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古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
ロ
ゴ
ス
、
能
動
性
に
力
点
を
置
い
て

考
え
た
人
物
は
数
知
れ
な
い
が
、
他
方
で
、
ロ
ゴ
ス
の
み
な
ら
ず
、
パ
ト
ス
（
情
念
、

受
動
性
）に
も
目
配
り
を
し
て
思
索
し
た
人
物
も
少
な
く
な
い
。
後
者
に
は
デ
モ
ク
リ

ト
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ア
ン
リ
、
リ
オ
タ
ー
ル
と
い
っ
た
哲
学
者
だ
け
で
な
く
、
日
本

で
は
哲
学
の
世
界
か
ら
ほ
と
ん
ど
締
め
出
さ
れ
て
い
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
ラ
・
ロ

シ
ュ
フ
コ
ー
と
い
っ
た
人
物
や
、
作
家
、
詩
人
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
主
体
の
自
律
的

思
考
や
行
為
、
自
由
の
強
調
な
ど
と
結
び
つ
き
が
ち
な
ロ
ゴ
ス
主
義
と
は
異
な
り
、

パ
ト
ス
的
な
経
験
の
諸
相
に
注
意
を
払
う
場
合
に
は
、
外
部
の
自
然
や
内
部
の
生
理

的
自
然
の
働
き
を
こ
う
む
る
、
不
意
打
ち
を
受
け
る
、
襲
わ
れ
る
、
あ
ら
わ
な
感
情

を
む
き
出
し
に
さ
れ
る
、
激
情
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
自
他
の
意
外
な
振

る
舞
い
や
、
人
為
的
な
誤
り
、
天
災
な
ど
に
よ
っ
て
何
か
途
方
も
な
い
事
態
が
到
来

し
、
自
分
や
他
人
が
た
だ
な
ら
ぬ
状
態
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
る
状
況
が
問
題
と
さ
れ

る
。
こ
の
状
況
は
、
驚
愕
、
苦
し
み
（
受
苦
）、
悲
嘆
、
忍
耐
、
憤
慨
、
慨
嘆
、
憎
悪
、

渇
愛
と
い
っ
た
、
個
々
の
主
体
と
そ
の
主
体
に
到
来
す
る
も
の
と
の
間
で
生
ず
る
動

揺
や
困
惑
の
色
合
い
で
染
め
抜
か
れ
る
感
情
の
地
平
で
あ
る
。
到
来
す
る
も
の
は
多

様
で
あ
り
、
予
測
不
能
な
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
、
時
に
情
愛
の
も
つ
れ
に
よ
っ
て

態
度
を
急
変
さ
せ
て
私
に
迫
っ
て
く
る
相
手
で
あ
り
、
時
に
同
様
の
態
度
で
相
手
に

迫
っ
て
い
く
私
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
外
部
の
荒
々
し
い
自
然
の
力
で
も
あ
れ
ば
、

内
部
の
自
然
と
し
て
の
身
体
の
不
意
の
生
理
的
変
化
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

何
か
思
い
が
け
な
い
も
の
の
到
来
が
主
役
を
な
す
状
況
に
お
い
て
、
個
々
の
主
体
は

冷
静
さ
を
失
っ
て
豹
変
し
た
り
、
う
ろ
た
え
た
り
、
時
に
は
牙
を
剥
い
て
相
手
に
挑

み
か
か
り
、
時
に
傷
つ
き
崩
れ
落
ち
る
脆
弱
な
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
止
め
を

刺
す
の
が
受
難
と
し
て
の
死
で
あ
る
。
意
想
外
の
出
来
事
と
し
て
の
死
の
到
来
こ
そ

が
パ
ト
ス
の
極
致
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
パ
ト
ス
的
な
経
験
の
諸
相
を
主
題
化
し
た
人
物
の
な
か
で
、
最
も
注

目
に
値
す
る
一
人
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
る
。
彼
は
、
日
常
経
験
の
受
動
的
側
面
に

つ
い
て
こ
ま
ご
ま
と
記
述
す
る
だ
け
で
な
く
、
老
い
に
伴
っ
て
自
分
の
精
神
や
身
体

が
否
応
な
く
崩
れ
ゆ
く
さ
ま
を
リ
ア
ル
に
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
た

折
に
ふ
れ
て
、
老
い
る
経
験
と
、
間
近
に
迫
っ
た
自
分
の
結
末
を
に
ら
み
な
が
ら
、

死
の
省
察
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
パ
ト
ス
の
相
を
客
観
的
に
、
い
わ
ば
他
人
ご
と
と

し
て
語
る
者
は
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
パ
ト
ス
的
な
出

来
事
を
自
分
の
切
実
な
問
題
と
し
て
捉
え
、
わ
が
身
に
突
き
刺
さ
る
こ
と
、
自
分
が

不
可
避
的
に
こ
う
む
る
こ
と
と
し
て
内
側
か
ら
把
握
し
て
い
る
。
自
分
が
醜
く
変
形

し
、
ゆ
が
ん
で
崩
れ
落
ち
て
い
く
様
を
克
明
に
描
く
と
い
う
困
難
を
、
飾
り
だ
て
し

な
い
自
己
描
写
の
達
人
で
あ
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
軽
々
と
乗
り
越
え
て
い
る
。
彼
は

ま
た
自
己
描
写
を
他
人
の
パ
ト
ス
的
状
況
を
照
ら
し
出
す
武
器
と
し
て
用
い
な
が

ら
、
パ
ト
ス
に
翻
弄
さ
れ
る
他
人
の
姿
を
描
い
て
も
い
る
。

パ
ト
ス
的
な
も
の
へ
の
態
度

―
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
視
線
―

和　

田　
　
　

渡
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そ
こ
で
、
以
下
で
は
、『
エ
セ
ー①
』
に
お
け
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
自
己
省
察
や
自
己

暴
露
、
自
分
や
他
人
の
心
身
の
老
い
と
死
に
関
す
る
省
察
、
日
常
経
験
の
パ
ト
ス
的

側
面
の
具
体
的
な
記
述
と
、
そ
の
背
後
に
潜
む
彼
の
パ
ト
ス
に
向
き
合
う
態
度
の
一

端
を
考
察
し
て
み
た
い
。
抽
象
的
な
思
弁
や
、
安
手
の
説
教
や
教
訓
と
は
異
な
る
次

元
で
彼
が
繰
り
広
げ
る
巧
み
な
自
己
描
写
を
手
が
か
り
に
し
て
、
受
身
の
経
験
に
遭

遇
す
る
こ
と
と
、
そ
の
経
験
を
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

１　

変
貌
す
る
自
己
と
関
わ
る
経
験

わ
れ
わ
れ
の
経
験
は
不
断
の
生
成
の
途
上
に
あ
る
。
経
験
は
能
動
的
な
働
き
と
受

動
的
な
働
き
の
相
互
の
連
関
の
も
と
で
刻
々
と
移
り
変
わ
る
。
前
者
は
、
後
の
経
験

に
一
定
の
効
力
を
及
ぼ
す
と
は
言
う
も
の
の
、そ
れ
と
し
て
は
受
動
的
に
転
化
す
る
。

後
者
は
、
現
在
か
ら
退
い
た
後
に
も
、
能
動
的
な
働
き
の
な
か
に
入
り
こ
ん
で
経
験

の
変
容
を
促
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
は
、
最
終
的
に
死
に
よ
っ
て
区
切
り

を
与
え
ら
れ
る
ま
で
、
変
転
し
て
止
ま
な
い
。
そ
う
し
た
間
断
な
く
変
わ
る
経
験
の

多
種
多
様
な
位
相
を
、
ど
う
で
も
よ
い
よ
う
な
些
細
な
側
面
も
含
め
て
、
ゆ
っ
た
り

と
見
渡
し
な
が
ら
、描
き
続
け
た
の
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
る
。「
私
は
存
在
を
描
く

の
で
は
な
く
て
、
推
移
（le p

assage

）
を
描
く
の
だ
（
中
略
）
日
々
の
、
刻
々
の
推

移
を
描
く
の
で
あ
る
」（805

）。
こ
れ
こ
そ
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の

モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
食
事
の
前
と
後
で
変
わ
っ
て
し
ま
う
自
分
や
、
一
瞬
一

瞬
に
変
成
す
る
自
分
の
経
験
の
細
部
に
こ
だ
わ
り
、
延
々
と
記
述
す
る
こ
と
を
止
め

な
い
。
彼
は
、
平
凡
で
あ
り
ふ
れ
た
経
験
の
な
か
に
記
述
の
宝
庫
を
見
出
す
の
だ
。

注
意
力
が
及
ば
ず
、
言
葉
に
す
る
以
前
に
過
ぎ
て
い
く
経
験
は
、
容
易
に
は
把
握
で

き
な
い
面
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
『
エ
セ
ー
』
の
随
所

で
魅
力
的
に
描
い
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
絶
え
ず
変
転
し
て
、
つ
か
み
に
く
い
、
そ

の
つ
ど
姿
を
変
え
る
経
験
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
高
尚
な
哲
学
者
た
ち
の
口
に

は
決
し
て
の
ぼ
ら
な
い
よ
う
な
卑
俗
な
出
来
事
や
、
曖
昧
模
糊
と
し
て
、
何
が
起
き

て
い
る
の
か
把
握
し
か
ね
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
も
含
ま
れ
る
。『
エ
セ
ー
』
に
は
、

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
し
ば
し
ば
問
題
に
し
た「
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の（Je 

n
e sais qu

oi

）」
と
名
づ
け
た
も
の
の
経
験
の
記
述
が
満
載
な
の
だ
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
過
ぎ
行
く
生
の
瞬
間
の
ほ
と
ん
ど
無
（le presqu

e-rien

）
と
し
か
言

え
な
い
よ
う
な
も
の
へ
の
感
受
性
が
豊
か
で
あ
っ
た②
。
言
葉
に
し
て
取
り
出
す
以
前

の
、
つ
か
の
間
の
推
移
を
標
的
と
し
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
彼
の
先
達
で
あ
る
。
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
は
、
瞬
時
に
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
の
な
か
に
、
自
分
の
気
分
や
、
変
化
の
繊

細
な
姿
を
見
出
し
、
今
、
現
に
経
過
し
て
い
る
多
様
な
出
来
事
の
な
か
に
、
そ
の
経

過
の
な
か
で
あ
ら
た
な
今
に
訪
れ
る
出
来
事
と
の
重
な
り
合
い
や
、出
来
事
の
移
行
、

不
意
の
消
失
や
出
現
、
沈
澱
、
忘
却
、
蘇
り
と
い
っ
た
現
象
の
相
互
浸
透
的
な
生
成

を
認
め
て
い
る
。
自
分
の
意
識
の
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
出
来
事
に
目
を
凝
ら
し

て
い
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

し
か
し
、こ
う
し
た
意
識
の
経
過
現
象
の
追
跡
は
彼
の
特
徴
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
よ
り
丹
念
に
追
い
か
け
る
の
は
、
低
俗
で
な
ん
ら
輝
き
の
な
い
、

み
す
ぼ
ら
し
い
生
活
の
断
面
で
あ
る
（cf. 805

）。
病
に
よ
る
苦
痛
や
身
体
の
時
々
の

不
調
、
美
徳
や
悪
徳
の
数
々
、
あ
り
ふ
れ
た
生
活
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
な
ど
が

話
題
に
な
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
生
涯
は
、
仕
事
の
苦
労
や
人
間
関
係
の
も
つ
れ
な

ど
に
起
因
す
る
困
難
を
伴
う
反
面
で
、
日
々
の
生
活
は
、
ト
イ
レ
に
急
い
で
駆
け
こ

む
、
そ
こ
で
用
を
足
す
、
食
べ
る
、
歩
く
、
歯
を
磨
く
、
風
呂
に
入
る
、
寝
る
、
交

わ
る
、
自
分
に
語
る
、
人
と
語
る
と
い
っ
た
、
さ
し
て
珍
し
く
も
な
い
出
来
事
の
連

続
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
常
の
あ
り
ふ
れ
た
生
の
断
面
に
注
意
す
る
と
、
平
凡
な
事

柄
の
な
か
に
奇
蹟
の
成
就
や
自
然
の
偉
大
な
力
の
発
現
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

他
方
で
、
注
意
す
る
間
も
な
く
過
ぎ
て
い
く
事
柄
も
少
な
く
な
い
の
は
事
実
だ
。
何

と
な
く
何
か
漠
然
と
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
何
か
と
思
案
し
て
も
答
え
が

見
つ
か
ら
な
い
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
間
に
も
何
か
別
の
種
類
の
こ
と
が
起
き
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て
い
る
が
、気
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

の
言
う
「
推
移
」
と
は
、
そ
う
い
う
一
瞬
一
瞬
に
、
生
の
光
と
影
が
綾
な
す
出
来
事

の
こ
と
だ
。
つ
か
の
間
の
生
の
表
情
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
見
逃

し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
過
ぎ
て
忘
却
の
彼
方
に
沈
ん
で
し
ま
う
こ
と
な
く
、

不
意
に
蘇
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
気
に
な
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
と
の
間
に

は
、
な
ん
ら
か
の
レ
ゾ
ナ
ン
ス
が
働
い
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
影
響
が
い
ず
れ

出
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
感
覚
、
知
覚
、
想
起
、
思
考
な
ど
の
相
互
浸
透
的
な
出

来
事
の
う
ち
で
生
起
す
る
生
に
は
、
得
体
の
知
れ
ぬ
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
。
明

日
が
今
日
に
な
り
、
今
日
が
昨
日
に
な
る
と
い
う
、
当
た
り
前
に
思
え
る
出
来
事
の

な
か
に
、実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
頻
繁
に
起
き
て
い
る
の
だ
。モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

は
、こ
う
し
た
不
明
瞭
な
出
来
事
に
並
々
な
ら
ぬ
愛
着
を
持
っ
て
生
き
た
の
で
あ
る
。

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
次
々
に
生
起
す
る
な
か
で
、

時
間
的
に
も
、
質
的
に
も
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
そ
れ
と
し
て
確
認

さ
れ
る
よ
う
な
形
を
持
ち
に
く
い
。
若
干
の
目
覚
め
た
意
識
的
な
工
夫
が
功
を
奏
し

て
、
年
と
と
も
に
魅
力
的
な
姿
、
形
へ
と
結
び
つ
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
平
凡
な
意
識

に
埋
も
れ
た
ま
ま
、
自
分
で
は
気
づ
か
な
い
ま
ま
に
、
周
囲
に
毒
を
ば
ら
撒
く
醜
悪

な
変
化
の
道
筋
を
た
ど
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
変
化
も
確
か
な
も
の
と

し
て
つ
か
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
や
が
て
は
生
の
老
化
と
衰
退
の
渦
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
き
、
ま
す
ま
す
分
か
り
に
く
い
も
の
に
な
る
。
変
化
が
不
意
の
死
に
よ
っ

て
唐
突
に
中
断
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
唐
突
な
死
も
、
わ
れ
わ
れ

は
自
分
の
経
験
と
し
て
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
人
の
死
に
寄
り
添
い
見

送
る
こ
と
が
で
き
て
も
、自
分
の
死
に
立
ち
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
誕
生
も
死
も
、

そ
の
間
の
生
も
何
か
し
ら
つ
か
み
が
た
い
も
の
や
、
謎
め
い
た
も
の
を
含
む
。
了
解

が
つ
く
こ
と
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
し
か
な
い
の
だ
。

刻
々
と
そ
の
姿
を
変
え
る
生
の
経
験
、
寝
て
い
よ
う
と
起
き
て
生
活
し
て
い
よ
う

と
、
一
定
の
リ
ズ
ム
で
時
間
を
刻
む
根
幹
と
な
る
経
験
が
あ
る
。
そ
れ
に
支
え
ら
れ

て
事
物
経
験
や
自
己
経
験
、
他
者
経
験
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
験
の
細
部

の
微
妙
な
動
き
を
見
つ
め
つ
つ
、
考
え
を
記
し
、
記
し
た
も
の
に
死
ぬ
ま
で
幾
度
も

訂
正
を
加
え
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
の
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
だ
。
彼
は
ど
ん
な
に
小

さ
な
経
験
も
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
セ
ッ
ク
ス
や
排
泄
行
為
と
い
っ
た
、
律
儀
な
人
間

が
丁
寧
に
書
き
と
め
た
り
し
な
い
経
験
、
目
を
そ
ら
し
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
経
験

に
つ
い
て
も
積
極
的
な
記
述
を
行
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
『
エ

セ
ー
』
の
な
か
で
実
に
ど
う
で
も
よ
い
下
ら
ぬ
こ
と
を
だ
ら
だ
ら
と
書
き
続
け
、
自

分
の
こ
と
を
は
し
た
な
く
口
に
し
す
ぎ
る
と
批
判
し
た③
。
パ
ス
カ
ル
は
ま
た
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
の
な
か
で
見
て
取
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
彼
の
な
か
で
は
な
く
、
自
分
の

な
か
に
見
出
す
と
も
述
べ
た④
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
パ
ス
カ
ル
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

ほ
ど
に
は
自
分
の
な
か
を
じ
っ
と
覗
き
こ
ん
で
は
い
な
か
っ
た
し
、
自
分
の
な
か
の

欠
点
や
汚
点
、
醜
悪
な
側
面
や
ガ
ラ
ク
タ
類
に
は
目
が
届
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
パ

ス
カ
ル
の
関
心
は
、
自
分
よ
り
も
む
し
ろ
他
人
の
言
動
の
微
細
な
側
面
に
向
け
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
把
握
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
「
繊
細
の
精
神
」
が
語
ら
れ
た
。

パ
ス
カ
ル
は
ま
た
幾
度
と
な
く
人
間
の
「
惨
め
さ
」
を
強
調
し
た
が
、
自
分
自
身
の

醜
い
姿
、
惨
め
な
有
様
を
抉
り
出
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
と
違
っ
て
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
惨
め
さ
や
情
け
な

さ
こ
そ
が
真
っ
先
に
注
視
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
は
、
自
己

の
内
部
に
潜
む
愚
か
さ
や
、
滑
稽
さ
に
な
じ
ん
で
い
た
だ
け
に
、
自
分
を
高
尚
な
存

在
と
し
て
高
み
に
置
き
な
が
ら
他
の
人
間
を
自
己
優
位
の
観
点
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と

を
避
け
、
何
よ
り
も
、
つ
ま
ら
ぬ
存
在
と
し
て
の
裸
の
自
分
を
直
視
し
た
。
と
は
言

え
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
自
分
の
存
在
を
蔑
ろ
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で

あ
る
。
彼
は
徹
頭
徹
尾
自
分
に
こ
だ
わ
り
、
自
分
と
の
関
係
を
多
様
な
仕
方
で
生
き

る
こ
と
に
執
着
し
た
の
で
あ
る
。
自
己
観
察
、
自
己
韜
晦
、
自
己
嘲
笑
、
自
己
批
判

と
い
っ
た
自
己
関
係
の
多
様
な
運
動
こ
そ
が
、彼
の
生
の
推
進
役
で
あ
っ
た
。「
わ
れ

わ
れ
の
病
癖
の
な
か
で
最
も
野
蛮
な
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
の
存
在
を
な
い
が
し
ろ
に
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す
る
こ
と
だ
」（1110

）。
自
己
と
徹
底
し
て
関
係
す
る
こ
と
の
勧
め
だ
。
だ
が
、
そ

れ
は
狭
い
仕
方
で
自
分
に
こ
だ
わ
り
、
誰
に
も
な
じ
み
の
自
意
識
や
自
己
の
虚
飾
に

拘
束
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
た
自
愛
的
な
自
己
へ
の
関

心
と
も
異
な
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
内
部
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま

に
、
率
直
に
、
飾
ら
ず
に
描
く
試
み
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
。
何
の
た
め
か
。
そ
れ

は
、『
エ
セ
ー
』
冒
頭
の
「
読
者
に
」
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
あ

り
よ
う
や
人
と
な
り
、普
通
の
私
と
い
う
人
間
を
読
者
に
見
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

「
私
は
、
素
っ
裸
の
自
分
を
喜
ん
で
ま
る
ご
と
描
い
た
と
君
に
誓
っ
て
も
い
い
」（3

）。

こ
の
目
的
の
た
め
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
分
を
研
究
の
題
材
に
し
た
本
を
書
い

た
の
で
あ
る
。「
私
は
他
の
主
題
以
上
に
、
自
分
を
研
究
す
る
。
こ
れ
が
私
の
メ
タ

フ
ィ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
私
の
自
然
学
な
の
だ
」（1072

）。
彼
は
、
自
分
自
身
の
枝
葉

末
節
ま
で
を
詳
細
に
検
討
し
た
こ
と
を
自
負
し
て
も
い
る（cf.806

）。
と
は
言
え
、『
エ

セ
ー
』
は
自
己
研
究
の
記
録
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
分
以
外
の
人
間
の

研
究
に
も
通
じ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
、長
い
間
の
注
意
深
い
自
己
考
察
が
、

他
者
認
識
を
可
能
に
し
た
と
述
べ
て
い
る
（cf.1076

）。『
エ
セ
ー
』
に
は
、自
己
か
ら

他
人
へ
、
世
界
へ
と
、
世
界
か
ら
、
他
人
か
ら
自
己
へ
と
い
う
精
神
の
運
動
の
豊
か

な
往
還
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

他
人
の
目
を
意
識
し
て
自
分
の
経
験
を
歪
め
た
り
、
隠
し
た
り
せ
ず
に
、
あ
け
す

け
に
描
く
と
い
う
前
人
未
到
の
試
み
は
、
大
胆
不
敵
で
あ
る
。
素
朴
な
自
己
暴
露
は

読
者
に
不
快
感
や
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
か
ね
な
い
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
己
に
対

す
る
余
裕
と
、
適
度
に
距
離
の
あ
る
態
度
に
も
と
づ
く
記
述
に
よ
っ
て
そ
れ
を
回
避

し
て
い
る
。
オ
ル
テ
ガ
は
、
お
そ
ら
く
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
考
え
方
に
刺
激
さ
れ
て
、

自
分
を
裸
に
し
て
さ
ら
け
出
す
こ
と
を
哲
学
の
定
義
と
見
な
し
た⑤
。
し
か
し
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
は
、
裸
の
自
分
、
醜
い
自
分
を
他
人
に
見
せ
る
こ
と
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ

ス
を
区
別
し
、
裸
身
を
さ
ら
す
意
味
そ
の
も
の
に
も
敏
感
で
あ
る
。
自
分
を
偽
っ
て

語
る
、
語
り
た
く
な
い
こ
と
を
語
ら
な
い
、
自
分
の
醜
い
部
分
を
表
に
出
す
こ
と
を

避
け
て
語
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
己
の
露
出
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
む
の
が
人
の
常

だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
種
の
技
巧
に
支
え
ら
れ
た
告
白
は
平
凡
で
面
白
く
な
い
。
こ
の

レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
る
人
は
数
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
分
の
見
た
く
な
い
部
分
、
移
ろ
い
や
す
い
傾

向
、
邪
悪
な
側
面
も
率
直
に
記
述
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
読
む
者
に
嫌
ら
し
さ
や
不
潔

感
を
感
じ
さ
せ
な
い
仕
方
で
自
分
を
描
き
出
し
て
い
る
。
自
分
の
姿
を
他
人
の
目
で

冷
静
に
突
き
放
し
て
見
る
と
い
う
、
常
人
に
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
相
対
化
の
巧
み

な
業
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
業
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
自
分
が
つ
ま

る
と
こ
ろ
愚
か
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
骨
の
髄
ま
で
沁
み
こ
ん
だ
認
識
で
あ

る
。
情
念
に
翻
弄
さ
れ
、
判
断
を
誤
り
、
滑
稽
な
こ
と
を
し
で
か
し
、
馬
鹿
馬
鹿
し

さ
の
限
り
を
つ
く
す
の
が
自
分
の
姿
な
の
だ
と
い
う
醒
め
た
見
方
で
あ
る
。「
愚
か
な

こ
と
を
口
に
し
た
と
か
、
し
た
と
か
分
か
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
自
分
が
馬
鹿
げ
た
存
在
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
方
が

よ
ほ
ど
豊
か
で
、
大
切
な
教
え
だ
」（1074

）。
所
詮
愚
か
な
存
在
な
の
だ
か
ら
、
自

分
を
飾
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
、
馬
鹿
に
つ
け
る
薬
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か

ら
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
場
合
、
自
分
の
愚
か
さ
を
反
省
し
て
自
分
の
生
き
方
を
改
め

る
と
い
う
倫
理
的
な
方
向
に
は
進
ま
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
に
、
賢
明
さ
を
求

め
て
対
話
に
明
け
暮
れ
る
こ
と
も
な
い
。
愚
か
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
見
よ
が
し
に
自
分

の
こ
と
を
自
慢
し
た
り
、
あ
ら
ぬ
こ
と
口
走
っ
た
り
、
自
己
の
虚
飾
に
も
傾
い
て
し

ま
う
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
傾
向
を
愚
か
さ
の
証
と
し
て
ま
る
ご
と
肯
定
し
よ
う
と

い
う
の
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
ス
タ
イ
ル
の
顕
著
な
一
面
で
あ
る
。『
エ
セ
ー
』全
体
の

記
述
は
、
自
分
の
無
知
、
愚
劣
に
よ
っ
て
生
ず
る
愚
行
の
数
々
を
包
み
隠
さ
ず
率
直

に
語
る
と
い
う
姿
勢
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
つ
ま
ら
な
い
虚
栄

心
や
自
惚
れ
に
酔
い
、
愚
か
さ
の
沼
に
お
ち
て
も
が
く
人
と
自
分
を
重
ね
な
が
ら
、

裸
の
自
分
を
描
き
出
し
、
同
時
に
描
く
自
分
を
描
く
と
い
う
、
相
対
化
の
粋
を
凝
ら

し
た
試
み
こ
そ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
真
骨
頂
で
あ
る
。
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老
い
の
経
験

自
己
の
愚
劣
さ
の
認
識
を
手
放
さ
な
い
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
理
性
や
意
志
に
依
拠

す
る
経
験
や
、
合
理
的
な
思
考
に
よ
る
自
己
肯
定
的
な
経
験
、
能
動
的
に
何
か
を
す

る
経
験
よ
り
も
、
情
念
の
力
に
よ
っ
て
崩
れ
落
ち
る
経
験
、
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら

な
い
経
験
、
受
動
的
に
経
過
す
る
経
験
の
方
へ
と
し
ば
し
ば
注
意
を
向
け
て
い
る
。

主
体
に
関
し
て
は
、
理
性
的
、
自
律
的
な
思
考
や
責
任
の
主
体
よ
り
も
、
脆
弱
で
、

み
じ
め
で
、
滑
稽
な
、
不
意
に
到
来
す
る
も
の
に
翻
弄
さ
れ
る
主
体
が
視
野
に
納
ま

る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
度
々
言
及
す
る
の
が
、
身
体
に
お
い
て
予
測
を
超
え
て
現
れ

る
種
々
の
出
来
事
、
た
と
え
ば
、
病
気
や
体
の
不
調
、
変
調
、
老
化
な
ど
と
い
っ
た

自
動
詞
的
な
経
験
で
あ
る
。
崩
れ
る
、
衰
え
る
、
無
く
な
る
と
い
っ
た
こ
の
種
の
経

験
は
ひ
そ
か
に
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
ぬ
間
に
経
過
す
る
。
た
と
え
ば
、
風
邪
に
か

か
る
、
下
痢
に
な
る
、
頭
痛
が
す
る
、
し
み
が
増
え
る
、
肌
が
黒
ず
む
と
い
っ
た
経

験
は
、
原
因
が
何
で
あ
れ
、
主
体
の
意
に
反
し
、
計
画
や
予
測
を
超
え
て
起
こ
る
。

身
体
の
生
理
に
つ
い
て
は
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
も
、
そ
の
と
お
り
に
は

な
ら
な
い
。
ま
た
、「
年
齢
に
つ
い
て
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
数
々

の
災
難
に
見
舞
わ
れ
、
長
生
き
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
（cf.326

）。
思
わ
ぬ
時
に
、
思

わ
ぬ
仕
方
で
到
来
す
る
死
も
同
様
で
あ
る
。「
す
る
」
で
は
な
く
「
な
る
」
出
来
事

は
、
時
々
の
医
学
的
対
抗
策
が
可
能
で
も
、
そ
の
根
本
的
な
「
な
る
」
の
リ
ズ
ム
そ

の
も
の
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
出
来
事
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
わ
れ
わ

れ
を
死
に
追
い
や
る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
よ
う
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
静
か

に
耐
え
忍
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
学
が
万
全
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
年
老

い
て
、
衰
弱
し
、
病
気
に
な
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
」（1089

）。
病
気
の

先
に
待
つ
の
は
、
不
可
避
の
死
で
あ
る
。
死
に
つ
い
て
は
、
3
で
改
め
て
扱
う
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
筆
は
、
老
い
を
語
る
と
き
に
最
も
冴
え
る
。
老
い
は
ほ
と
ん
ど

目
立
た
な
い
仕
方
で
進
行
し
、
気
づ
き
に
く
い
側
面
を
持
つ
が
、
他
方
で
、
身
に
こ

う
む
る
経
験
の
な
か
で
は
語
り
や
す
い
側
面
も
多
く
含
む
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
年

取
れ
ば
、
肉
体
と
い
う
建
物
は
お
の
ず
か
ら
が
た
が
き
て
、
崩
れ
始
め
る
が
、
や
む

を
得
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
（cf.1096

）。
固
有
名
詞
の
記
憶
喪
失
、思
考
力
の
減
退
、

性
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
衰
弱
、
発
音
の
不
明
瞭
化
、
節
々
の
痛
み
、
身
体
の
硬
直
化
と

き
し
み
、
視
野
の
衰
え
、
皺
の
増
加
、
毛
髪
風
景
の
急
激
な
変
貌
と
い
っ
た
数
々
の

老
い
の
徴
候
は
、
わ
れ
わ
れ
を
否
応
な
く
身
体
や
精
神
の
老
い
に
直
面
さ
せ
、
老
い

と
じ
っ
く
り
向
き
合
う
時
間
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
老
化
は
、
一
種
の
「
汝
自
身
を

知
れ
、
身
の
程
を
わ
き
ま
え
よ
」
と
い
う
自
然
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
同
じ
言
葉
が
も
た
ら
す
激
励
や
叱
咤
の
響
き
は

な
い
。
一
般
に
自
分
の
老
残
の
姿
を
知
る
こ
と
、
老
い
の
身
の
行
く
末
に
気
づ
く
こ

と
は
、
悔
恨
や
嘆
き
に
し
か
通
じ
ず
、
憂
鬱
な
気
分
が
晴
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

自
己
認
識
を
自
己
修
正
に
つ
な
げ
る
と
い
う
積
極
的
な
試
み
は
生
じ
て
は
こ
な
い
。

老
い
に
は
、
無
様
な
姿
を
見
せ
る
自
分
に
落
胆
し
、
醜
く
変
わ
る
哀
れ
な
自
分
を
悲

し
み
、
衰
え
て
い
く
有
様
に
う
ろ
た
え
る
と
い
う
落
ち
こ
む
気
分
が
つ
き
ま
と
う
だ

け
な
の
だ
。
し
か
し
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
老
い
の
変
化
に
伴
う
こ
う
し
た
自
己
の

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
感
情
に
一
方
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
相
対
化
し
な
が

ら
、
老
い
の
変
化
を
余
裕
を
持
っ
て
観
察
す
る
態
度
を
維
持
し
て
い
る
。
老
い
る
自

己
を
恥
じ
た
り
、
恐
れ
た
り
す
る
気
配
は
ま
っ
た
く
な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
固
有

の
態
度
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
目
に
見
え
る
肉
体
の
外
観
や
、
感
じ
ら
れ
る
内
部
組
織
の
生

理
に
衰
え
を
限
定
し
て
は
い
な
い
。
肉
眼
で
は
見
え
な
い
心
も
、
肉
体
の
衰
え
と
と

も
に
確
実
に
老
い
て
い
く
の
だ
。
心
の
老
い
は
、
感
受
性
の
枯
渇
、
反
応
力
の
衰
退
、

柔
軟
性
の
喪
失
な
ど
と
し
て
現
れ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、両
面
の
老
い
を
比
較
し
、

両
者
の
交
錯
す
る
さ
ま
を
自
己
の
経
験
に
即
し
て
丹
念
に
追
い
か
け
て
い
る
。「
老
い

は
、
顔
つ
き
よ
り
も
精
神
に
多
く
の
皺
を
き
ざ
む
」（817

）。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
視
線
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は
、
誰
も
が
鏡
で
確
認
で
き
る
顔
の
皺
を
突
き
抜
け
て
、
直
に
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
精
神
の
皺
に
ま
で
届
い
て
い
る
。
お
の
れ
の
卑
小
さ
に
気
づ
か
ず
、
偉
そ
う
に
尊

大
に
振
舞
う
、
居
丈
高
な
物
言
い
を
す
る
、
自
分
の
と
ん
ま
な
振
る
舞
い
の
滑
稽
さ

を
笑
え
な
い
、
他
人
の
哀
れ
み
の
こ
も
っ
た
眼
差
し
に
気
づ
か
な
く
な
る
、
他
人
へ

の
邪
悪
な
視
線
の
出
現
を
つ
か
め
な
い
、
自
分
の
い
や
ら
し
い
心
の
働
き
に
対
す
る

感
受
性
を
失
う
と
い
っ
た
傾
向
は
、
精
神
の
皺
が
増
え
た
証
拠
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
れ
が
深
刻
な
事
態
で
あ
る
と
い
う
反
省
の
気
持
ち
が
動
け
ば
、
皺
の
手
入
れ

も
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
に
見
え
な
い
次
元
の
こ
と
だ
け
に
容
易
で
は

な
い
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
は
、
心
身
の
老
い
の
徴
候
を
じ
っ
く
り
と
観
察
し
、
記

述
す
る
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
老
い
に
抗
し
て
倫
理
的
な
自
己
修
正
を
試
み
よ

う
と
は
せ
ず
、
老
い
の
徴
候
を
ゆ
っ
く
り
と
見
守
っ
て
い
る
の
だ
。「
時
に
は
、
肉
体

が
老
い
に
参
っ
て
し
ま
う
が
、
心
が
先
に
参
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
」（328

）。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
日
々
、
老
い
は
深
ま
っ
て
い
く
。
肉
体
も
心
も
下
り
坂
の
道
を
急
ぐ
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
視
線
が
そ
れ
を
追
い
か
け
る
。

自
分
の
老
い
の
徴
候
を
追
跡
す
る
半
面
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
周
囲
の
人
間
の

老
い
か
ら
も
様
々
な
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
久
し
ぶ
り
に
対
面
し
た
知
人
の
急
激
な

老
い
姿
に
愕
然
と
す
る
経
験
は
誰
に
も
な
じ
み
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
は
日
頃
よ
く
出
会
う
老
人
に
目
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
老
い
の
光
景
と
つ
き

合
っ
て
い
る
。
し
み
や
皺
が
増
え
、
か
さ
つ
い
て
く
る
素
顔
や
、
日
々
ぎ
こ
ち
な
さ

を
増
す
動
作
は
、
残
酷
な
老
い
の
状
況
を
端
的
に
物
語
る
。
自
分
も
他
人
か
ら
そ
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
と
思
え
ば
他
人
事
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
一
般
に
は
、
自
分

の
老
い
る
姿
は
見
え
に
く
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
人
の
老
い
は
、
欠
点
や
悪
癖
と

同
じ
よ
う
に
、
く
っ
き
り
と
目
に
入
る
。
さ
ら
に
他
人
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
な

れ
ば
、
他
人
が
日
々
刻
々
と
老
い
て
い
く
様
は
、
一
層
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。

「
老
い
が
、
私
の
知
り
合
い
の
方
々
に
、
毎
日
毎
日
、
な
ん
と
多
く
の
変
化

（M
étam

orph
oses

）
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
か
」（817

）。
自
分
の
老
い
に
敏
感
で

あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
周
囲
の
人
た
ち
の
老
い
に
伴
う
変
化
を
見
逃

さ
な
か
っ
た
。
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
の
存
在
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
を
定
義
す
る
第
一

の
も
の
で
あ
っ
た
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
れ
ば
、
老
い
は
強
力
な
病
で
あ
り
、
ご
く
自
然
に
、
こ
っ
そ

り
と
進
行
す
る
。
老
い
以
外
の
多
く
の
病
気
は
、
特
定
の
症
状
が
現
れ
、
医
者
に
よ

る
診
断
や
治
療
、
手
術
が
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
老
い
は
ひ
そ
か
に
進
行
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
徐
々
に
切
り
崩
し
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
し
て
い
く
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
死
を
誰
も
が
か
か
る
病
気
だ
と
見
な
し
た
が⑥
、
老
い
も
ま
た
誰
も
が

避
け
ら
れ
な
い
、
す
こ
ぶ
る
力
を
備
え
た
病
気
な
の
だ
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
医
者

の
力
に
頼
れ
な
い
こ
の
病
気
の
対
抗
策
を
さ
ら
り
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
老
い

の
進
行
を
遅
ら
せ
る
努
力
や
用
心
を
欠
か
さ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。言
い
換
え
れ
ば
、

老
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
状
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
老
い
に
抵
抗
す
る
と
い
う
自
由

を
行
使
す
る
こ
と
だ
。
無
駄
な
あ
が
き
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ひ

弱
な
抵
抗
で
も
、
老
い
の
進
行
を
少
し
は
遅
く
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
意
識

す
る
と
い
う
効
果
は
少
な
く
は
な
い
。
と
は
言
え
、老
い
は
手
ご
わ
い
病
気
な
の
だ
。

生
半
可
な
抵
抗
や
、
小
ざ
か
し
い
工
夫
な
ど
で
は
な
か
な
か
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。

「
結
局
の
と
こ
ろ
、
老
い
が
私
自
身
を
ど
こ
に
連
れ
て
行
く
の
か
は
わ
か
ら
な
い
」

（817

）。
老
い
は
、
日
々
、
確
実
に
わ
れ
わ
れ
を
崩
し
て
い
く
が
、
そ
の
先
に
何
が
待

つ
か
は
知
り
え
な
い
。
老
い
に
伴
う
心
身
の
崩
壊
は
確
か
で
も
、
そ
の
症
状
の
正
確

な
診
断
や
治
療
は
難
し
い
の
だ
。

し
か
し
、
老
い
の
経
験
は
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
老
い
は
、
幸
い

に
も
生
き
な
が
ら
え
た
と
い
う
生
の
証
で
あ
る
か
ら
、
老
い
に
は
そ
の
こ
と
を
感
謝

す
る
時
間
が
結
び
つ
く
。「
後
悔
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
自
分

の
肉
体
と
い
う
草
が
生
え
、
花
が
咲
き
、
結
実
し
、
そ
れ
が
枯
れ
る
局
面
に
立
ち
会

え
る
幸
福
に
感
謝
し
て
い
る
（cf.812

）。
若
さ
の
特
徴
は
、身
体
や
観
念
が
放
熱
す
る

時
間
で
あ
り
、
時
に
狂
乱
で
あ
り
、
そ
の
過
剰
さ
が
若
さ
の
最
中
で
自
ら
を
振
り
返



一
四
三

パ
ト
ス
的
な
も
の
へ
の
態
度

997

る
こ
と
を
し
ば
し
ば
困
難
な
も
の
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
老
い
は
身
体
の
水
分

の
枯
渇
化
、
心
の
硬
直
化
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
体
や
心
は
大
抵
の
場
合
醜
く
変
移

し
、
崩
れ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
過
程
が
ゆ
っ
く
り
と
進
む
が
ゆ
え
に
、
気
づ
き
に
く
い

側
面
も
あ
る
も
の
の
、
老
い
の
あ
り
様
を
冷
静
な
距
離
を
取
っ
て
じ
っ
く
り
と
見
つ

め
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
老
い
の
風
景
は
、
疑

い
も
な
く
惨
め
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
老
い
た
」
と
い
う
実
感
は
、
と
も
か
く

も
「
生
き
た
、
生
か
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
の
幸
福
な
確
認
で
も
あ
る
。
老
い

は
、
長
い
過
去
を
担
っ
て
現
に
在
る
こ
と
の
喜
び
を
感
受
す
る
時
間
と
も
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
時
間
の
な
か
で
は
、
老
い
る
こ
と
の
惨
め
さ
の
自
己
確
認
と
、
生
か
さ

れ
て
あ
る
こ
と
の
幸
福
と
が
共
存
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
幸
福
感
は
、
わ
れ
わ

れ
を
生
か
し
て
い
る
も
の
の
意
図
や
配
慮
が
つ
か
み
き
れ
ず
、
い
つ
逆
の
事
態
が
出

現
す
る
か
分
か
ら
な
い
た
め
に
、
常
に
つ
か
の
間
の
も
の
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
な

い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。生
は
死
と
重
ね
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

に
は
、
こ
の
側
面
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

３　

メ
メ
ン
ト
・
モ
リ 

―
死
へ
の
態
度
―

死
は
年
齢
を
選
ば
な
い
。
死
ぬ
時
も
、
死
ぬ
場
所
も
不
明
で
あ
る
。
予
測
は
可
能

で
も
、
都
合
の
よ
い
希
望
は
許
さ
れ
て
も
、
そ
の
通
り
に
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

誕
生
と
死
と
い
う
生
の
両
極
端
は
暗
が
り
と
し
て
残
る
。
生
の
無
明
性
と
生
の
須
臾

性
、
死
の
不
意
打
ち
性
格
は
、
人
間
存
在
の
有
限
性
に
思
い
を
凝
ら
し
た
哲
学
者
た

ち
に
共
通
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、死
を
考
え
る
時
期
は
人
に
よ
っ
て
様
々
だ
。

自
然
年
齢
的
に
若
い
時
代
に
、死
に
つ
い
て
突
き
詰
め
て
考
え
た
人
は
少
な
く
な
い
。

そ
の
原
因
は
、
自
身
の
病
弱
性
、
近
親
者
の
死
、
戦
場
で
の
臨
死
経
験
な
ど
様
々
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
若
い
時
か
ら
重
い
病
に
苦
し
み
、
政
治
の
世
界
で
は
困
難
な
目

に
幾
度
と
な
く
遭
遇
し
た
セ
ネ
カ
は
こ
う
書
き
記
し
た
。「
生
き
る
こ
と
は
生
涯
を

か
け
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
不
思
議
に
思
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
生
涯
を
か
け
て
学
ぶ
べ
き
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
る⑦
」
。
生
の
目
に

は
見
え
な
い
形
を
生
そ
の
も
の
の
な
か
で
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
死
と
い
う
も

の
に
生
を
映
し
出
す
鏡
の
役
割
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
意
味
や
方
向
を
明

ら
か
に
で
き
る
と
い
う
考
え
方
だ
。
ま
た
、
何
度
と
な
く
戦
場
に
赴
い
て
敵
の
攻
撃

に
曝
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
ー
リ
ウ
ス
も
、
死
の
省
察
を
重
ね
た
。
戦
場
で
傷

つ
き
死
ん
で
い
く
兵
士
を
傍
ら
に
自
省
す
る
彼
に
と
っ
て
、
死
は
す
こ
ぶ
る
現
実
的

な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
運
命
や
自
然
に
つ
い
て
の
瞑
想
を
深
め
る
契
機

と
も
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
老
い
を
感
じ
る
時
期
に
な
っ
て
、
自
ら
の
老
い
と
重
ね
な
が
ら

死
を
考
え
た
人
物
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
あ
る
。「
生
き
た
、
生
か
さ
れ
て
き
た
、
老
い

た
」
と
い
う
幸
福
な
実
感
に
支
え
ら
れ
て
い
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
は
、
死
の
切
迫
感

は
希
薄
で
あ
る
。
セ
ネ
カ
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
死
を
学
ぼ
う
と
い
う
実
直

な
態
度
も
な
い
。
死
に
対
す
る
ゆ
っ
た
り
と
構
え
た
態
度
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
の
過
剰
な
ま
で
の
自
分
語
り
を
嫌
悪
し
た
パ
ス
カ
ル
は
、
彼
の
死
論
に

も
文
句
を
つ
け
て
い
る
。「
彼
は
、
そ
の
著
作
全
体
を
通
じ
て
、
ゆ
る
ん
で
、
だ
ら
だ

ら
と
し
て
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
だ⑧
」
。
人
間
の
惨
め
さ
を
抉
り
出
し
、

救
わ
れ
る
た
め
に
は
イ
エ
ス
に
倣
う
他
は
な
い
と
、
人
々
を
信
仰
の
道
へ
と
促
し
た

誠
実
な
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
だ
ら
け
た
態
度
が
許
せ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
老
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
謹
厳
さ
を
求
め
て
も
無
駄
だ

ろ
う
。
彼
の
魅
力
は
、
常
日
頃
の
自
己
と
他
者
の
観
察
や
、
決
し
て
硬
直
す
る
こ
と

の
な
い
思
考
の
「
ゆ
る
み
」、
精
神
の
し
な
や
か
な
運
動
に
あ
る
。
思
考
は
、
警
戒
を

怠
る
と
す
ぐ
に
狭
い
断
定
に
行
き
着
き
、
行
き
場
を
失
う
。
思
考
は
、
別
の
思
考
に

よ
っ
て
不
断
に
砕
か
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

『
エ
セ
ー
』
に
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
死
に
対
す
る
ふ
た
つ
の
態
度
が
見
て
取
れ

る
。
ひ
と
つ
は
、
死
を
意
識
し
て
待
ち
受
け
る
態
度
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
生
を
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重
ん
じ
て
、
死
を
軽
ん
じ
る
態
度
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
老
い
の
時
間
が
介
入
し

て
い
る
。
前
者
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
セ
ネ
カ
や
キ
ケ
ロ
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
ー

リ
ウ
ス
と
い
っ
た
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
と
の
対
話
か
ら
引
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
死
が
ど
こ
で
わ
れ
わ
れ
を
待
っ
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
。だ
か
ら
い
た
る
と
こ
ろ

で
、
そ
れ
を
待
ち
受
け
よ
う
。
あ
ら
か
じ
め
死
を
考
え
る
こ
と
は
、
自
由
に
つ
い
て

あ
ら
か
じ
め
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
死
を
学
ん
だ
者
は
、
奴
隷
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

た
者
で
あ
る
。
死
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
隷
属
と
拘
束
か
ら
解
放
さ

れ
る
の
で
あ
る
」（87

）。
時
間
も
場
所
も
選
ば
ず
、老
若
男
女
を
問
わ
ず
襲
い
か
か
っ

て
く
る
死
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
れ
ば
圧
倒
的
な
敵
で
あ
る
。
こ
の
敵
に
勝
て
る

武
器
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
武
器
を
持
た
ず
に
敵
を
打
ち
倒
す
術
を
学
ば
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
術
と
は
、
意
外
に
も
、
死
と
観
念
的
に
馴
れ
親
し
む
こ
と
で
あ
る
。
現

実
の
死
と
対
峙
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
観
念
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
死
の
懐
に
飛

び
込
む
と
い
う
戦
略
を
選
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
は
、
到
来
す
る
死
の

外
側
に
あ
っ
て
死
に
お
び
え
た
り
、
恐
れ
た
り
す
る
一
般
的
な
態
度
を
拒
否
し
、
死

を
内
面
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
死
の
内
面
化
と
は
、
ま
ず
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
例

と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
馬
の
躓
き
、
瓦
の
落
下
、
ピ
ン
が
さ
さ
る
と
い
っ
た

一
瞬
の
出
来
事
と
絶
え
ず
死
を
重
ね
合
わ
せ
（cf.86

）、
そ
の
他
の
歓
楽
的
な
場
面
に

も
突
然
の
死
が
や
っ
て
く
る
こ
と
を
常
に
考
え
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
死
を
不
断
に
考
え
て
生
き
て
い
る
自
分
が
不
在
化

す
る
場
面
を
想
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
不
在
化
の
対
象
は
、
自
分
を
含
み
生
き
と

し
生
け
る
も
の
全
体
に
及
ぶ
。
誰
も
が
い
な
く
な
り
、
今
あ
る
状
態
が
な
く
な
る
状

態
を
想
定
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
死
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
状
況
を
あ
ら
か
じ
め

考
え
る
こ
と
こ
そ
が
死
と
馴
れ
親
し
む
ひ
と
つ
の
形
で
あ
ろ
う
。
セ
ネ
カ
が
「
死
の

学
び
」
に
よ
っ
て
強
調
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
ー
リ
ウ
ス
が
、

「
す
べ
て
か
り
そ
め
に
す
ぎ
な
い
。
お
ぼ
え
る
者
も
お
ぼ
え
ら
れ
る
者
も⑨
」と
い
う
短

文
で
示
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
、

人
や
、
事
物
、
風
景
と
交
わ
る
さ
な
か
で
、
同
時
に
そ
れ
ら
が
不
在
と
化
す
局
面
を

絶
え
ず
想
定
し
て
生
き
る
と
い
う
生
の
二
重
化
の
作
業
は
、
死
に
一
方
的
に
絡
め
と

ら
れ
、
死
に
屈
服
す
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
。
あ
り
う
る
事
態

が
到
来
し
た
時
に
、
そ
の
事
態
を
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
、
あ
ら
か
じ
め

待
ち
構
え
る
準
備
が
で
き
て
い
れ
ば
、
死
は
す
で
に
そ
の
到
来
以
前
に
わ
れ
わ
れ
の

支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
死
を
手
中
に
納
め
る
と
い
う
自
由
な
構

え
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
死
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
、
死
と
親
し
む
態
度
の
強
調
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
死
論
の
一
面
で
し
か
な
い
。
他
方
で
、
彼
は
あ

ら
か
じ
め
の
死
の
準
備
と
は
、
一
種
の
死
の
目
的
化
に
他
な
ら
な
い
と
見
な
し
、
こ

れ
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、「
哲
学
者
の
生
涯
は
す
べ
か
ら
く
死

の
研
究
で
あ
る
」
と
い
う
キ
ケ
ロ
に
逆
ら
っ
て
、
言
葉
遊
び
を
交
え
な
が
ら
語
る
。

「
だ
が
私
の
考
え
で
は
、
な
る
ほ
ど
死
は
生
の
末
端
（bou

t

）
で
は
あ
る
が
、
生
の
目

的
（bu

t

）
で
は
な
い
」（1051

）。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
生
を
整
え
導
き
、
生
に
耐
え

て
生
き
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、「
い
か
に
死
ぬ
べ
き
か
」
は
、「
い
か
に
生
き

る
べ
き
か
」
に
比
べ
れ
ば
つ
ま
ら
な
い
設
問
項
目
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
（cf.1052

）。

死
に
つ
い
て
心
配
す
る
こ
と
の
愚
を
説
い
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
近
い
発
想
だ
。
死
を
先

回
り
し
て
思
い
煩
う
こ
と
は
生
を
窮
屈
な
も
の
に
す
る
。
生
の
結
末
に
関
し
て
は
、

俗
人
の
よ
う
に
愚
鈍
で
理
解
力
も
乏
し
い
方
が
死
に
お
び
え
る
こ
と
も
少
な
い
の
だ

（cf.1051

）。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
冗
談
め
か
し
て
、死
に
無
頓
着
で
鈍
重
な
愚
か
者
の
学

派
（escolle de bestise

）
を
開
こ
う
と
さ
え
提
案
し
、
こ
れ
こ
そ
学
問
が
わ
れ
わ
れ

に
可
能
に
す
る
最
後
の
果
実
だ
と
さ
え
述
べ
て
い
る
（cf.1052

）。
こ
の
学
問
に
お
い

て
は
、
無
用
な
想
像
力
や
思
考
力
を
持
た
な
い
動
物
が
わ
れ
わ
れ
の
教
師
で
あ
り
、

動
物
の
死
に
方
に
こ
そ
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
無
知
の
知
が
哲
学

へ
の
出
発
点
と
な
る
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
へ
の
共
鳴
と
、
無
知
、
愚
鈍
に
と
ど
ま
る

の
も
ま
た
哲
学
で
あ
る
と
い
う
反
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
視
点
が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
ど
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パ
ト
ス
的
な
も
の
へ
の
態
度

999

ん
な
に
先
回
り
し
て
も
、
死
を
自
分
の
経
験
と
し
て
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

以
上
、
死
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
を
恐
れ
て
も
空
し
い
だ
け
だ
と

い
う
発
想
の
背
後
に
は
ま
た
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
周
辺
に
、
生
き
て
い
る
間
は
死
の

こ
と
な
ど
歯
牙
に
も
か
け
ず
、
最
期
の
時
を
そ
の
時
と
心
得
て
、
わ
ず
か
の
薬
や
手

当
て
を
受
け
た
後
に
、
従
容
と
し
て
死
に
就
い
た
人
々
が
多
く
い
た
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
時
期
が
来
れ
ば
、
他
人
に
席
を
譲
っ
て
立
ち
去
る
潔
さ
を
身
に
つ
け

て
い
た
人
々
だ
。
高
度
な
医
療
技
術
や
手
厚
い
看
護
な
ど
に
よ
っ
て
、
迎
え
る
べ
き

死
が
先
送
り
さ
れ
て
し
ま
う
今
日
の
人
々
と
の
彼
我
の
差
は
明
白
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
哲
学
を
死
の
学
び
と
見
な
し
た
プ
ラ
ト
ン
を
は
じ
め
と
し
て
、

現
代
の
実
存
の
哲
学
者
に
い
た
る
ま
で
、
死
は
実
に
多
種
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
て

き
た
。
死
を
自
然
の
出
来
事
と
し
て
待
つ
姿
勢
を
強
調
し
た
者
、
死
を
先
取
り
し
て

生
き
る
こ
と
を
重
視
し
た
者
、
死
の
偶
然
性
や
死
の
神
秘
的
な
性
格
を
考
察
し
た
者

な
ど
様
々
で
あ
る
。
荒
行
を
通
じ
て
死
の
際
に
身
を
置
き
、
別
種
の
生
を
体
得
す
る

者
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
死
と
慣
れ
親
し
む
態
度
の
強
調
か
ら
、
年
を
重
ね
て
死

と
疎
遠
な
態
度
の
重
要
性
を
説
く
に
い
た
っ
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
独
自
性
は
ど
こ
に

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、彼
の
死
に
関
す
る
教
説
の
な
か
に
は
な
い
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
、
死
を
主
題
化
し
た
他
の
哲
学
者
た
ち
の
考
え
方
の
間
に
は
根
本

的
な
違
い
よ
り
も
、
類
似
性
の
方
が
多
く
見
ら
れ
る
。
死
と
い
う
経
験
不
可
能
な
次

元
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
力
点
を
ど
こ
に
置
く
か
で
多
岐
に
分
か
れ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
が
、
死
の
切
迫
性
の
自
覚
、
生
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
死
の
効
果
へ
の

期
待
、
死
の
意
図
的
忘
却
、
生
の
な
か
に
死
を
見
る
と
い
っ
た
彼
ら
の
死
論
の
特
徴

は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
多
面
的
な
思
索
の
な
か
に
も
読
み
取
れ
る
の
だ
。
し
か
し
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
他
の
人
物
と
大
き
く
隔
て
る
の
は
、
そ
の
死
論
よ
り
も
、
死
に
関

す
る
彼
の
語
り
口
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
死
に
関
す
る
思
索
の
内
容
を
書
き
記

す
だ
け
で
な
く
、
予
測
を
超
え
て
到
来
す
る
死
に
対
す
る
自
分
自
身
の
態
度
を
も
あ

か
ら
さ
ま
に
記
述
し
て
い
る
の
だ
。
死
を
考
え
る
自
分
の
姿
を
別
の
視
点
か
ら
見
定

め
る
と
い
う
余
裕
の
あ
る
姿
勢
が
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
の
余
裕
が
、
実
直

に
死
を
語
る
堅
苦
し
さ
や
大
げ
さ
な
身
振
り
を
遠
ざ
け
、
死
の
語
り
に
一
種
の
軽
や

か
な
愉
快
さ
や
ユ
ー
モ
ア
、
暖
か
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
死
と
親
し
み
、
死
を
友

達
の
よ
う
に
し
て
語
る
語
り
口
や
、
死
か
ら
ぷ
い
と
顔
を
そ
む
け
て
知
ら
ん
ぷ
り
す

る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
態
度
に
は
、
老
人
に
し
て
持
ち
う
る
魅
力
と
風
格
が
感
じ
ら
れ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
死
論
」
を
読
む
の
は
無
上
の
喜
び
と
も
な

る
の
だ
。

以
上
、『
エ
セ
ー
』
に
お
け
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
対
す
る
関
係

に
焦
点
を
あ
て
て
述
べ
て
き
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
最
も
魅
力
的
な
貢
献
は
、
パ
ト

ス
的
な
も
の
の
出
現
と
そ
れ
に
伴
う
混
乱
や
動
揺
な
ど
を
、
自
己
の
経
験
に
即
し
て

あ
け
す
け
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
己
を
愚
人
と
自
覚
し
て
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

は
、
低
い
場
所
か
ら
語
り
続
け
、
高
み
か
ら
見
下
ろ
し
て
尊
大
に
語
る
や
り
口
を
好

ま
な
か
っ
た
。
低
地
か
ら
の
視
線
は
、
自
分
自
身
と
自
分
以
外
の
人
間
の
愚
か
し
い

裸
の
姿
を
照
射
し
た
。『
痴
愚
神
礼
讃
』
と
い
う
傑
作
を
書
い
た
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、人

間
の
痴
愚
を
教
会
の
説
教
場
所
の
よ
う
な
少
し
高
み
か
ら
面
白
お
か
し
く
描
い
た

が
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
視
線
は
ま
ず
愚
か
な
自
己
を
貫
い
て
、
そ
れ
か
ら
周
囲
へ
と

放
射
さ
れ
、
再
度
自
己
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
視
線
の
往
還
に
支
え
ら
れ

て
記
述
が
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
め
ざ
す
時
、
暴
露
さ
れ
る
の
は
何
よ
り
も
自
分
と
い

う
存
在
の
脆
さ
、
病
や
老
化
な
ど
に
よ
る
崩
れ
や
す
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
と
い

う
受
難
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
生
の
一
面
と
、
そ
れ
に
直
面
す
る
際
の
、
死
を
あ

ら
か
じ
め
考
え
る
と
い
う
態
度
と
、
よ
り
深
く
生
を
享
受
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
た

め
に
死
を
考
え
な
い
と
い
う
態
度
の
二
面
性
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
死
を
軸
に

し
た
想
念
に
は
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
ー
リ
ウ
ス
の
場
合
の
よ
う
に
、
私
も
あ
な
た

も
、
動
植
物
も
、
命
あ
る
も
の
は
い
な
く
な
り
、
風
景
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
と

い
う
悲
哀
の
響
き
は
な
い⑩
。
死
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、
積
極
的
方
向
で
あ
れ
、
消

極
的
方
向
で
あ
れ
、
き
っ
ぱ
り
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
軽
快
な
響
き
が
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た
だ
よ
っ
て
い
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
痴
愚
へ
の
偏
愛
と
老
化
と
の
戯
れ
、
死
と
の
観
念
的
や
り
と
り

は
、
い
ず
れ
も
好
ま
し
い
も
の
と
映
る
。
宗
教
戦
争
と
い
う
血
な
ま
ぐ
さ
い
乱
世
を

生
き
抜
い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
態
度
が
、
別
の
意
味
で
の
乱
世
を
生
き
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
彼
は
、
先
を
よ
く

読
ま
な
い
思
慮
の
狭
量
さ
、
想
像
力
の
貧
困
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
を
見
損
な
う
浅

慮
や
先
入
見
な
ど
を
『
エ
セ
ー
』
の
随
所
で
槍
玉
に
あ
げ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
へ
の
還
元
が
必
要
な
時
代
に
生
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
や
参
照
は
、
本

文
中
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
す
る
。

②　

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
眼
差
し
と
、日
常
の
具
体
的
経
験
を
見
つ
め
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