchantement11, elle s'eloigne 

etrangement."23 Au moment de Ia mort Tame, degagee de toutes les 

formes, s'accouple a l'Etre eternel, et ressent, dans •l'ombre noire• , 

la revelation fascinante de l'identite avec lui'24. 

Mais -et c'est ici un grand toumant dans la vie de 

Romain Rolland -pendant qu'il vit dans le "Songe indien・, ii se 

laisse・enchanter・par une grande'illusion・. Depuis 1927 ii hesite 

sur le jugement a porter sur la revolution russe. Apres s'en etre 

detache, a cause de ses violences, ii revient sur ses preventions. 

Peu a peu, il se rallie et pose a Gandhi la question : ・Jusqu'aquel 

point est-il raisonnable et humain de ne pas accepter ? [ ... ] Et, en 

loyale conscience, pouvons-nous assurer que ce sacrifice entier 

diminuera la somme de souffrances de l'humanite a venir, ou ne 

risque-t-elle pas de livrer ses destinees a la barbarie sans 

contrepoids ?"25 Apres une periode d'incertitude il opte, enfin, pour 

le regime communiste et la revolution russe. II croit que l'URSS 

sauvera l'Occident ; ii accepte l'idee que l'avenernent d'un monde 

nouveau ne peut se faire sans souffrances ; il ne combat plus la 

violence revolutionnaire. 

II n'eprouve pas trop de difficultes a concilier ses 

nouvelles positions avec sa reflexion sur la pensee religieuse 

oceanique que l'lnde vient de lui rappeler. Puisque !'horn.me est 

partie de l'Etre, il a son mot a dire. Apres avoir connu l'identite 

avec l'Absolu, Ramakrishna est revenu vers les hornrnes et s'est mis 

a leur service. De merne "la Bhakti chretienne sait to咄ours

23. Ibid., p. 71. 
24. Note du 13 juillet 1930, ibid., p. 72 

25. Gandhi et釦 mainRolland, correspondance, extraits du Journal et te.xtes 

divers, Cahiers Romain Rolland, n°19, Albin Michel, 1969, p. 48. 
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s'arracher aux ravissernents de l'extase pour servir le prochain"26. 

Reprenant en quelque sorte la lec;on de Christophe, qui dans Le 

Buisson ardent voyait un Dieu en perpetuel combat avec soi-merne, 

l'Humanite en train de se faire, Romain Rolland lance cet appel : 

"L'Homme n'est pas encore. 11 sera. […] Reveiller le Dieu dans 

l'homme. Re-creons l'Etre !"27 Et Romain Rolland de preciser que 

"l'histoire n'est plus qu'un : l'Un qui marche".28 A chacun de se 

decider : si l'hornrne veut creer sur la terre la℃ ite de Dieu" il lui 

faut s'engager dans la lutte des homrnes. Sans doute cette action 

est-elle un "enchanternent", il n'en faut pas rnoins agir tout en 

sachant que l'essentiel est ailleurs. 

L'influence de Marie Koudacheva, bolcheviste 

passionnee, dont il s'eprend en 1928 et qui s'installe definitivement 

a Villeneuve en 1931, l'amene a radicaliser son attitude et a se 

faire de plus en plus le defenseur de l'URSS, persuade que la 

s'enfante le monde nouveau et que telle est "la marche meme des 

evenements, cette Anangke"29 de l'Histoire. Le choix est pris, d'un 

engagement de plus en plus net aux cotes des communistes. En juin 

1931 son "Adieu au passe" marque une rupture. 

L'article d'avril 1932, "Goethe : Meurs et deviens !" 

montre clairement comment Romain Rolland concilie dorenavant 

son engagement politique et sa vision du monde. Faisant le 

portrait de Goethe, il parle de lui-meme. Dans une synthese hardie 

il fait se rejoindre Empedocle, Heraclite et Lenine ; le "Stirb und 

Werde !" de !'Allemand devient l'expression de "la loi de l'eternelle 

26. La Vie de Vivelcananda, op. cit., p. 216. 
27. Ibid., p. 273. 
28. Ibid., p. 295. 
29. Romain Rolland, Quinze ans de combat (1919-1934), Rieder, 1935, p. 187-188. 
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Metamorphose"30. Romain Rolland J'applique a l'histoire de son 

temps et ii identifie le monde nouveau qu'il voit na1tre en URSS 

avec le Destin en marche, avec l'Etre. Comme Goethe, "puisque 

c'est son destin historique, ii doit y obeir"31, et accepter le "cercle 

de fer du monde present"32. L'ame reste libre, dans la mesure ou 

reconnaissant la "Necessite" qui l'emporte, elle echappe aux limites 

qu'impose le temps present. Romain Rolland reussit alors a lier 

action politique et contemplation de l'Etre. 

Deja le romancier avait integre ces donnees dans 

l'oeuvre en cours. Une longue note du 6 decembre 1930 a etabli la 

ligne generale du livre, presentant l'evolution de Marc, le ftls 

d'Annette, et de sa mere vers la collectivite, c'estふ direleur 

adhesion au communisme. Cependant, malgre toutes les 

justifications ideologiques qu'il se donnait, Romain Rolland se 

cabrait : finalement Marc n'arrivera pas a trouver son equilibre. 

Romain Rolland reconnait qu'en cela il traduit sa propre gene : 

dans le fond du coeur, Marc est・・mal a l'aise, dechire" -・comme 

moi", note-t-il. Mais le romancier a prevu pour Annette !'attitude 

qu'il pretera a Goethe en 1932 : 

"Elle parviendra au terme supreme de l'ame libre et 

desenchantee : qui est de se renoncer soi-meme. […] A ce point, on 

touche directement les grandes lois cosmiques, et on se fond en 

elles. On comprend le rythme des marees, le flux des peuples et 

des societes, et on l'accepte, on ne reste pas en arriere, on 

participe a la grande vague. On n'en abdique rien de son libre et 

30. Romain Rolland, Compagnons de route, nouvelle edition, Albin Michel, 1961, 
140. 
31. Ibid., p. 143. 
32. /叫.,p. 146. 
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clair jugement. Mais on dit : 《cFiatvoluntas ! …n Et l'on tache de 

s'assimiler a cette volonte qui mene les mondes. La loi de violence 

et son materialisme inherent ressemble a une de ces lois physiques 

qui ont modele la terre, par la glace ou par le feu. C'est au-dela du 

mal et du bien. 11 faut s'y adapter, comme aux lois physiques, en 

ta.chant d'en parer les effets devastateurs, sans lui accorder une 

approbation ou un blame inutile, mais en utilisant ses avalanches 

et ses inondations. [ ... ] L'ame reste libre et sans colere (non sans 

pitie) au milieu de ces Revolutions de la nature."33 

Romain Rolland prend ainsi nettement parti et les 

deux derniers volumes de son roman, La Mort d'un monde et 

L'Enfantement (1933), portent la marque de cet engagement 

politique, mais d'un engagement auquel il donne une dimension 

mystique ; Annette puise ses forces "dans le reve de l'Un"34 : "L'un 

est un acte. L'Un est en marche.~35 Elle s'identifie au flot de 

l'Histoire. 

Romain Rolland sait fort bien qu'il ne s'agit la que 

d'une derniere illusion, d'un "enchantement•. Car, ainsi qu'il l'ecrit 

a Roger Bessiere le 7 mars 1933, si cet engagement permet "de se 

retremper dans !'ocean de l'action des millions d'etres, pour se 

renouveler et s'accomplir", ii ne faut pas oublier que "ce ne sera 

pas l'etape demiere. 11 y a un au-dela du combat social. 11 y a 

toujours un au-dela ! C'est ce qui fait l'abondance et la joie 

inepuisable de la vie pour ceux qui en ont penetre le secret."36 

33. Cette longue note du 6 decembre 1930 est citee en entier dans Voyage a 
Moscou, op. cit., p. 60-62. 
34. Romain Rolland, L'Ame enchantee, edition en un volume, Albin Michel, 1967, 
p. 1358 
35. Ibid., p. 1359 
36. Lettre citee dans "His to ire et mystique dans L'Annonciatrice", loc. cit., p. 79. 
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Ce "secret", n'est-ce pas lui qui, precisement, permet 

a la pensee de rester libre et de s'evader "hors du cercle de fer du 

destin present" ? Il faut en revenir au portrait que Romain Rolland 

trace de Goethe : ℃ ar il y a un bien autre Goethe ! ll est celui qui 

《<aspiresans cesse au tout≫, celui qui est≪lui-meme un wut≫. [ ... ] 

Lors done qu'il a fait son choix d'action (ou de position) sociale ou 

politique pour le present, il ne s'ensuit nullement qu'il n'envisage, 

soit pour une autre heure de I'histoire, soit pour un autre 

personnage, un choix tout different."37. Pas plus qu'Annette ne 

partage l'"enchanternent" d'Assia "a cette nouvelle -puissante -

chaine sociale", Romain Rolland ne se laisse "enchanter・; il veut 

garder -ainsi qu'il l'ecrit a Roger Bessiere -"la liberte profonde, 

insaississable de !'Esprit" ・du rnoins l'espere-t-11. 

Durant les annees 1930 Romain Rolland s'en est tenu 

a son choix : tandis que !'Occident a perdu son a.me, estirne-t-il, en 

URSS se ha.tit une nouvelle hurnanite ; il se place du cote ou est la 

vie. L'avenernent du fascisrne, en Italie d'abord, en Allernagne 

ensuite, l'ancre davantage dans sa defense de l'URSS. Toute son 

action et ses ecrits sont marques par cette double preoccupation : 

lutter contre le fascisrne et defendre l'URSS. Il se trouve alors en 

bonne cornpagnie : Barbusse, Bloch, Gide, Guehenno, Malraux 

rnenent le merne combat. 

En 1935, -jusqu'alors sa sante ne lui a guere perntis 

le deplacernent -un an avant Gide, il peut enfin se rendre en URSS, 

a !'invitation de Gorki. Il ne peut guere voyager dans le pays et 

doit se contenter de sejourner a Moscou et chez Gorki. Visiteur 

37. Compagnons de route, op. cit., p. 146. 
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officiel, il a !'occasion de s'entretenir avec les grands du regime : 

Staline, Jagoda, Boukharine, Dimitrov, et d'evoquer avec eux des 

problemes importants. 11 rec;oit de nombreux visiteurs et peut 

decouvrir la realite sovietique. Dans le Journal qu'il a tenu durant 

son sejour et les notes ecrites au retour, ii a dresse un bilan sans 

complaisance. Mais, decide a defendre l'URSS de fac;on 

inconditionnelle, il tait ses reserves et ne publie que quelques 

pages louangeuses. 

Romain Rolland assume les difficultes de son choix. II 

ne veut pas renier son engagement. Voici ce qu'il ecrivait le 20 avril 

1935 a Jean-Paul Samson : "Je crois juste le but vers lequel elle 

tend, et necessaire pour l'humanite qu'elle y atteigne -ou, pour 

parler plus modestement, qu'elle s'en approche. Mais je ne me 

porte pas garant des moyens que rnettent en oeuvre ses homrnes 

d'action. Je sais seulement que !'action met en presence, a tout 

moment, des problemes terribles, ou la seule position qui soit 

interdite est celle d'Hamlet -l'hornme qui reve, un crane a la main. 

11 est trop clair que, [du point de vue] de !'action, c'est Fortinbras 

qui a raison. Pourvu seulernent que sa route aille au vrai but ! -Je 

n'envie point Fortinbras. Je porte trop, au fond de rnon coeur, le 

《,Grauen11[l'horreur], ou le≪Mitleid11 [la compassion], de la tragedie 

de !'existence. -Mais contre rnoi, Fortinbras a raison."38 

Les annees suivantes, rnalgre Fortinbras, Romain 

Rolland s'interroge. La mort de Gorki en juin 1936, les proces de 

Moscou en aout 1936, puis en janvier 1937 et en mars 1938, le font 

reflechir. A la difference d'un Gide ou d'un Guehenno qui refusent 

38. Extrait de lettre cite dans Voyage a Moscou, op. cit., p. 82. 
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le regime stalinien et le condamnent, Romain Rolland ne dit 

officiellement rien. Mais ses illusions se dissipent ; le Robespierre, 

ecrit en 1937-1938, pourrait bien etre une fac;on detournee de juger 

le cours pris par la revolution russe, une maniere aussi d'examen 

de conscience. Ce que Romain Rolland appelait precedemment la 

'Necessite•, le "Destin" devient ici "un ordre de choses". Mais ou 

conduit-ii les hommes ? Robespierre refuse de "demeurer dans un 

ordre de choses, ou !'intrigue triomphe eternellement de la verite, 

ou la justice est un mensonge, ou les passions les plus sordides 

occupent la place des interets sacres de I'humanite"39. Robespierre, 

ainsi, est un vaincu, dans Ia mesure ou il a ete l'instrurnent d'un 

destin qui s'est impose a lui et I'a mene a trahir son propre ideal. 

Ne serait-ce pas la, aussi, de la part de Romain 

Rolland, reconnaitre qu'en acceptant trop facilement d'epouser le 

cours de l'Histoire, d'une histoire marxiste-leniniste, il se 

fourvoyait? Avec Robespierre Romain Rolland reprend le perpetuel 

debat entre la Pensee et !'Action. "La vie…qu'en ai—je fait ? …-

s'ecrie Robespierre -Non-sens ! 11 me faut dire : qu'est-ce que la vie 

a fait de moi ? Car ce n'est pas cela que j'avais voulu."40 Victime de 

'la force des choses" dont il s'est fait !'instrument, Robespierre 

reconnait avoir subi un ordre : "cet ordre n'est pas inscrit, au fond 

de notre coeur. Il nous est impose, du dehors. Il faut le degager, au 

jour le jour, du noeud de serpents des evenements [ ... ] : ce sont Ies 

anneaux de l'implacable destin qui s'etirent. On ne peut pas leur 

echapper ; et quand on voit ce que ce destin a fait de nous, ce qu'il 

nous a contraints a accomplir, on se demande, epouvante, ce qu'il 

39. Romain Rolland, Robespierre, Albin Michel, 1939, p. 198. 

40. Ibid., p. 162. 
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exigera de nous demain."41 Qui parle ici ? Robespierre ou Romain 

Rolland? 

Au vrai Romain Rolland retrouve la question : quelle 

est la part de la liberte individuelle du rnoi, pris dans le flux de 

l'Histoire ? La liberte n'est-elle que la lucidite dans !'acceptation 

de la "force des choses" ? Ce serait un alibi facile. N'est-elle pas 

aussi refus et combat ? 

La signature du pacte gennano-sovietique, en aoO.t 

1939, lui dessille definitivernent les yeux. S'il gardait encore 

quelques illusions, elles tombent. Il cornprend a quel point il a ete 

dupe dans son engagement aux cotes de l'URSS. Il se rend cornpte 

qu'il a ete infidele a lui-meme. 

Des lors, discretement, rnais avec fermete, il prend 

ses distances avec le parti cornmuniste fr_an~ais ; il se desengage et, 

dans son J oumal, il fustige Staline et・sa politique. 

Depuis 1938 il a quitte la Suisse, s'est installe a 

Vezelay ; c'est la que l'homrne, age de 72 ans, "au moment de 

rentrer dans le puissant songe cosrnique qui est la substance de 

[s] a vie, [s] a foi, [s] a croyance invincible"42, revient sur lui-merne, 

surtout a partir de 1939, et plus encore apres le desastre que 

connait la France en juin 1940. 

Romain Rolland fait le point sur sa situation et, dans 

les pages qu'il ajoute alors a son "Periple" redige en 1924, il dresse 

sans complaisance le bilan des annees qu'il vient de vivre. Il 

"n'essaie plus de [s] e donner raison"43 ; il reconnait qu'il s'est laisse 

41. Ibid., p. 163 

42. Romain Rolland, Le Voyage in狛ieur,Albin Michel, 1942, nouvelle edition, 
1959, p. 296 
43. [bid., p. 240. 
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'enchanter'par la'tragique Maya de l'existence"44 ; ii regrette que, 

pris des 1929 par le combat, ii n'ait pas su "dominer par !'esprit le 

champ de bataille"45. 11 se retire de !'Action :'Fini pour moi ! [ ... ] 

l'ultirne phase de la grande Illusion de ma vie est close. [ ... ] Je me 

detache enfin des agitations fievreuses de la fourmiliere dont j
e fis 

partie.'46 

II sait qu'il est au terme de sa vie ; il ne demande 

qu'a'rentrer au sein de ce Songe universe!, qui est la plus re
elle 

des realites, et [a] en goiiter par avance I'auguste paix'47. 

II redevient le'contemplatif1 et retrouve sa vraie 

nature. A son arni Alphonse de Chateaubriant qui, a l'epoque, se 

laisse entrainer dans !'action politique, dans une direction q
u'il 

reprouve, Romain Rolland ecrit, le 12 janvier 1942 : "Ta vraie 

vocation -notre seul vrai devoir et notre mission, a nous, hornmes 

de !'esprit, marques par lui pour le servir, -est notre tache d~ 

concentration et de creation intellectuelle (coeur et esprit, ー
血e

tout entiere) -C'est par la seulement que nous sommes appele
s a 

agir sur les hornrnes, lointains ou proches, au-dela des jours rnor
tels 

que nous vivons. Toute autre tache est imparfaite, -le plus souv
ent 

erronee (car elle ne repond pas au signe que nous portons mar
que 

au front) -et, par suite, meme fautive. J'ai eu le temps de faire
 la-

dessus mes reflexions personnelles, depuis deux ans.148 

Les annees de Vezelay ne sont pas seulernent le 

temps de !'examen de conscience et de l'aveu, elles sont auss
i le 

44. 綽.,p. 291. 

45. 紐.,p. 294. 

46. 昭.,p. 295 et 297. 
47. 四.,p. 297. 

48. Lettre inedite. Copyright Chancellerie des Universites de Paris et 

Bibliotheque Nationale de France. 
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temps de la recapitulation et de l'approfondissernent. 

1Bloque dans [s] a rnaison", "aux temps de la grande 

epreuve"49, i1 revient sur son passe ; rassemblant des pages ecrites 

en 1924-1925, ii compose Le Voyage int釦 eur; s'appuyant sur son 

Journal, il redige ses M如 oires,jusqu'a l'annee 1900, retrac;ant les 

etapes de sa vie. Puis, il reprend sa meditation sur Beethoven, 

ecrivant les trois volumes de La Cathedrale interrompue. Dans 

cette musique, qui l'a accompagne toute sa vie, il retrouve une ame 

fratemelle, l'homme des combats qui cherche a harmoniser en lui 

les contraires et, enfin, arrive a la serenite. En la Sonate pour 

piano en ut mineur, opus 111, il voit l'expression la plus pure de 

l'arne de Beethoven : aux combats qui labourent l'etre et 

qu'exprirne l'Allegro succede la sereine Arietta, "ou l'esprit plane, 

comme d'une terrasse, sans effort, avec surete"60. Pour Romain 

Rolland•cette Arietta […] est une des paroles les plus hautes qui 

soient sorties de la bouche de Beethoven. 11 y est vraiment maitre 

de la vie, dans un calme souverain. Nulle autre part, meme dans le 

theme de la Joie, il n'y realise cette serenite, dont la puissance se 

dissimule sous un sourire presque immobile de Bouddha.■61 La fin 

de la Sonate exp rime "la calme certitude de la lumiere"52, ala 

plenitude de la paix"63. Romain Rolland se plait a montrer "le 

detachement des demieres oeuvres, l'ame seule avec son Dieu, qui 

joue avec les formes passageres et qui s'installe au coeur de 

49. Le Voyage interieur, op. cit., p. 11. 
50. Romain Rolland. Beetlwven. Les grand.es epo匹 screatrices, edition definitive, 
Albin Michel, 1966, p. 804. 
51. Ibid., p. 864. 
52. Ibid., p. 804. 
53. Ibid., p. 816. 
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l'Etre"54. Pense-t-il a lui en tra<;ant ces quelques mots ? 

On voit sans peine la continuite de la pensee de 

Romain Rolland depuis le Oredo quia verum, pensee qui s'est 

exprirnee dans Jean-Christophe et L'Ame enchan紹e.

Ainsi, dans la claustration due a la guerre, malgre 

une sante chancelante et la maladie, Romain Rolland poursuit sa 

quete interieure. Grace a ceux qui l'entourent -notamment Jeanne 

Mortier qui lui parle de Teilhard de Chardin et du renouveau 

religieux, quelques dominicains dont le pere Michel de Paillerets, le 

docteur Pillon, un ami de Vezelay -il decouvre un catholicisrne 

rajeuni. Malgre les objurgations de Claude!, qu'il retrouve grace a 

Marie, et sa tentative pour se rapprocher du catholicisrne, il "reste 

au seun•55_ II ne peut toutefois s'ernpecher de reflechir a la 

conception qu'il se fait de Dieu, de l'Etre. 

Quand il se met a travailler sur Peguy, desireux de 

rappeler les rapports qu'il a eus avec lui, il se laisse prendre au jeu 

et elargit son sujet : il veut entrer plus avant dans le rnystere de 

celui dont il veut decouvrir la rnetaphysique, Tidee-force qui en 

est le foyer•56. C'est en rneme temps une reflexion qu'il mene pour 

son cornpte. Sans accepter !'existence d'un Dieu personnel, il 

rnodifie sa conception des rapports entre le rnoi individuel et le 

Moi cosmique. Durant sa rnaladie de janvier-fevrier 1943 il constate 

la•pauvrete morale du pantheisrne" et se sent proche de "la source 

54. Ibid., p. 868. 
55. Romain Rolland, Au seuil de la demi祈eporte. Correspondances et inedits 
(1936-1944). Entretiens sur les Evangiles. Introduction et annotation par Bernard 
Duchatelet, Les editions du Cerf, 1989, p. 103. (Texte de mai 1942.) 
56. Formule tiree d'un extrait d'une lettre a Andre Sabatier, du 11 decembre 
1944, cite par Bernard Duchatelet dans "Le dernier jugement de Romain Rolland 
sur Peguy", L'Amitie Charles Peguy, n°49, janvier-mars 1990, p. 58. 
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de l'Existence"57. 

S'il refuse la divinite du Christ, comme le montrent 

ses Entretiens sur les Evangiles, derniere oeuvre ecrite en aout-

octobre 1944, son contact avec Peguy, Berdiaev et Ies 

metaphyciens religieux de la liberte l'amene a preciser ses 

nouvelles conceptions ; il ecrit en decembre 1944: 

"La Liberte, consubstantielle a Dieu. Le grand 

mystere des mysteres. Sur le plan de la Creation permanente, tout 

s'effectue -le bien, le mal -dans la Liberte. Chaque homme 

participe, dans la Liberte, a la Creation qui continue jusqu'a la fin 

des temps. 

Et d'autre part, le Christ est en agonie jusqu'a la fin 

des temps. Son sacrifice continue. 

Il y a ainsi parallelisme entre l'acte permanent du 

Dieu qui cree le monde, et celui du Dieu qui s'immole, pour le 

sauver. n58 

Ainsi, malgre les oscillations qui l'ont parfois ballotte 

a certaines periodes de sa vie, malgre ses contradictions, malgre ce 

qu'il appelait ses "corsi e recorsi"59, cet homme complexe est 

parvenu a une harmonie. C'est ce a quoi Romain Rolland, avec 

lucidite et volonte, a, toute sa vie, tendu. Sans doute n'a-t-il pas 

menage sa peine pour entrer dans le combat social, sachant que 

telle n'etait pas vraiment sa vraie nature ; mais c'etait aussi une 

part de lui-meme. Le 31 janvier il ecrivait a Hermann Hesse : "Je 

n'ai pas vecu le reve de ma vie, mais son destin. Et il n'a cesse de 

57. Au seuil de l,a derniere porte, op. cit., p. 124. 

58. Ibid., p. 202. 
59. Le Voyage interienr, op. cit., p. 239 
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m'imposer, a chaquc etape ou je pensais me reposcr, de nouveaux 

combats. Jamais de repos. -Mais je finirai bien par le gngner ! Je 

I'al achete."00 

A Vezelay, non seulement ii a gagne le rcpos, mais 

aussi un temps nouveau de reflexion. C'est a la fin dP. sa vie qu'il 

apparait "tel qu'en lui-meme". Sera-t-on etonne d'apprendre que, la 

nuit de Noel 1944, pendant que sa femme Marie cl sa belle-mere, 

Adele Cuvillier, assistaient a la messe de minuit a la BasiUque 

Sainte Madeleine, Romain Rolland parlait de Beethoven a ses amis, 

Lucien et Viviane Bouille. Soudain, ii se leva, posa la main sur 

l'epaule de Lucien et lui dit : "Lucien, aidez-moi… allons servir 

notre Messe !" Et ii se mit a jouer la Sonate pour piano en ut 

mineur, opus 111. Le recit que Lucien Bouille a laisse de ce 

moment extraordinaire est emouvant01. Romain Rolland venait, une 

derniere fois, s'abreuver a "l'intarissable source de force et de 

foi"02 ; communiant avec l'fime de Beethoven, ii trouvait "la 

plenitude de la paix"63. 

"Fini ta comoedia", pourrait-on dire, reprenant le titre 

du troisieme volume de La Cathedrale interrompue, faisant allusion 

aux demiers mots prononces par Beethoven peu avant sa mort. Et 

le commentaire qu'en donnait Romain Rolland etait premonitoire : 

•Le role etait joue, -le role d'illusions, de vaines passions, de 

60. D'une rive a l'autre. Hermann Hesse et Romain Rolland. Correspondance et 
fragments de Journal. Introduction de Pierre Grappin, Cahiers Romain Rolland n° 
21. Albin Michel, 1972, p. 160. 
61. Voir dans : Romain Rolland -Lucien et Viviane Bouille, Correspondance, 1938-
1944, Edition etablie, presentee et annotee par Bernard Duchatelet, Centre 
d'Etude des Correspondances, Faculte des Lettres de Brest, 1992, le "temoignage 
de Lucien Bouille: Noel 1944", p. 164-171. 
62. Beet加ven.Les gra叫 Se'f)O匹 screatrices, op. cit., p. 1343. 

63. Ibid., p. 816. 
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deceptions amcrcs, de reves, de creations imaginaires... 11 les 

jugrait, d'un regard clair, calme et desabuse .. •G..J 

Quclques jours plus tard, Romain Rolland moura1t. 

G・I. I lJ i <1 . , p . l :J I 1:, 
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