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「
形
象
と
比
喩
を
意
図
的
に
使
っ
て
い
な
い
こ
と
は
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
が
形
象
で
あ
り
比
喩
で
あ
る
か
も
は
や
分
か
ら
 
 

な
い
。
最
も
近
い
表
現
、
最
も
適
切
な
表
現
、
最
も
端
的
な
表
現
と
し
て
、
す
べ
て
の
も
の
が
現
わ
れ
る
」
（
『
こ
の
人
を
見
よ
』
「
ツ
ァ
ラ
 
 

ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
 
3
）
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
物
語
は
抽
象
的
な
概
念
と
し
て
で
な
く
、
具
体
的
な
形
象
と
し
て
展
開
す
る
。
三
つ
の
変
容
（
賂
駐
－
獅
 
 

子
－
子
供
）
、
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
 
（
蛇
、
鷺
、
獅
子
、
鳩
）
、
多
種
多
様
な
動
物
、
擬
人
化
さ
れ
た
も
の
 
（
生
、
知
恵
、
最
 
 

も
静
か
な
る
時
、
孤
独
、
真
夜
中
）
、
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
敵
で
あ
る
重
さ
の
需
〓
小
人
）
な
ど
の
様
々
な
形
象
に
満
ち
て
い
る
。
形
象
 
 
 

「
八
は
私
の
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
を
聞
く
の
に
相
応
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
そ
し
て
そ
の
と
き
ま
で
、
こ
こ
で
浪
費
さ
れ
た
技
 
 

法
を
理
解
す
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
こ
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
、
新
し
い
前
代
未
聞
の
芸
術
的
技
法
を
、
こ
れ
以
上
に
浪
費
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
。
 
 

ニ
ー
チ
ェ
 
『
こ
の
人
を
見
よ
』
 
（
「
な
ぜ
私
は
か
く
も
良
い
本
を
書
く
の
か
」
 
4
）
 
は
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
 
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
 
 

語
っ
て
い
る
。
「
新
し
い
前
代
未
聞
の
芸
術
的
技
法
」
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
独
自
な
形
象
の
物
語
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
確
認
 
 

す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
「
人
は
私
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
聞
く
の
に
相
応
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
求
に
答
え
る
こ
と
を
 
 

試
み
よ
う
。
そ
の
試
み
は
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
」
と
し
て
読
む
こ
と
へ
導
く
だ
ろ
う
。
 
 

一
 
形
象
が
織
り
な
す
物
語
 
 

道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
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の
物
語
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
、
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
物
語
、
神
話
的
な
世
界
を
切
り
拓
く
ミ
ュ
ー
ト
ス
で
あ
 
 

る
。
形
象
の
物
語
は
さ
ら
に
時
間
と
い
う
形
象
を
舞
台
と
す
る
物
語
で
も
あ
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
の
展
開
は
、
朝
、
正
午
、
午
後
、
 
 

夕
方
、
夜
、
真
夜
中
、
日
の
出
前
と
い
う
時
間
・
時
刻
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
の
位
置
が
時
刻
を
決
定
す
る
が
、
太
陽
は
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
を
比
喩
す
る
形
象
で
あ
る
。
そ
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
と
い
う
主
人
公
の
名
も
そ
れ
自
体
、
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
一
 
 

つ
の
形
象
で
あ
る
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
形
象
が
織
り
な
す
物
語
で
あ
り
、
こ
の
点
に
こ
そ
「
新
し
い
前
代
未
聞
の
芸
術
的
技
法
」
が
あ
る
。
『
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
を
読
み
解
く
た
め
に
、
こ
う
し
た
形
象
と
そ
の
相
互
関
係
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
形
象
の
置
き
換
 
 

え
と
同
一
性
（
獅
子
が
戦
う
龍
＝
重
さ
の
霊
、
道
化
師
＝
超
人
＝
子
供
、
最
も
静
か
な
る
時
＝
深
い
真
夜
中
）
、
形
象
の
変
容
（
牧
人
の
喉
 
 

を
か
む
黒
い
重
い
蛇
か
ら
自
分
の
尾
を
か
む
蛇
へ
、
深
淵
↓
光
の
深
淵
1
正
午
の
深
淵
）
、
形
象
の
交
替
（
蛇
か
ら
鳩
へ
、
驚
か
ら
獅
子
へ
）
、
 
 

反
対
形
象
の
一
致
（
山
頂
と
深
淵
が
一
つ
に
な
る
、
真
夜
中
は
正
午
で
あ
る
）
、
形
象
の
喚
起
力
（
月
光
と
蜘
妹
、
露
が
お
り
る
）
等
。
こ
 
 

（
1
）
 
 

の
よ
う
な
豊
か
な
形
象
を
読
み
解
く
こ
と
こ
そ
が
、
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
聞
く
の
に
相
応
し
く
な
る
」
唯
一
の
道
で
あ
る
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
は
形
象
の
物
語
で
あ
る
が
、
し
か
し
形
象
の
単
な
る
詩
的
な
戯
れ
で
な
く
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
物
語
で
あ
 
 

（
ヮ
こ
 
 

る
。
全
体
は
そ
の
終
わ
り
（
テ
ロ
ス
）
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
全
体
で
あ
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
序
説
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
 
 

の
目
標
 
（
テ
ロ
ス
）
 
を
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
私
の
目
標
に
私
は
向
か
お
う
。
私
は
私
の
道
を
行
く
。
た
め
ら
う
怠
惰
な
者
た
ち
を
私
は
跳
び
越
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
私
の
歩
 
 

み
が
彼
ら
の
没
落
で
あ
っ
て
欲
し
い
」
 
（
「
序
説
」
 
9
）
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
彼
が
獲
得
し
た
新
た
な
真
理
を
述
べ
て
い
る
。
「
た
め
ら
う
怠
惰
な
者
た
ち
を
私
は
跳
び
越
え
る
 
 

（
h
i
n
w
e
g
s
p
r
i
n
g
e
n
）
」
こ
と
は
、
「
序
説
」
6
に
お
け
る
「
彼
の
道
を
塞
い
で
い
た
者
（
綱
渡
り
師
）
を
跳
び
越
え
る
（
h
i
n
w
e
g
s
p
r
i
n
g
2
n
）
」
 
 

と
い
う
道
化
師
の
行
為
と
同
じ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
目
標
は
道
化
師
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
道
化
師
が
綱
渡
り
師
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を
跳
び
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
綱
渡
り
師
は
綱
か
ら
落
ち
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
「
私
の
歩
み
が
彼
ら
の
没
落
で
あ
っ
て
欲
し
い
」
 
 

と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
没
落
は
古
き
世
（
た
め
ら
う
怠
惰
な
者
た
ち
の
世
）
 
の
没
落
と
新
し
き
世
（
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
世
）
 
の
誕
 
 

生
を
、
つ
ま
り
黙
示
録
の
構
図
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
物
語
を
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
 
 

の
黙
示
録
」
と
し
て
解
釈
す
る
可
能
性
が
開
け
て
く
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
「
た
め
ら
う
怠
惰
な
者
た
ち
を
私
は
跳
び
越
え
る
」
の
は
、
道
化
師
と
な
っ
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
「
大
い
 
 

な
る
正
午
」
（
＝
黙
示
録
の
「
大
い
な
る
日
」
）
に
お
い
て
永
遠
回
帰
の
教
説
を
告
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
告
知
に
よ
っ
て
、
 
 

こ
の
最
も
重
い
思
想
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
（
「
た
め
ら
う
怠
惰
な
者
た
ち
」
）
は
没
落
し
、
新
し
い
世
が
始
ま
る
。
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
 
 

ト
ラ
の
黙
示
録
」
と
い
う
解
釈
視
点
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
根
本
思
想
で
あ
る
永
遠
回
帰
の
思
想
を
主
題
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
 
 

す
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
そ
の
テ
ロ
ス
（
終
わ
り
）
に
定
位
す
る
こ
と
を
要
求
す
 
 

る
。
そ
の
テ
ロ
ス
は
、
道
化
師
と
な
る
こ
と
（
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
な
る
べ
き
者
）
、
永
遠
回
帰
の
思
想
（
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
告
知
 
 

す
べ
き
教
説
）
、
大
い
な
る
正
午
（
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
教
説
を
告
知
す
る
時
）
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
で
い
る
。
そ
の
テ
ロ
ス
こ
そ
が
『
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
物
語
全
体
を
導
い
て
い
る
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
、
「
永
 
 

遠
回
帰
」
、
「
黙
示
録
」
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
テ
ー
マ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
に
よ
っ
 
 

て
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
な
る
べ
き
者
は
「
綱
渡
り
師
を
跳
び
越
え
る
道
化
師
」
と
い
う
形
象
と
し
て
だ
け
で
な
 
 

く
、
超
人
と
い
う
形
象
と
し
て
、
さ
ら
に
「
騒
駐
1
獅
子
↓
子
供
」
と
い
う
三
つ
の
変
容
に
お
け
る
子
供
と
し
て
も
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
 
 

永
遠
回
帰
の
思
想
は
深
淵
・
光
の
深
淵
・
正
午
の
深
淵
と
し
て
、
さ
ら
に
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
動
物
（
黒
い
重
い
蛇
、
鳩
の
足
で
来
る
 
 

思
想
）
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
黙
示
録
の
世
界
は
「
大
い
な
る
正
午
」
（
＝
大
い
な
る
日
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
端
的
に
表
現
さ
 
 
 



れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
か
ら
の
形
象
（
七
つ
の
封
印
、
ユ
ダ
族
か
ら
出
た
獅
子
、
大
窪
婦
バ
ビ
ロ
ン
、
千
年
王
国
、
 
 

一
二
と
い
う
数
字
、
葡
萄
摘
み
の
小
刀
な
ど
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
読
み
取
り
う
る
だ
ろ
う
。
『
ヨ
六
ネ
の
黙
示
録
』
そ
の
も
 
 

の
が
形
象
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
道
化
師
・
永
遠
回
帰
・
黙
示
録
」
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
読
み
解
く
錘
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
 
 

ト
ラ
』
 
の
構
想
が
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
か
、
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

〓
 
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
 
 

「
今
や
私
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
歴
史
を
語
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
根
本
思
想
、
永
遠
回
帰
の
思
想
、
そ
も
そ
も
到
達
し
う
る
か
ぎ
り
の
 
 

肯
定
の
最
高
の
定
式
は
、
一
八
八
一
年
の
夏
に
属
す
る
。
こ
の
思
想
は
『
人
間
と
時
間
の
彼
方
六
千
フ
ィ
ー
ト
』
と
い
う
署
名
の
あ
る
紙
 
 

片
に
走
り
書
き
さ
れ
て
い
る
」
。
ニ
ー
チ
ェ
は
『
こ
の
人
を
見
よ
』
（
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
1
）
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 

こ
の
紙
片
は
遺
稿
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
「
一
八
八
一
年
八
月
初
め
シ
ル
ス
・
マ
リ
ア
に
お
い
て
、
海
抜
六
千
フ
ィ
ー
ト
、
す
べ
て
の
人
 
 

間
的
な
物
事
を
超
え
て
は
る
か
高
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
断
章
で
あ
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
は
新
た
な
 
 

（
3
）
 
段
階
を
迎
え
る
が
、
こ
の
断
章
の
う
ち
に
そ
の
後
の
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
す
べ
て
が
潜
ん
で
い
る
。
「
一
八
八
一
年
八
月
初
め
…
…
」
と
い
う
 
 

言
葉
の
直
前
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
5
、
新
た
な
重
し
、
つ
ま
り
同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
。
…
…
我
々
は
こ
の
教
説
を
教
え
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
教
説
を
我
々
自
身
の
も
の
 
 

て
こ
 
 

に
す
る
最
強
の
手
段
で
あ
る
。
最
も
偉
大
な
教
説
の
教
師
と
し
て
の
我
々
独
自
の
至
福
」
。
 
 
 

同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
は
「
新
た
な
重
し
」
と
さ
れ
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
が
公
刊
さ
れ
た
著
作
で
初
め
て
語
ら
れ
る
の
は
『
喜
ば
し
 
 

き
知
』
三
四
一
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
最
大
の
重
し
」
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
永
遠
回
帰
の
田
篇
心
は
 
 

最
初
か
ら
こ
の
教
説
を
教
え
る
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
教
え
る
こ
と
が
、
こ
の
教
説
を
自
分
自
身
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の
も
の
と
す
る
最
強
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
永
遠
回
帰
の
教
説
を
教
え
る
こ
と
へ
の
歩
み
は
、
永
遠
回
帰
の
思
想
を
自
ら
 
 

の
も
の
と
す
る
歩
み
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
す
で
に
「
最
も
偉
大
な
教
説
の
教
師
」
、
つ
ま
り
「
永
遠
回
帰
の
教
師
と
し
て
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
 
 

ス
ト
ラ
」
と
い
う
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
基
本
構
想
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
永
遠
 
 

回
帰
と
い
う
最
も
偉
大
な
教
説
の
教
師
と
な
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
最
も
偉
大
な
教
説
の
教
師
」
は
至
福
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
 
 

い
る
。
こ
こ
に
独
自
の
至
福
か
ら
永
遠
回
帰
の
教
説
を
教
え
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
断
章
は
「
快
の
絶
対
的
な
過
 
 

剰
」
を
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
し
か
し
今
や
最
も
重
い
認
識
が
生
じ
、
す
べ
て
の
生
の
あ
り
方
を
極
め
て
疑
わ
し
い
も
の
に
す
る
。
つ
ま
り
快
の
絶
対
的
な
過
剰
が
証
 
 

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
我
々
自
身
の
絶
滅
が
人
類
に
関
し
て
人
類
の
絶
滅
の
手
段
と
し
て
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
－
ヱ
 
 

…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
突
き
倒
さ
れ
な
い
た
め
に
、
我
々
の
同
情
が
大
き
く
て
は
な
ら
な
い
…
…
」
。
こ
こ
で
「
最
も
重
い
認
識
」
と
は
、
「
新
 
 

た
な
重
し
」
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
認
識
で
あ
る
。
最
も
重
い
認
識
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
田
篇
心
は
、
我
々
を
そ
の
重
さ
に
よ
っ
て
押
し
 
 

つ
ぶ
し
、
我
々
を
絶
滅
さ
せ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
重
さ
に
耐
え
、
そ
の
否
定
面
を
肯
定
へ
と
転
化
さ
せ
る
た
め
に
は
「
快
の
 
 

絶
対
的
な
過
剰
」
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
快
の
絶
対
的
な
過
剰
こ
そ
が
永
遠
回
帰
の
否
定
面
を
克
服
し
、
そ
れ
を
肯
定
へ
と
転
化
さ
せ
 
 

う
る
。
「
最
も
重
い
認
識
」
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
思
想
が
「
肯
定
の
最
高
の
定
式
」
と
な
り
う
る
の
は
、
「
快
の
絶
対
的
な
過
剰
」
を
通
 
 

し
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
基
本
構
想
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
四
部
「
酔
歌
」
 
 

に
お
い
て
、
「
し
か
し
す
べ
て
の
快
は
永
遠
性
を
欲
す
る
、
深
い
深
い
永
遠
性
を
欲
す
る
」
こ
と
と
し
て
実
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
永
遠
回
帰
の
教
師
と
な
る
た
め
に
は
、
永
遠
回
帰
の
思
想
の
否
定
面
を
肯
定
へ
と
転
化
さ
せ
る
だ
け
で
 
 

は
十
分
で
は
な
い
。
永
遠
回
帰
の
教
師
は
こ
の
教
説
を
教
え
る
が
、
こ
の
教
説
は
最
大
の
重
し
と
し
て
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
を
押
 
 

し
っ
ぶ
し
、
絶
滅
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
永
遠
回
帰
の
思
想
に
よ
っ
て
没
落
す
る
者
へ
の
同
情
が
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
最
も
偉
大
な
教
 
 

説
の
教
師
と
し
て
の
我
々
」
に
お
い
て
「
我
々
の
同
情
が
大
き
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
同
情
の
克
服
と
い
う
こ
の
課
題
は
、
「
た
 
 
 



め
ら
う
怠
惰
な
者
た
ち
を
私
は
跳
び
越
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
私
の
歩
み
が
彼
ら
の
没
落
で
あ
っ
て
欲
し
い
」
と
語
る
道
化
師
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
と
し
て
具
体
化
す
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

永
遠
回
帰
の
思
想
が
襲
来
し
た
直
後
の
断
章
に
お
い
て
、
す
で
に
「
最
も
偉
大
な
教
説
の
教
師
」
、
つ
ま
り
「
永
遠
回
帰
の
教
師
と
し
て
 
 

の
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
」
と
い
う
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
の
基
本
構
想
、
さ
ら
に
永
遠
回
帰
の
教
師
と
な
る
た
め
の
二
つ
の
課
題
（
永
 
 

遠
回
帰
の
否
定
面
を
肯
定
へ
と
転
化
す
る
こ
と
、
同
情
の
克
服
）
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
同
じ
遺
稿
ノ
ー
ト
に
「
正
午
と
 
 

永
遠
性
」
と
し
て
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
構
想
が
す
ぐ
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
三
）
。
永
遠
回
帰
の
田
篇
心
は
、
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
 
 

ス
ト
ラ
の
黙
示
録
」
 
の
構
想
を
要
求
す
る
。
 
 

「
正
午
と
永
遠
性
／
新
し
き
生
へ
の
示
唆
／
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
ウ
ル
ミ
湖
の
ほ
と
り
に
生
ま
れ
、
三
〇
歳
の
時
に
彼
の
故
郷
を
離
 
 

（
6
）
 
 

れ
、
ア
リ
ア
の
田
舎
に
行
き
、
山
の
中
で
孤
独
の
十
年
間
に
ゼ
ン
ド
ー
ア
ヴ
ュ
ス
タ
を
書
い
た
」
。
 
 

一
八
八
一
年
夏
に
お
け
る
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
と
い
う
決
定
的
な
体
験
の
後
、
ニ
ー
チ
ェ
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
の
最
初
の
 
 

構
想
を
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
の
最
も
豊
か
な
成
果
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
で
あ
る
。
「
私
の
著
作
の
な
か
で
 
 

私
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
孤
高
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
に
、
そ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
最
大
の
贈
り
物
を
し
 
 

た
」
 
（
『
こ
の
人
を
見
よ
』
序
文
4
）
。
そ
の
最
初
の
構
想
の
表
題
は
「
正
午
と
永
遠
性
」
で
あ
る
。
こ
の
表
題
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
 
 

の
構
想
だ
け
で
な
く
、
永
遠
回
帰
の
思
想
を
論
じ
る
他
の
構
想
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
使
わ
れ
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
 
 

ス
ト
ラ
』
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
最
初
の
構
想
に
定
位
し
ょ
う
。
 
 
 

「
正
午
と
永
遠
性
」
 
の
断
章
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
 
の
冒
頭
に
対
応
す
る
。
「
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
が
三
〇
歳
で
あ
っ
た
時
、
彼
は
 
 

彼
の
故
郷
と
故
郷
の
湖
を
離
れ
、
山
へ
入
っ
た
。
こ
こ
で
彼
は
彼
の
精
神
と
孤
独
を
享
受
し
、
十
年
間
そ
れ
に
倦
む
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
 
 
 

三
 
正
午
と
永
遠
性
 
 



道化師ツアラトゥストラの黙示録  

た
」
 
（
「
序
説
」
1
）
。
つ
ま
り
最
初
の
構
想
に
お
い
て
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
冒
頭
、
物
語
の
最
初
が
す
で
に
は
っ
き
り
と
し
た
姿
で
 
 

登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
物
語
の
初
め
（
ア
ル
ケ
ー
）
 
が
定
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
終
わ
り
（
テ
ロ
ス
）
も
「
正
午
と
永
遠
性
」
 
 

と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
る
。
正
午
（
大
い
な
る
正
午
）
 
に
お
い
て
永
遠
回
帰
の
教
説
 
（
永
遠
性
）
を
告
知
す
る
と
い
う
テ
ロ
ス
へ
と
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
は
歩
む
。
そ
れ
故
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
次
の
よ
う
に
終
わ
っ
て
い
る
。
「
『
こ
れ
は
私
の
朝
だ
、
私
の
日
が
始
ま
る
。
 
 

今
や
上
っ
て
来
い
、
上
っ
て
来
い
、
お
前
、
大
い
な
る
正
午
よ
』
／
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
は
語
り
、
彼
の
洞
窟
を
立
ち
去
っ
 
 

た
、
燃
え
る
よ
う
に
力
強
く
、
暗
い
山
か
ら
来
る
朝
の
太
陽
の
よ
う
に
」
 
（
第
四
部
「
徴
」
）
。
こ
の
「
大
い
な
る
正
午
」
に
お
け
る
永
遠
回
 
 

帰
の
思
想
の
告
知
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
に
耐
、
ろ
え
な
い
古
き
世
が
没
落
し
て
、
「
新
し
き
生
」
が
可
能
と
な
る
新
し
き
世
が
始
ま
る
。
「
大
 
 

い
な
る
正
午
（
d
e
r
 
g
r
O
若
M
i
t
t
a
g
）
」
は
黙
示
録
の
 
「
大
い
な
る
日
（
d
e
r
 
g
r
O
紆
T
a
g
）
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
 
 

ラ
』
 
は
最
初
か
ら
 
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

最
初
の
構
想
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
物
語
の
最
初
と
最
後
、
ア
ル
ケ
ー
と
テ
ロ
ス
を
す
で
に
画
定
し
て
い
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
 
 

ス
ト
ラ
』
は
こ
の
始
ま
り
か
ら
そ
の
終
わ
り
へ
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
歩
む
物
語
で
あ
り
、
そ
の
歩
み
が
目
指
す
テ
ロ
ス
と
し
て
の
「
正
 
 

午
と
永
遠
性
」
は
、
そ
れ
自
身
時
間
を
意
味
し
て
い
る
。
「
正
午
」
も
「
永
遠
性
」
も
時
間
の
問
題
圏
に
属
す
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
 

最
初
の
構
想
の
表
題
「
正
午
と
永
遠
性
」
は
そ
の
物
語
の
終
わ
り
を
鮮
明
に
表
現
し
て
い
る
と
と
も
に
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
が
時
間
 
 

の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
導
き
の
糸
と
し
て
の
「
正
午
と
永
遠
性
」
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
 
 

ジ
は
、
こ
の
最
初
の
構
想
が
語
ら
れ
た
す
ぐ
次
の
断
章
が
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
認
識
の
太
陽
が
ふ
た
た
び
正
午
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
永
遠
性
の
蛇
が
そ
の
光
の
う
ち
で
輪
を
描
い
て
（
g
e
r
i
n
g
e
三
橋
た
わ
っ
 
 

（
7
）
 
 

て
い
る
。
お
前
た
ち
の
暗
が
来
た
、
お
前
た
ち
正
午
の
兄
弟
よ
」
。
「
正
午
と
永
遠
性
」
 
が
こ
こ
で
は
「
正
午
に
位
置
す
る
太
陽
と
永
遠
性
 
 

の
蛇
」
と
い
う
具
体
的
な
形
象
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
永
遠
性
の
蛇
が
輪
を
描
い
て
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
永
遠
回
帰
の
永
 
 

遠
性
を
形
象
化
し
て
い
る
。
こ
の
形
象
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
の
序
文
に
お
い
て
登
場
す
る
。
「
序
説
」
1
0
に
お
い
て
「
蛇
は
鷲
の
首
 
 
 



に
輪
を
描
い
て
（
g
e
r
i
n
g
e
－
t
）
巻
き
付
い
て
い
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
太
陽
が
正
午
に
位
置
し
て
い
た
時
」
で
あ
る
。
 
 
 

正
午
と
は
太
陽
が
真
南
に
位
置
す
る
（
i
m
M
i
t
t
a
g
s
t
e
h
e
エ
時
刻
で
あ
り
、
太
陽
が
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
時
刻
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
 
 

日
の
う
ち
で
太
陽
が
そ
の
光
を
最
も
多
く
地
上
に
降
り
注
ぎ
贈
る
時
刻
で
あ
る
。
太
陽
は
「
溢
れ
る
ほ
ど
豊
か
な
天
体
」
（
「
序
説
」
1
）
 
 

と
し
て
贈
る
徳
、
光
を
贈
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
太
陽
が
贈
る
光
は
永
遠
回
帰
の
思
想
を
意
味
す
る
。
正
午
（
大
い
な
る
正
午
）
に
お
い
 
 

て
、
太
陽
（
認
識
の
太
陽
）
と
し
て
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
永
遠
回
帰
の
思
想
（
永
遠
性
の
蛇
）
を
告
知
す
る
の
で
あ
る
。
「
正
午
と
 
 

永
遠
性
」
が
指
し
示
す
こ
の
告
知
と
い
う
テ
ロ
ス
へ
向
け
て
、
永
遠
回
帰
の
教
師
と
な
る
べ
く
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
彼
の
運
命
を
歩
 
 

む
。
 
 
 

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
こ
の
歩
み
を
導
く
の
は
「
お
前
た
ち
の
時
が
釆
た
、
お
前
た
ち
正
午
の
兄
弟
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
、
つ
ま
り
蛇
と
鷲
で
あ
る
。
「
危
険
な
道
を
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
歩
む
。
私
の
動
物
た
ち
が
私
を
導
い
て
く
 
 

れ
る
よ
う
に
」
（
「
序
説
」
1
0
）
。
「
正
午
と
永
遠
性
」
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
物
語
の
テ
ロ
ス
だ
と
し
た
ら
、
正
午
の
動
物
で
あ
る
 
 

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
、
「
正
午
の
兄
弟
」
と
し
て
、
彼
を
「
正
午
と
永
遠
性
」
と
い
う
テ
ロ
ス
へ
と
導
く
者
で
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
テ
ロ
ス
を
言
い
表
わ
す
「
正
午
と
永
遠
性
」
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
時
間
の
物
語
で
あ
る
こ
と
だ
 
 

け
で
な
く
、
形
象
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
「
正
午
と
永
遠
性
」
と
い
う
言
葉
自
身
が
す
で
に
時
間
形
象
で
あ
り
、
そ
の
具
 
 

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
認
識
の
太
陽
と
永
遠
性
の
蛇
」
は
さ
ら
に
そ
の
具
象
的
な
形
象
で
あ
る
。
そ
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
 
 

歩
み
を
導
く
動
物
た
ち
（
蛇
と
鷲
）
も
ま
た
独
自
な
形
象
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
「
形
象
が
織
り
な
す
物
語
」
、
 
 

形
象
の
物
語
で
あ
る
。
時
間
も
ま
た
形
象
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
形
象
性
を
捉
え
る
こ
と
な
し
に
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
 
 

ラ
』
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
最
初
の
構
想
に
お
い
て
、
形
象
の
物
語
と
い
う
そ
の
基
本
性
格
を
は
っ
き
り
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
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四
 
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
 
 

「
私
の
地
平
に
、
私
が
未
だ
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
思
想
が
現
わ
れ
ま
し
た
。
…
…
私
の
感
情
の
激
し
さ
は
、
私
を
戦
懐
さ
せ
そ
し
 
 

（
8
）
 
て
笑
わ
せ
ま
す
」
。
永
遠
回
帰
の
思
想
に
襲
わ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
数
日
後
に
ケ
ー
ゼ
リ
ッ
ツ
宛
の
手
紙
（
一
八
八
一
年
八
月
一
四
日
）
 
 

で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
私
が
未
だ
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
思
想
」
と
は
永
遠
回
帰
を
め
ぐ
る
思
想
を
意
味
す
る
。
し
か
し
「
私
 
 

を
戦
懐
さ
せ
そ
し
て
笑
わ
せ
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
戦
懐
と
笑
い
（
s
c
h
a
u
d
e
r
n
u
n
d
l
a
c
h
2
n
）
と
い
う
奇
妙
な
二
重
性
は
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
基
本
性
格
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
基
本
性
格
は
「
運
命
と
笑
い
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
 
 
 

「
ど
こ
か
ら
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
は
我
々
の
も
と
に
釆
た
の
か
。
彼
の
父
と
母
は
誰
な
の
か
。
運
命
と
笑
い
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
 
 

（
q
こ
 
 

父
と
母
で
あ
る
。
つ
ま
り
恐
ろ
し
い
運
命
と
愛
ら
し
い
笑
い
が
こ
の
よ
う
な
子
供
を
生
ん
だ
の
だ
」
。
 
 
 

戦
懐
と
笑
い
は
「
恐
ろ
し
い
運
命
と
愛
ら
し
い
笑
い
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
父
と
母
と
し
て
の
「
運
命
と
笑
 
 

い
」
と
い
う
二
重
性
は
、
「
認
識
の
我
々
の
情
熱
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
英
雄
そ
し
て
道
化
を
も
（
d
e
n
 
H
e
－
d
e
n
 
u
n
d
 
2
b
2
n
S
O
 
d
e
n
 
 

N
a
r
r
e
n
）
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
『
喜
ば
し
き
知
』
一
〇
七
の
言
葉
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
運
命
－
英
雄
」
と
「
笑
 
 

い
1
道
化
」
と
い
う
仕
方
で
、
「
運
命
と
笑
い
」
の
二
重
性
に
「
英
雄
と
道
化
」
が
対
応
す
る
。
 
 
 

さ
ら
に
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
が
完
成
し
た
直
後
の
手
紙
も
こ
の
二
重
性
を
語
っ
て
い
る
。
一
八
八
三
年
二
月
一
日
の
手
紙
 
 

は
こ
の
本
を
「
私
の
最
も
よ
き
も
の
」
と
言
い
、
「
こ
れ
以
上
に
一
層
真
剣
な
も
の
は
な
い
し
、
ま
た
一
層
快
活
な
も
の
は
私
に
な
い
」
と
 
 

書
い
て
い
如
。
同
じ
月
の
三
日
の
手
紙
は
、
「
私
の
作
品
の
最
も
真
剣
な
も
の
で
あ
り
ま
た
最
も
快
活
な
も
の
」
と
書
い
て
い
璽
「
最
 
 

も
真
剣
な
も
の
－
最
も
快
活
な
も
の
」
と
い
う
二
重
性
は
「
運
命
（
英
雄
）
と
笑
い
（
道
化
）
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
『
ツ
ァ
 
 
 

か
し
さ
ら
に
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
全
体
を
支
配
し
て
い
る
他
の
基
本
性
格
を
も
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
 
 

は
 
「
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
」
 
で
あ
る
。
 
 



ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
へ
と
導
か
れ
る
。
 
 
 

第
一
部
「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
」
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
「
最
高
の
山
に
登
る
者
は
、
す
べ
て
の
悲
・
劇
と
悲
劇
的
－
真
剣
 
 

さ
を
笑
う
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
の
モ
ッ
ト
ー
に
も
な
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
「
最
も
真
剣
で
か
 
 

つ
最
も
快
活
な
も
の
」
と
い
う
二
重
性
は
、
悲
劇
的
・
真
剣
さ
と
悲
劇
的
・
真
剣
さ
を
笑
う
快
活
さ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
 
 

の
二
重
性
は
、
単
な
る
並
存
、
並
列
の
関
係
に
あ
る
の
で
な
く
、
「
悲
・
劇
と
悲
劇
的
⊥
具
剣
さ
を
笑
う
」
こ
と
、
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
 
 

を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
高
み
か
ら
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
を
書
く
直
前
の
遺
稿
が
示
し
て
い
る
。
 
 

「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
」
 
の
右
に
引
用
し
た
言
葉
は
、
「
高
い
山
に
登
る
者
は
す
べ
て
の
悲
劇
的
な
身
振
り
を
笑
う
」
 
（
一
八
八
二
年
夏
 
 

（
1
2
）
 
】
秋
）
 
に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
悲
劇
を
超
え
た
次
元
を
言
い
表
す
遺
稿
に
次
の
断
章
が
属
す
る
。
「
英
維
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
 
 

（
1
3
）
 
 

劇
と
な
る
。
半
神
の
ま
わ
り
で
は
－
す
べ
て
が
サ
チ
ェ
ロ
ス
劇
と
な
る
」
（
一
八
八
二
夏
・
秋
）
。
こ
こ
に
「
英
雄
－
悲
劇
」
の
レ
ベ
ル
よ
り
、
 
 

「
半
神
－
サ
チ
ェ
ロ
ス
劇
」
の
方
が
よ
り
高
い
次
元
に
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
別
の
断
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
「
半
神
 
 

（
1
4
）
 
の
ま
わ
り
で
は
英
雄
さ
え
も
笑
う
べ
き
も
の
と
な
る
」
。
 
 
 

英
雄
が
最
高
の
段
階
に
な
い
こ
と
を
、
一
八
八
二
年
一
二
月
の
手
紙
は
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
。
「
『
英
雄
』
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
は
 
 

英
雄
に
つ
い
て
あ
な
た
の
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
良
い
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
、
人
が
他
の
選
択
肢
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
 
 

（
1
5
）
 
 

英
雄
は
人
間
の
生
存
の
最
も
受
け
容
れ
ら
れ
う
る
形
態
で
す
」
。
永
遠
回
帰
の
思
想
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
英
雄
－
悲
劇
」
は
超
 
 

え
ら
れ
る
べ
き
段
階
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
同
じ
手
紙
で
ニ
ー
チ
ェ
は
、
他
の
選
択
肢
、
つ
ま
り
悲
劇
を
超
 
 

（
1
6
）
 
 

え
た
高
み
に
言
及
す
る
。
「
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
悲
劇
的
な
問
題
が
私
の
下
に
あ
る
よ
う
な
高
み
を
私
は
欲
す
る
の
で
す
」
。
こ
の
手
紙
を
書
 
 

い
た
翌
年
一
八
八
三
年
二
月
に
ニ
ー
チ
ェ
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
を
二
気
に
書
く
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
「
そ
こ
か
ら
 
 

見
れ
ば
悲
劇
的
な
問
題
が
私
の
下
に
あ
る
よ
う
な
高
み
」
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
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悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
は
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
発
展
に
お
 
 

い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
悲
劇
は
最
高
の
段
階
で
あ
っ
た
。
「
音
楽
の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
 
 

誕
生
」
と
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
か
ら
悲
劇
が
誕
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
悲
劇
の
神
で
あ
っ
た
。
し
か
 
 

し
後
期
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
「
我
々
の
生
存
の
偉
大
な
る
老
い
た
永
遠
の
喜
劇
作
家
（
d
e
r
 
g
r
O
謬
 
a
－
t
e
 
e
w
i
g
e
 
 

K
O
m
監
i
e
n
d
i
c
F
t
e
r
u
n
s
r
e
s
D
a
s
e
i
n
s
）
」
 
（
『
道
徳
の
系
譜
』
序
文
7
）
と
さ
れ
る
。
「
悲
劇
か
ら
悲
劇
を
超
え
た
高
み
と
し
て
の
喜
劇
（
笑
 
 

い
、
サ
チ
ユ
ロ
ス
劇
）
 
へ
」
と
い
う
定
式
こ
そ
が
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
発
展
を
最
も
よ
く
言
い
表
わ
す
だ
ろ
う
。
 
 
 

だ
か
ら
こ
そ
ニ
ー
チ
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
対
し
て
「
自
己
批
判
の
試
み
」
 
（
一
八
八
六
年
夏
）
を
書
く
の
で
あ
る
。
『
悲
劇
の
誕
生
』
 
 

第
二
版
の
「
自
己
批
判
の
試
み
」
の
最
後
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
四
部
「
高
等
な
人
間
」
か
ら
の
引
用
で
終
わ
っ
て
い
る
。
「
…
…
 
 

笑
い
を
私
は
神
聖
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
お
前
た
ち
高
等
な
人
間
た
ち
よ
、
学
べ
－
笑
う
こ
と
を
」
。
こ
れ
は
「
悲
劇
を
熱
望
す
る
」
と
い
 
 

う
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
対
す
る
自
己
批
判
の
核
心
、
悲
劇
を
笑
う
高
み
か
ら
の
自
己
批
判
を
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
悲
劇
を
単
に
捨
 
 

て
去
り
、
悲
劇
を
無
視
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
悲
劇
を
内
在
的
に
克
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
自
己
批
判
の
試
み
」
7
は
次
の
よ
う
に
言
 
 

う
。
「
私
の
若
き
友
人
た
ち
よ
、
君
た
ち
が
是
非
と
も
ペ
シ
ミ
ス
ト
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
君
た
ち
は
笑
う
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
 
 

る
」
。
笑
い
の
高
み
に
至
る
こ
と
は
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
で
な
く
、
ペ
シ
ミ
ス
ト
に
真
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
の
で
あ
 
 

る
。
つ
ま
り
ペ
シ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
苦
悩
こ
そ
が
笑
い
を
必
要
と
す
る
。
悲
劇
の
苦
悩
が
笑
い
を
求
め
る
。
 
 
 

「
し
か
し
『
神
と
道
徳
な
し
に
』
一
人
で
生
き
る
と
い
う
こ
の
極
端
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
 
（
私
の
 
『
悲
劇
の
誕
生
』
 
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
 
 

え
て
く
る
よ
う
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
）
を
耐
え
る
た
め
に
、
私
は
反
対
の
も
の
を
案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
私
は
、
何
故
人
 
 

間
の
み
が
笑
う
か
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
の
み
が
深
く
苦
悩
す
る
の
で
、
人
間
は
笑
い
を
案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
 
 

（
に
－
 
 

た
の
だ
。
最
も
不
幸
で
最
も
憂
う
つ
な
動
物
は
、
明
ら
か
に
最
も
快
活
な
動
物
で
あ
る
」
。
深
く
苦
悩
す
る
人
間
は
そ
の
苦
悩
を
耐
え
る
た
 
 

（
1
8
）
 
 

め
に
笑
い
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
「
地
上
で
最
も
苦
悩
す
る
動
物
は
案
出
す
る
－
笑
う
こ
と
を
」
。
そ
れ
故
人
間
は
最
も
快
活
な
動
物
と
し
 
 
 



五
 
ぎ
c
i
p
i
t
t
r
a
g
O
e
d
訂
－
ぎ
c
官
t
p
a
r
O
d
訂
 
 

「
悲
劇
が
始
ま
る
（
：
n
c
i
p
i
t
t
r
a
g
O
e
d
i
a
）
。
・
－
－
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
三
〇
歳
で
あ
っ
た
時
、
彼
は
彼
の
故
郷
と
ウ
ル
ミ
湖
を
離
れ
、
 
 

山
へ
入
っ
た
。
こ
こ
で
彼
は
彼
の
精
神
と
孤
独
を
享
受
し
、
十
年
間
そ
れ
に
倦
む
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
…
…
」
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
の
最
初
の
構
想
「
正
午
と
永
遠
性
」
を
受
け
て
、
『
喜
ば
し
き
知
』
第
四
書
の
最
終
節
三
四
二
は
、
こ
の
よ
う
 
 

に
書
い
て
い
る
。
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
三
〇
歳
で
あ
っ
た
時
」
以
下
「
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
没
落
は
始
ま
っ
た
」
に
至
 
 

（
銅
）
 
 

る
全
文
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
の
 
「
序
説
」
 
1
と
な
る
。
と
す
れ
ば
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
は
「
悲
劇
が
 
 

始
ま
る
」
こ
と
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
は
『
喜
ば
し
き
知
』
に
第
五
書
を
書
き
加
え
、
第
二
版
と
し
て
出
版
す
る
。
 
 

そ
の
第
二
版
（
一
八
八
六
年
秋
）
 
の
序
文
1
は
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
と
い
う
言
葉
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 
 

「
『
悲
劇
が
始
ま
る
』
 
（
I
n
c
i
p
i
t
 
t
r
a
g
O
e
d
i
a
）
1
こ
の
危
険
で
あ
り
－
危
険
で
な
い
書
物
の
終
わ
り
に
こ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
つ
 
 

ま
り
用
心
し
て
欲
し
い
の
だ
。
と
び
き
り
悪
く
悪
意
あ
る
何
も
の
か
の
到
来
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
（
i
n
c
i
p
i
t
 
 

p
a
r
O
d
i
a
）
、
そ
れ
は
疑
い
が
な
い
…
…
」
。
 
 
 

「
悲
劇
が
始
ま
る
」
に
対
し
て
↓
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。
で
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
、
悲
劇
が
始
 
 
 

て
笑
う
。
笑
う
こ
と
、
悲
劇
を
笑
う
こ
と
は
快
活
さ
な
の
で
あ
る
。
悲
劇
の
苦
悩
を
生
き
る
英
雄
は
快
活
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
を
「
私
の
作
品
の
最
も
真
剣
な
も
の
で
あ
り
ま
た
最
も
快
活
な
も
の
」
と
書
い
た
と
き
、
⊥
一
－
チ
ェ
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
 
 

（
1
9
）
 
 

ト
ラ
を
快
活
な
英
雄
と
考
え
て
い
た
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
「
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
」
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
運
命
－
英
雄
」
よ
り
「
笑
い
－
道
化
」
 
 

が
高
い
段
階
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
－
「
パ
 
 

ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
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ま
る
の
か
、
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
の
か
。
こ
の
間
い
は
こ
の
書
の
基
本
性
格
に
関
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
『
喜
ば
し
き
知
』
の
初
版
（
一
 
 

八
八
二
年
）
 
か
ら
そ
の
第
二
版
（
一
八
八
六
年
）
 
の
問
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
見
解
が
悲
劇
か
ら
パ
ロ
デ
ィ
へ
と
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

「
悲
劇
－
パ
ロ
デ
ィ
」
と
い
う
二
重
性
は
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
そ
の
も
の
の
基
本
性
格
を
な
し
て
い
る
 
（
四
）
。
 
 
 

「
I
n
c
i
p
i
t
 
t
r
a
g
O
e
d
i
a
」
と
い
う
言
葉
は
、
二
の
冒
頭
に
引
用
し
た
『
ヅ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
の
最
初
の
構
想
を
書
い
た
後
の
次
の
遺
稿
 
 

（
2
1
）
 
 

ノ
ー
ト
に
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
八
八
一
年
秋
の
こ
の
同
じ
遺
稿
ノ
ー
ト
に
は
、
そ
れ
以
前
に
次
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
悲
劇
 
 

（
”
〓
 
 

を
道
徳
的
に
味
わ
う
者
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
登
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
に
お
い
て
悲
劇
が
始
ま
る
と
し
 
 

て
も
、
そ
の
悲
劇
を
道
徳
的
に
味
わ
う
こ
と
を
超
え
た
次
元
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
次
元
を
捉
え
る
た
め
に
、
『
喜
ば
し
き
知
』
が
動
 
 

い
て
い
る
地
平
を
簡
単
に
検
討
し
ょ
う
。
こ
の
地
平
は
『
喜
ば
し
き
知
』
 
の
最
初
の
節
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

「
全
き
真
理
か
ら
笑
う
た
め
に
、
笑
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
自
分
自
身
を
笑
う
こ
と
…
…
。
恐
ら
く
笑
い
に
も
ま
だ
未
来
が
あ
る
だ
ろ
 
 

う
。
…
…
恐
ら
く
そ
の
と
き
笑
い
は
知
恵
と
結
合
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
そ
の
と
き
な
お
『
喜
ば
し
き
知
』
だ
け
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 

当
分
の
間
事
態
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
当
分
の
間
生
存
の
悲
劇
は
自
分
自
身
を
『
意
識
す
る
』
ま
で
に
は
な
ら
な
い
。
当
分
の
間
相
変
 
 

わ
ら
ず
悲
劇
の
時
代
、
道
徳
と
宗
教
の
時
代
で
あ
る
」
 
（
『
喜
ば
し
き
知
』
一
）
。
 
 
 

こ
こ
に
「
喜
ば
し
き
知
」
の
意
味
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
喜
ば
し
き
知
」
と
は
「
笑
い
が
知
恵
と
結
合
し
た
」
形
態
、
笑
い
 
（
喜
 
 

ば
し
き
）
 
と
知
恵
（
知
）
 
の
結
合
を
意
味
す
る
。
こ
の
笑
い
は
「
全
き
真
理
か
ら
笑
う
」
こ
と
で
あ
り
、
「
全
き
真
理
 
（
知
）
 
か
ら
笑
う
こ
 
 

と
（
喜
ば
し
き
）
」
と
し
て
「
喜
ば
し
き
知
」
な
の
で
あ
る
。
『
喜
ば
し
き
知
』
の
序
文
の
草
稿
に
お
い
て
、
「
『
知
』
の
形
態
に
お
け
る
『
道
 
 

（
2
3
）
 
 

化
』
 
（
D
e
r
。
N
a
r
r
。
i
コ
d
e
r
F
O
r
m
d
e
r
。
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
。
）
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
道
化
は
知
の
形
態
に
お
い
て
笑
う
、
つ
ま
り
「
全
 
 

き
真
理
か
ら
笑
う
」
 
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
喜
ば
し
き
知
」
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
悲
劇
の
時
代
」
と
「
道
徳
と
宗
教
の
時
代
」
が
等
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
は
「
悲
劇
を
道
徳
的
に
味
わ
う
」
時
代
で
あ
 
 

り
、
笑
い
を
否
定
す
る
時
代
で
あ
る
。
「
生
存
の
目
的
」
 
の
教
師
は
、
「
我
々
が
生
存
を
笑
う
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
我
々
を
笑
う
こ
と
、
－
 
 
 



さ
ら
に
ま
た
教
師
を
笑
う
こ
と
を
欲
し
な
い
」
 
（
『
喜
ば
し
き
知
』
こ
。
悲
劇
の
時
代
に
お
い
て
、
「
『
英
雄
』
が
舞
台
に
登
場
す
る
た
び
に
、
 
 

新
し
い
も
の
、
笑
い
の
恐
ろ
し
い
反
対
物
…
…
が
獲
得
さ
れ
た
」
。
「
英
雄
－
悲
劇
」
は
笑
い
 
（
悲
劇
を
笑
う
こ
と
）
 
の
対
極
に
あ
る
。
悲
 
 

劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
は
、
「
短
い
悲
劇
は
最
後
に
つ
ね
に
生
存
の
永
遠
の
喜
劇
へ
移
行
し
、
立
ち
帰
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
。
「
生
存
の
 
 

永
遠
の
喜
劇
」
と
い
う
言
葉
は
『
道
徳
の
系
譜
』
序
文
7
に
お
け
る
「
我
々
の
生
存
の
偉
大
な
る
老
い
た
永
遠
の
喜
劇
作
家
」
 
へ
と
導
く
 
 

だ
ろ
う
 
（
三
）
。
 
 
 

「
喜
ば
し
き
知
」
は
「
悲
劇
の
時
代
、
道
徳
と
宗
教
の
時
代
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
「
悲
劇
を
道
徳
的
に
味
わ
う
者
が
さ
ら
 
 

に
い
く
つ
か
の
段
階
を
登
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
達
す
る
次
元
は
、
喜
ば
し
き
知
の
次
元
、
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
で
あ
る
。
そ
し
て
「
『
知
』
 
 

（
2
4
）
 
 

の
形
態
に
お
け
る
『
道
化
』
」
は
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
と
い
う
具
体
的
な
姿
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
 
 

（
2
5
）
 
 

は
そ
の
豊
か
さ
か
ら
、
す
べ
て
の
以
前
の
価
値
に
対
し
て
つ
ね
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
に
振
る
舞
う
」
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
が
「
パ
ロ
デ
ィ
 
 

が
始
ま
る
」
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
次
元
は
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
を
意
味
す
る
。
 
 
 

『
喜
ば
し
き
知
』
が
悲
劇
に
対
し
て
い
か
な
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
は
、
そ
の
第
三
書
一
五
三
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
こ
 
 

の
悲
劇
の
な
か
の
悲
劇
を
、
完
成
し
う
る
か
ぎ
り
最
高
度
に
自
ら
の
手
で
作
り
あ
げ
た
私
自
身
、
…
…
こ
の
私
自
身
が
今
や
第
四
暮
に
お
 
 

い
て
す
べ
て
の
神
々
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
－
道
徳
性
か
ら
。
で
は
第
五
暮
は
ど
う
な
る
べ
き
な
の
か
。
ど
こ
か
ら
な
お
悲
劇
的
な
解
決
を
 
 

と
っ
て
く
る
の
か
。
－
喜
劇
的
な
解
決
に
つ
い
て
私
は
考
え
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
。
道
徳
性
か
ら
す
べ
て
の
神
々
を
殺
す
 
 

と
は
、
道
徳
そ
れ
自
身
が
道
徳
の
神
を
殺
す
こ
と
、
道
徳
の
自
己
克
服
を
意
味
す
る
（
六
）
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
「
神
が
死
ん
だ
」
 
 

（
「
序
説
」
2
）
 
こ
と
を
前
提
に
し
て
始
ま
り
、
「
す
べ
て
の
神
々
は
死
ん
だ
」
 
（
「
贈
る
徳
」
3
）
 
と
い
う
地
平
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
 
 

る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
「
悲
劇
的
な
解
決
」
で
な
く
、
「
喜
劇
的
な
解
決
」
で
あ
ろ
う
。
喜
劇
は
「
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
 
 

高
み
」
 
に
対
応
し
て
い
る
。
 
 
 

『
喜
ば
し
き
知
』
は
す
で
に
「
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
」
に
立
ち
、
「
喜
劇
的
な
解
決
」
を
見
据
え
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 
 
 



道化師ツアラトゥストラの黙示録  

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
を
主
人
公
と
す
る
物
語
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
二
つ
の
問
 
 

い
、
つ
ま
り
何
故
物
語
な
の
か
、
そ
し
て
何
故
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
な
の
か
、
が
生
じ
 
る
。
ま
ず
第
一
の
問
い
か
ら
始
め
よ
う
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
の
根
本
思
想
は
永
遠
回
帰
の
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
は
ニ
ー
チ
ェ
が
物
語
と
い
う
叙
 
 

述
形
式
を
と
っ
た
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
永
遠
回
帰
の
思
想
の
叙
述
と
し
て
、
何
故
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
物
語
の
形
 
 

式
を
取
っ
た
の
か
、
こ
れ
を
ま
ず
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
は
、
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
の
直
後
の
断
章
 
 

か
ら
読
み
取
り
う
る
（
二
）
。
つ
ま
り
永
遠
回
帰
の
思
想
の
叙
述
は
永
遠
回
帰
の
教
師
へ
の
道
を
歩
む
者
を
必
要
と
し
、
そ
の
者
を
主
人
公
 
 

と
す
る
物
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
の
す
ぐ
後
に
、
物
語
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
 

の
構
想
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
三
）
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
一
八
八
三
年
秋
の
断
章
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
蛇
の
頭
を
か
み
切
る
。
／
我
々
 
 

（
2
8
）
 
 

は
、
最
も
重
い
思
想
を
創
造
し
た
－
今
や
、
最
も
重
い
思
想
が
そ
れ
に
と
っ
て
軽
く
至
福
で
あ
る
存
在
者
を
創
造
し
よ
う
」
。
「
蛇
の
頭
を
 
 

か
み
切
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
「
幻
影
と
謎
」
に
お
い
て
牧
人
が
蛇
の
頭
を
か
み
切
る
こ
と
、
そ
し
て
第
 
 

三
部
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
自
身
が
蛇
の
頭
を
か
み
切
る
こ
と
、
つ
ま
り
喉
に
這
い
込
ん
だ
「
黒
い
重
い
蛇
」
 
 

の
頭
を
か
み
切
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
蛇
は
最
も
重
い
思
想
で
あ
る
永
遠
回
帰
の
思
想
の
形
象
で
あ
り
、
「
蛇
の
頭
を
か
み
切
る
」
 
 

と
は
、
永
遠
回
帰
の
思
想
の
否
定
面
 
（
「
黒
い
」
）
 
を
克
服
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
は
 
「
蛇
の
頭
を
か
み
切
る
」
と
い
 
 
 

『
喜
ば
し
き
知
』
第
四
書
の
最
終
節
三
四
二
に
お
け
る
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
喜
劇
の
高
み
か
ら
語
 
 

（
2
6
）
 
 

ら
れ
て
い
る
。
第
二
版
の
序
文
に
お
け
る
 
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
改
め
て
こ
の
高
み
を
語
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
7
）
 
 
 

「
悲
劇
が
始
ま
る
」
の
真
理
は
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
始
ま
る
（
I
n
c
i
p
i
t
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
）
」
 
 

を
意
味
す
る
。
し
か
し
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
 
と
い
う
物
語
の
主
人
公
は
何
故
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
な
の
か
。
 
 

六
 
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
物
語
 
 



う
行
為
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
最
も
重
い
思
想
は
、
蛇
の
頭
を
か
み
切
る
者
、
つ
ま
り
「
最
も
重
い
思
想
が
そ
れ
に
と
っ
て
軽
く
至
福
で
 
 

あ
る
存
在
者
」
を
要
求
す
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
を
創
造
し
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
同
時
に
「
永
遠
回
帰
の
思
想
が
そ
れ
に
と
っ
て
軽
く
至
福
 
 

で
あ
る
存
在
者
」
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
永
遠
回
帰
の
教
師
と
な
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
で
あ
る
。
 
 
 

永
遠
回
帰
の
思
想
は
そ
の
田
篇
心
の
否
定
面
を
肯
定
へ
と
転
化
し
う
る
者
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
故
永
遠
回
帰
の
教
師
は
、
自
ら
が
そ
の
 
 

思
想
を
肯
定
す
る
道
を
歩
む
と
と
も
に
、
教
師
と
し
て
そ
の
教
説
に
相
応
し
い
者
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
回
帰
の
思
想
を
教
え
 
 

う
る
者
へ
の
道
は
、
同
時
に
そ
の
思
想
が
伝
達
さ
れ
る
に
相
応
し
い
者
を
求
め
る
歩
み
で
あ
る
。
永
遠
回
帰
の
思
想
は
、
永
遠
回
帰
の
教
 
 

（
2
9
）
 
師
と
な
る
物
語
、
そ
し
て
そ
の
教
説
を
自
ら
の
も
の
に
し
う
る
者
を
探
し
求
め
る
物
語
を
必
要
と
す
る
。
 
 
 

し
か
し
何
故
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
の
か
。
「
ゼ
ン
ド
ー
ア
ヴ
ェ
ス
タ
を
書
い
た
」
ツ
ァ
ラ
 
 

ト
ゥ
ス
ト
ラ
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
開
祖
を
ニ
ー
チ
ェ
は
何
故
主
人
公
と
し
て
選
ん
だ
の
か
。
こ
の
間
い
は
、
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
誰
 
 

か
」
（
ハ
イ
デ
ガ
⊥
と
い
う
問
い
で
は
な
く
、
「
何
故
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
な
の
か
」
と
問
う
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
 
 

め
て
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
誰
か
」
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
「
何
故
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
な
の
か
」
に
 
 

（
3
1
）
 
 

（
訓
）
 
答
え
て
い
る
。
「
大
い
な
る
正
午
。
／
な
ぜ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
な
の
か
。
／
道
徳
の
大
い
な
る
自
己
克
服
」
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
 
 

と
い
う
名
は
道
徳
の
自
己
克
服
を
形
象
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
い
な
る
正
午
を
迎
え
る
た
め
に
、
道
徳
の
克
服
が
必
要
で
あ
る
。
「
回
帰
 
 

（
3
2
）
 
の
思
想
に
耐
え
る
た
め
に
は
、
道
徳
か
ら
の
自
由
が
必
要
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
。
し
か
し
道
徳
の
克
服
が
何
故
「
道
徳
の
自
己
克
服
」
と
 
 

言
わ
れ
る
の
か
。
一
八
八
一
年
秋
に
ニ
ー
チ
ェ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
道
徳
自
身
が
な
に
よ
り
も
真
理
と
正
直
さ
（
R
2
d
－
i
c
h
k
2
i
t
）
 
 

を
要
求
し
、
し
た
が
っ
て
道
徳
は
自
分
自
身
の
首
に
、
道
徳
を
絞
め
殺
す
こ
と
が
で
き
絞
め
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
縄
を
巻
き
付
け
た
。
道
 
 

（
3
3
）
 
徳
の
自
殺
は
、
道
徳
自
身
の
最
後
の
道
徳
的
要
求
で
あ
る
」
。
こ
の
「
道
徳
の
自
己
克
服
」
は
永
遠
回
帰
の
思
想
の
襲
来
に
由
来
す
る
テ
ー
 
 

ゼ
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
が
道
徳
の
自
己
克
服
の
形
象
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
。
そ
の
間
い
に
ニ
ー
チ
ェ
自
身
が
『
こ
 
 

の
人
を
見
よ
』
 
（
「
な
ぜ
私
は
一
個
の
運
命
で
あ
る
の
か
」
3
）
に
お
い
て
答
え
て
い
る
。
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「
…
…
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
結
果
を
招
く
こ
の
誤
謬
、
道
徳
を
創
始
し
た
。
従
っ
て
彼
は
ま
た
、
そ
の
誤
謬
 
 

を
認
識
す
る
最
初
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
他
の
ど
ん
な
思
想
家
よ
り
も
一
層
 
 

誠
実
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
教
説
は
、
そ
し
て
彼
の
教
説
の
み
が
最
上
の
徳
と
し
て
の
誠
実
さ
を
持
っ
て
い
る
。
…
・
・
・
 

誠
実
さ
か
ら
 
 

の
道
徳
の
自
己
克
服
、
道
徳
家
が
そ
の
反
対
の
も
の
へ
、
私
へ
と
自
己
克
服
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
私
が
語
る
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
と
 
 

（
3
4
）
 
 

ス
ト
ラ
は
道
徳
の
創
始
者
で
あ
る
。
道
徳
の
自
己
克
服
を
自
己
 
 

」
 

い
う
名
は
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
 
 

克
服
と
し
て
物
語
の
う
ち
で
表
現
す
る
た
め
に
は
、
道
徳
の
創
始
者
自
身
が
道
徳
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
遺
徳
 
 

の
創
始
者
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
そ
の
誤
謬
を
認
識
す
る
最
初
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
道
徳
の
自
己
克
服
と
は
、
 
 

（
ぶ
）
 
道
徳
が
生
み
だ
し
た
誠
実
さ
（
W
a
h
r
h
a
f
t
i
g
k
e
i
t
＝
R
e
d
－
i
c
h
k
e
i
t
（
正
直
さ
）
）
そ
の
も
の
が
道
徳
を
克
服
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
 
 

れ
故
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
最
も
誠
実
な
者
と
し
て
道
徳
を
克
服
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
誠
実
さ
か
ら
の
道
徳
の
自
己
克
服
」
を
言
い
 
 

表
わ
す
た
め
に
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
と
い
う
名
を
選
び
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
道
徳
の
克
服
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
い
う
名
は
「
誠
実
さ
か
ら
の
道
徳
の
自
己
克
服
」
の
形
象
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
「
道
徳
の
克
服
」
が
ツ
ァ
ラ
 
 

ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
呼
び
起
こ
す
の
だ
ろ
う
か
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
道
徳
を
創
始
し
た
者
、
始
元
に
位
置
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
 
 

チ
ェ
は
そ
の
始
元
に
立
つ
者
を
そ
の
終
末
（
そ
の
始
元
の
終
末
）
 
に
配
置
し
た
。
つ
ま
り
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
始
元
（
初
め
）
 
で
あ
り
 
 

終
末
（
終
わ
り
）
で
も
あ
る
。
終
わ
り
は
何
か
の
終
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
何
か
、
つ
ま
り
始
元
を
志
向
す
る
。
道
徳
の
自
己
克
服
と
い
う
 
 

「
終
わ
り
＝
終
末
」
が
そ
の
始
元
を
呼
び
起
こ
す
。
そ
し
て
そ
の
始
元
こ
そ
が
、
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
（
道
徳
の
創
始
者
）
で
あ
っ
た
。
 
 

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
い
う
名
に
お
い
て
、
始
元
は
終
末
に
至
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
初
め
で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
る
こ
と
は
、
『
ヨ
 
 

ハ
ネ
の
黙
示
録
』
最
終
章
で
の
イ
エ
ス
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
「
私
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
。
最
初
の
者
に
し
て
、
最
後
 
 

の
者
。
初
め
で
あ
り
、
終
わ
り
で
あ
る
」
（
黙
示
録
軍
畑
）
。
ニ
ー
チ
ェ
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
い
う
名
を
選
ん
だ
こ
と
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
 
 

（
3
7
）
 
の
黙
示
録
的
志
向
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
が
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
黙
示
録
（
d
i
e
O
f
f
e
n
b
a
r
u
n
g
J
e
s
u
C
h
r
i
s
t
i
）
」
 
 
 



（
黙
示
録
1
・
1
）
 
で
あ
る
よ
う
に
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
（
d
i
e
O
f
f
e
n
b
a
r
u
n
g
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
s
）
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
が
ヨ
ハ
ネ
が
幻
視
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
物
語
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
『
ツ
ァ
 
 

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
も
ま
た
形
象
が
織
り
な
す
物
語
で
あ
る
。
 
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
根
本
思
想
は
永
遠
回
帰
の
思
想
で
あ
り
、
そ
の
思
想
を
表
現
す
る
た
め
に
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
「
道
 
 

化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
（
d
i
e
O
f
f
e
n
b
a
r
u
n
g
d
e
s
P
O
S
S
e
n
r
e
i
許
r
s
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
s
）
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
 
 

を
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
証
明
す
る
と
い
う
課
題
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

T
）
 
「
我
々
は
ま
た
初
め
て
次
の
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
リ
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
本
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
を
読
 
 
 

む
の
と
同
じ
厳
密
な
仕
方
で
読
む
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
注
意
し
て
欲
し
い
が
、
同
じ
仕
方
で
で
あ
っ
て
、
等
し
い
仕
方
で
で
は
な
い
」
（
M
・
 
 
 

H
e
i
d
e
g
g
e
r
こ
弄
こ
註
邑
h
百
計
已
M
a
X
N
i
e
m
e
y
e
r
」
笥
－
〉
ワ
革
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
読
ん
だ
か
は
別
と
し
て
、
こ
う
し
 
 
 

た
読
み
方
は
ニ
ー
チ
ェ
全
集
（
N
i
e
t
N
S
C
h
e
 
W
e
r
k
e
 
K
r
i
t
i
s
c
h
e
 
G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
）
の
刊
行
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
C
f
．
M
一
H
e
i
d
e
g
g
e
r
u
 
 
 

G
筏
屯
営
訂
記
兎
乱
q
（
以
下
G
A
と
略
）
〉
く
○
－
．
∽
〉
く
i
t
t
O
r
i
O
K
－
O
S
t
e
r
ヨ
a
n
コ
」
当
り
一
p
．
N
準
 
 

（
2
）
 
「
㌘
○
こ
全
体
）
と
払
訂
ト
○
て
は
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
全
く
同
じ
で
あ
る
か
あ
る
い
は
非
常
に
近
い
」
（
『
自
然
学
』
二
〇
七
a
一
三
⊥
四
）
。
払
訂
ト
。
て
 
 
 

と
は
、
払
ぎ
∩
に
達
し
て
い
る
こ
と
（
け
君
ト
て
乱
払
↑
○
ユ
を
意
味
し
、
そ
の
意
味
で
全
体
で
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
永
遠
回
帰
の
思
想
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
根
本
思
想
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
根
本
田
霜
心
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
ベ
ル
ト
ラ
ム
 
 
 

や
ボ
ウ
ム
ラ
ー
は
根
本
思
想
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
「
永
遠
回
帰
と
い
う
あ
の
見
か
け
の
啓
示
、
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
極
め
て
欺
瞞
的
な
妄
想
 
 
 

の
秘
義
」
（
E
．
B
e
r
t
r
a
き
2
迂
繋
隷
二
さ
表
騒
乱
萱
三
官
営
倉
常
G
e
O
r
g
B
O
n
d
山
こ
悪
声
℃
p
．
〓
⊥
N
）
。
「
実
際
に
こ
の
思
想
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
体
系
 
 
 

か
ら
見
れ
ば
、
重
要
で
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を
極
め
て
個
人
的
な
体
験
の
表
現
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
田
篇
心
は
『
力
へ
の
意
志
』
と
い
う
根
本
思
 
 
 

想
と
何
の
関
係
も
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
真
剣
に
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
は
力
へ
の
意
志
の
哲
学
の
意
味
連
関
を
ぶ
ち
壊
す
だ
ろ
う
」
（
A
．
B
a
2
u
m
－
2
r
）
 
 
 

≧
註
已
昂
計
こ
鼓
斎
与
ぎ
葵
〓
ま
註
ぎ
完
e
c
－
a
ヨ
L
諾
－
毒
∞
○
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
は
完
全
に
正
し
い
。
「
同
じ
も
の
の
永
遠
 
 
 

回
帰
の
教
説
は
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
お
け
る
根
本
教
説
で
あ
る
。
根
本
と
し
て
の
こ
の
教
説
な
し
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
は
根
の
な
い
樹
の
よ
う
な
も
の
で
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あ
る
」
 
（
B
d
．
岸
N
）
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
具
体
的
な
解
釈
が
正
し
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
 
 

（
4
）
 
く
N
〉
p
．
〕
浩
｝
F
r
旨
j
a
h
r
H
e
r
b
s
t
－
∞
∞
－
〓
⊥
舎
．
 
 

（
5
）
 
く
N
〉
p
．
〕
器
F
r
旨
j
a
h
r
H
e
r
b
s
t
－
0
0
0
0
ー
〓
⊥
た
．
 
 

（
6
）
 
く
N
〉
p
．
き
↓
〉
F
r
旨
j
a
h
r
H
e
r
b
s
t
－
∞
∞
－
〓
⊥
誤
∵
≦
耳
p
p
．
曾
芯
⊥
苗
P
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
が
書
い
た
と
さ
れ
る
「
ゼ
ン
ド
ー
ア
ヴ
ェ
ス
タ
（
Z
2
コ
d
 
 
 

・
A
完
S
t
a
）
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
聖
典
は
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
典
名
は
、
順
を
追
う
 
 
 

て
遡
れ
ば
、
ア
ベ
ス
タ
ー
グ
、
ア
パ
ス
タ
ー
ク
、
ア
バ
ス
タ
ー
カ
と
な
る
が
、
ア
ベ
ス
タ
ー
グ
が
汎
用
さ
れ
て
い
た
中
世
語
形
で
、
ア
バ
ス
タ
ー
カ
は
推
定
 
 
 

さ
れ
た
最
古
の
形
で
実
際
に
は
出
て
来
な
い
。
ア
ベ
ス
タ
ー
グ
／
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
と
は
、
「
（
人
智
を
）
退
け
る
も
の
、
（
八
智
を
）
離
れ
て
存
す
る
も
2
 
 
 

と
い
う
の
が
、
そ
の
語
源
的
意
味
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
「
深
遠
、
玄
連
な
も
の
」
な
ど
の
謂
い
と
な
る
の
で
、
著
者
は
「
玄
典
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
 
 
 

に
た
い
し
、
そ
れ
を
解
説
し
た
も
の
が
ザ
ン
ド
（
ゼ
ン
ド
）
で
、
こ
れ
は
中
世
ペ
ル
シ
ャ
語
を
用
い
て
お
り
、
著
者
は
「
解
典
」
と
よ
ん
で
い
る
。
ゾ
ロ
ア
 
 
 

ス
タ
ー
教
徒
の
伝
承
に
は
、
こ
の
「
玄
典
」
の
み
か
、
「
解
典
」
ま
で
も
ソ
ロ
ア
ス
タ
ー
に
帰
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
き
な
時
代
錯
誤
で
あ
 
 
 

る
」
（
伊
藤
義
教
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
p
．
雲
i
i
丁
数
已
。
「
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
（
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
）
教
の
聖
典
が
ア
ヴ
ェ
ス
 
 
 

タ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ア
ヴ
ェ
ス
タ
A
く
e
S
t
a
と
語
末
を
短
く
す
る
呼
び
方
が
通
用
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
こ
れ
は
 
 
 

A
く
e
S
t
抑
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
語
末
は
長
音
形
の
ほ
う
が
原
形
に
近
い
」
 
（
同
上
、
二
六
八
東
）
。
 
 

（
7
）
 
≦
ご
ミ
±
F
r
葺
a
h
r
去
e
r
b
s
こ
∞
∞
〓
T
【
芦
 
「
し
か
し
お
前
た
ち
動
物
は
私
に
告
げ
る
の
か
、
太
陽
は
す
で
に
正
午
に
位
置
し
て
い
る
、
と
。
永
 
 
 

遠
性
と
呼
ば
れ
る
蛇
が
す
で
に
輪
を
描
い
て
い
る
、
と
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
目
が
く
ら
む
」
 
（
≦
Ⅰ
－
も
．
畠
S
O
m
m
e
l
H
e
r
b
s
ニ
∞
∞
N
N
・
望
。
 
 

（
8
）
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
〓
－
T
－
も
．
〓
再
A
n
H
e
首
r
i
c
h
K
訝
e
－
i
t
z
J
A
A
u
g
u
s
ニ
∞
∞
－
．
 
 

（
9
）
 
く
Ⅰ
Ⅰ
－
〉
p
．
∽
道
H
e
r
b
s
t
－
∞
∞
〕
－
「
N
－
．
 
 

（
1
0
）
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
〓
－
Ⅰ
⊥
｝
p
．
〕
N
－
t
 
 

（
1
1
）
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
 
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
〓
Ⅰ
Ⅰ
⊥
〉
p
．
〕
N
リ
 
 

（
1
2
）
 
≦
Ⅰ
－
も
．
3
S
O
m
m
e
r
H
e
r
b
s
こ
∞
∞
N
〕
［
－
］
－
コ
．
 
 

（
1
3
）
 
く
≡
も
澄
S
O
m
m
e
r
・
H
e
r
b
s
こ
∞
∞
N
∽
［
ェ
芦
 
「
英
雄
－
悲
劇
」
と
「
半
神
－
サ
チ
ェ
ロ
ス
劇
」
の
対
照
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
公
演
の
仕
方
（
三
 
 
 

つ
の
悲
劇
と
一
つ
の
サ
チ
ェ
ロ
ス
劇
）
を
背
景
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
『
善
悪
の
彼
岸
』
一
五
〇
の
テ
ー
ゼ
は
こ
の
断
章
に
由
来
す
る
。
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
 
 
 

は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
り
、
半
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ェ
ロ
ス
劇
と
な
る
。
そ
し
て
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
は
－
ど
う
な
る
の
か
、
恐
ら
く
 
 

『
世
界
』
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
－
」
。
 
 

（
1
4
）
 
く
ー
〓
－
p
．
巴
石
S
O
ヨ
ヨ
e
r
－
∞
∞
〕
－
N
⊥
⊥
浩
．
 
 
 



（
ほ
）
 
N
i
e
t
N
S
C
h
e
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
〓
I
T
－
も
．
N
芦
A
n
H
e
i
n
r
i
c
h
く
O
n
S
t
e
i
コ
〉
A
n
f
a
n
g
D
e
N
e
ヨ
b
e
ニ
∞
∞
N
．
こ
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
遺
稿
の
 
 
 

う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
「
英
雄
た
ち
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
は
彼
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
良
い
と
考
え
て
い
な
い
。
と
も
か
く
、
人
が
他
の
選
択
肢
を
持
っ
 
 
 

て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
生
存
の
最
も
受
け
容
れ
ら
れ
う
る
形
態
で
あ
る
」
 
（
≦
Ⅰ
－
も
ヒ
N
－
N
O
扁
m
b
e
r
－
∞
∞
N
・
F
e
b
r
u
a
r
y
－
∞
∞
〕
干
巴
。
永
遠
回
 
 
 

帰
の
思
想
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
英
雄
の
位
置
は
下
げ
ら
れ
る
。
「
精
神
の
新
し
い
位
階
、
つ
ま
り
も
は
や
悲
劇
的
な
性
格
の
者
を
先
頭
に
す
る
の
で
 
 
 

な
く
」
（
く
N
も
．
∽
∞
－
S
O
m
m
e
r
－
∞
∞
N
N
T
∽
）
。
悲
劇
的
な
性
質
の
者
を
笑
う
高
み
が
存
在
す
る
。
「
悲
劇
的
な
性
質
の
者
が
没
落
す
る
の
を
見
て
な
お
笑
い
 
 
 

う
る
こ
と
、
最
も
深
い
理
解
、
感
情
、
彼
ら
に
対
す
る
同
情
を
超
え
て
－
こ
れ
は
神
的
で
あ
る
」
 
（
≦
Ⅰ
－
〉
p
．
琵
S
O
ヨ
ヨ
e
r
・
H
e
r
b
s
こ
∞
∞
N
？
T
∞
○
）
。
そ
 
 
 

し
て
笑
い
こ
そ
が
精
神
の
新
し
い
位
階
の
規
準
と
な
る
。
「
笑
い
の
ラ
ン
ク
に
従
っ
た
哲
学
者
の
位
階
は
、
黄
金
の
岐
笑
を
な
し
う
る
者
に
ま
で
高
ま
る
」
 
 

（
『
善
悪
の
彼
岸
』
 
二
九
四
）
。
 
 

こ
う
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
は
、
『
反
時
代
的
考
察
』
第
三
編
「
教
育
者
と
し
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
」
4
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
シ
ョ
ー
ペ
 
 

ン
ハ
ウ
ア
ー
の
立
場
と
見
事
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
「
人
間
が
到
達
し
う
る
最
高
の
も
の
は
、
英
雄
的
な
人
生
で
あ
る
」
 
（
Ⅰ
Ⅰ
－
－
）
S
．
〕
悪
）
。
 
 

（
1
6
）
 
N
i
e
t
N
S
C
h
e
B
r
i
e
f
w
e
c
h
s
e
〓
l
T
－
〉
p
．
N
∞
↓
．
こ
の
高
み
が
そ
の
後
の
ニ
ー
チ
ェ
思
想
の
次
元
を
規
定
す
る
。
「
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
悲
劇
さ
え
も
悲
劇
的
 
 
 

に
作
用
す
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
な
、
魂
の
高
み
が
存
在
す
る
」
（
『
善
悪
の
彼
岸
』
三
〇
）
。
こ
の
高
み
こ
そ
が
善
悪
の
彼
岸
、
喜
劇
の
次
元
で
あ
る
。
「
善
 
 
 

悪
を
超
え
て
自
己
を
高
め
た
と
き
、
八
は
悲
劇
の
な
か
に
も
、
意
図
し
な
い
一
つ
の
喜
劇
だ
け
を
見
る
」
（
く
I
H
も
．
琵
S
O
m
m
e
r
・
H
e
r
b
s
ニ
0
0
0
0
N
〕
［
ェ
 
 
 

・
詔
）
。
 
 

（
1
7
）
 
≦
－
〕
も
．
N
誤
J
u
コ
こ
u
－
こ
∞
∞
∽
〕
？
芦
一
八
七
〇
年
の
講
演
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
悲
劇
」
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
語
る
。
「
悲
劇
は
、
同
情
と
い
う
深
い
 
 
 

源
泉
か
ら
生
じ
た
の
で
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
ペ
シ
ミ
ズ
ム
的
で
あ
る
」
（
－
：
：
N
も
．
〕
∞
）
。
そ
れ
と
対
照
的
に
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
全
体
を
規
定
し
て
い
 
 

る
の
は
、
同
情
を
超
え
た
笑
い
で
あ
る
。
 
 

（
1
8
）
 
く
【
－
∽
｝
p
．
∽
O
N
J
亡
n
i
⊥
u
－
〓
∞
∞
∽
当
・
∽
．
 
 

（
1
9
）
 
「
最
も
真
剣
で
か
つ
最
も
快
活
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
草
稿
』
 
（
一
九
一
六
年
一
〇
月
一
七
日
）
 
へ
導
く
。
「
芸
術
的
な
 
 
 

驚
き
は
、
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
／
芸
術
的
な
考
察
の
仕
方
の
本
質
は
、
世
界
を
幸
福
な
目
で
考
察
 
 
 

す
る
こ
と
な
の
か
。
／
生
は
其
剣
で
あ
り
、
芸
術
は
快
活
で
あ
る
」
。
最
後
の
言
葉
は
シ
ラ
ー
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
「
真
剣
－
快
活
」
（
e
r
n
s
T
h
e
i
t
e
r
）
 
 
 

と
い
う
対
比
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
同
じ
生
を
生
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
二
人
が
と
も
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
『
意
志
 
 
 

と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
想
起
し
ょ
う
。
レ
ッ
ド
パ
ス
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
「
私
が
彼
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
 
 

タ
イ
ン
）
 
に
、
ど
の
哲
学
者
が
印
象
的
に
書
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
、
と
尋
ね
た
と
き
、
彼
は
即
座
に
『
ニ
ー
チ
ェ
だ
』
と
答
え
た
」
（
T
h
．
R
e
d
p
a
声
 
 
 

。
A
S
t
u
d
e
コ
t
｝
s
M
e
m
O
i
r
。
こ
n
‥
き
a
還
叫
野
鼠
†
ヨ
叫
官
記
訂
叫
声
く
○
】
u
m
e
u
も
L
0
0
）
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ヴ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
を
高
く
評
価
し
て
 
 
 



道化師ツアラトゥストラの黙示録   

い
る
が
、
ヴ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
『
こ
の
世
の
終
わ
り
』
は
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
自
分
自
身
を
最
も
憎
ん
だ
人
間
は
ニ
ー
チ
ェ
だ
っ
 
 
 

た
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
自
分
自
身
に
対
す
る
憎
し
み
は
肯
定
へ
の
最
も
強
い
意
志
か
ら
生
じ
た
。
そ
れ
故
彼
の
な
か
で
こ
の
憎
し
 
 
 

み
は
創
造
的
に
な
り
悲
劇
的
に
な
っ
た
。
…
…
宗
教
の
欠
如
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
没
落
が
説
明
さ
れ
る
。
…
…
ニ
ー
チ
ェ
に
欠
け
て
い
た
の
は
恩
寵
で
あ
っ
 
 
 

た
。
し
か
し
恩
寵
な
し
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
孤
独
も
耐
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
彼
に
と
っ
て
論
理
は
そ
れ
だ
け
が
最
も
貴
重
な
財
産
で
な
く
、
外
か
 
 
 

ら
の
強
制
で
あ
っ
た
（
何
故
な
ら
彼
は
自
分
を
あ
ま
り
に
弱
い
と
感
じ
て
い
た
の
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
危
険
を
察
知
し
た
か
ら
で
あ
る
）
。
し
か
し
論
理
 
 
 

を
否
定
す
る
者
は
、
狂
気
へ
の
途
上
に
あ
る
」
声
L
箸
童
こ
宗
旨
議
決
⊇
き
長
音
ぎ
計
三
息
腎
ミ
き
乱
温
註
こ
n
‥
S
笹
m
t
－
i
c
h
e
S
c
h
r
i
f
t
e
n
の
↑
 
 
 

B
．
M
e
t
z
－
e
r
s
c
h
e
宕
r
l
a
g
s
b
u
c
h
h
a
n
d
－
u
コ
g
L
箋
ち
害
）
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
お
け
る
論
理
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
形
 
 
 

而
上
学
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
 
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
第
二
章
参
照
。
 
 

（
2
0
）
 
d
e
n
S
e
e
U
r
m
i
と
d
e
n
S
e
e
s
e
i
n
e
r
H
e
i
ヨ
a
t
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

（
2
1
）
 
く
N
－
p
．
巴
〓
H
e
r
b
s
t
－
∞
∞
－
－
N
・
N
N
〕
．
 
 

（
2
2
）
 
く
N
｝
p
．
畠
N
 
H
e
r
b
s
t
【
∞
∞
－
－
N
⊥
O
N
．
 
 

（
2
3
）
 
く
I
l
l
【
も
．
－
念
H
e
r
b
s
t
－
∞
∞
？
H
e
r
b
s
こ
笠
の
N
⊥
芦
 
 

（
2
4
）
 
「
我
々
は
道
徳
を
超
え
て
立
つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
今
す
ぐ
に
も
足
を
す
べ
ら
せ
て
落
ち
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
な
者
の
 
 
 

暗
病
な
ぎ
こ
ち
な
さ
で
立
つ
だ
け
で
な
く
、
道
徳
を
超
え
て
浮
か
び
遊
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
道
化
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
同
様
 
 
 

に
、
い
か
に
し
て
芸
術
を
欠
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
〓
『
喜
ば
し
き
知
≡
〇
七
）
。
「
道
徳
を
超
え
て
浮
か
び
遊
ぶ
」
道
化
こ
そ
が
、
道
化
師
ツ
ァ
ラ
 
 

ト
ウ
ス
ト
ラ
で
あ
る
。
 
 

（
牢
〉
 
く
i
I
＝
ち
〕
N
－
E
n
d
e
－
∞
琴
・
F
r
宣
a
ト
ニ
芸
＝
去
・
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
「
恐
ら
く
笑
い
に
も
ま
だ
未
来
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
 
 
 

『
喜
ば
し
き
知
≡
の
言
葉
は
、
『
善
悪
の
彼
岸
』
二
二
三
へ
導
く
。
「
恐
ら
く
我
々
は
こ
こ
に
ま
さ
に
我
々
の
発
明
の
国
を
な
お
発
見
す
る
の
で
あ
り
、
こ
 
 
 

の
国
に
お
い
て
我
々
も
ま
だ
、
例
え
ば
世
界
史
の
パ
ロ
デ
ィ
ス
ト
（
P
a
r
O
d
i
s
t
e
n
d
e
r
W
e
－
t
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
）
と
し
て
、
神
の
道
化
（
H
a
n
s
w
守
s
t
2
G
。
t
t
e
S
）
 
 
 

と
し
て
、
独
創
的
で
あ
り
う
る
。
恐
ら
く
今
日
他
に
何
も
未
来
を
持
た
な
い
と
し
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
さ
に
我
々
の
笑
い
は
ま
だ
未
来
を
持
っ
て
い
 
 
 

る
の
だ
」
。
笑
い
は
パ
ロ
デ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
笑
い
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
と
は
、
笑
う
こ
と
、
自
分
自
身
を
笑
う
こ
と
を
意
味
す
 
 
 

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
自
身
と
は
「
生
存
の
悲
劇
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
笑
う
こ
と
は
悲
劇
を
笑
う
こ
と
で
あ
る
。
当
分
の
間
悲
劇
の
時
代
、
 
 
 

道
徳
と
宗
教
の
時
代
が
続
く
が
、
そ
れ
は
笑
い
の
未
来
に
お
い
て
克
服
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
生
存
の
悲
劇
は
自
分
自
身
を
意
識
し
、
生
存
の
悲
劇
を
笑
う
に
至
 
 
 

る
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
悲
劇
は
最
高
の
段
階
で
な
く
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
段
階
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
自
分
自
身
を
笑
う
」
と
は
 
 
 

自
分
の
生
存
の
悲
劇
を
笑
う
こ
と
、
道
化
と
し
て
笑
う
こ
と
、
パ
ロ
デ
ィ
ス
ト
と
し
て
笑
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
に
立
つ
こ
と
 
 
 



で
あ
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
フ
ロ
が
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
次
元
は
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
を
意
味
す
る
。
 
 

（
空
 
「
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
は
多
彩
な
パ
ロ
デ
ィ
の
一
つ
の
長
い
連
続
で
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
と
我
々
が
呼
ぶ
の
は
、
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
表
現
を
取
り
上
 
 
 

げ
て
変
形
す
る
話
し
方
で
あ
り
、
そ
の
表
現
を
し
ば
し
ば
普
通
と
異
な
っ
た
方
向
に
発
展
さ
せ
、
し
ば
し
ば
無
遠
慮
に
嘲
笑
的
に
戯
画
化
す
る
。
と
も
か
く
 
 
 

パ
ロ
デ
ィ
的
な
語
り
は
直
接
的
に
表
現
せ
ず
に
、
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
歪
曲
す
る
当
て
こ
す
り
を
利
用
す
る
」
（
H
⊥
い
．
G
a
d
a
ヨ
e
r
一
 
 
 

。
N
i
e
t
N
S
C
h
e
よ
e
r
A
n
t
i
p
O
d
e
D
a
s
D
r
a
m
a
N
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
。
∵
n
‥
訂
家
事
薫
き
二
吉
料
票
宍
－
．
や
p
．
畠
≡
。
確
か
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
『
ツ
ァ
ラ
 
 
 

ト
ウ
ス
ト
ラ
』
を
パ
ロ
デ
ィ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
文
学
的
技
法
と
し
て
の
パ
ロ
デ
ィ
と
い
う
規
定
に
と
ど
ま
る
と
す
れ
ば
、
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
 
 

と
の
緊
張
関
係
が
見
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
 
 

（
2
7
）
 
『
偶
像
の
黄
昏
』
の
「
い
か
に
し
て
『
真
の
世
界
』
が
つ
い
に
作
り
話
と
な
っ
た
の
か
」
は
、
次
の
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
る
。
「
正
午
。
最
も
短
い
影
の
瞬
 
 
 

間
。
最
も
長
い
誤
謬
の
終
わ
り
。
人
類
の
頂
点
。
I
N
C
－
P
I
T
N
A
R
A
↓
H
U
S
T
R
A
」
 
（
く
Ⅰ
〕
〉
p
．
謡
）
。
 
 

（
2
8
）
 
く
Ⅰ
－
－
u
p
．
の
〕
∽
H
e
r
b
s
t
－
∞
0
0
〕
N
T
P
 
 

（
空
 
『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
に
相
応
し
い
者
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
書
の
副
題
は
「
す
べ
て
の
八
の
た
め
の
、
そ
し
て
誰
 
 
 

の
た
め
で
も
な
い
書
物
」
で
あ
る
。
第
四
部
「
高
等
な
人
間
」
1
に
お
い
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
序
説
」
の
場
面
を
反
省
し
て
い
る
。
「
私
が
す
べ
 
 
 

て
の
人
に
対
し
て
話
し
た
と
き
、
私
は
誰
に
対
し
て
も
話
し
て
い
な
か
っ
た
」
。
第
四
部
「
最
も
醜
い
人
間
」
に
お
い
て
最
も
醜
い
人
間
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
 
 
 

ト
ラ
に
言
う
。
「
お
前
は
最
初
の
者
と
し
て
、
同
情
し
な
い
よ
う
に
警
告
し
た
ー
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
警
告
し
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
誰
に
対
し
て
も
 
 
 

警
告
し
な
い
の
で
も
な
く
、
お
前
と
お
前
の
同
類
者
に
対
し
て
警
告
し
た
」
。
「
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
、
そ
し
て
誰
の
た
め
で
も
な
い
書
」
と
い
う
副
題
は
、
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
が
「
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
の
同
類
者
の
た
め
の
書
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
〓
貰
し
た
考
え
で
あ
 
 
 

る
。
「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
、
そ
の
仲
間
の
う
ち
で
の
み
年
き
る
。
こ
れ
は
選
ば
れ
た
文
体
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
」
（
『
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
 
 
 

人
間
的
な
』
第
二
部
「
漂
泊
者
と
そ
の
影
」
二
一
）
。
「
人
が
書
く
と
き
、
単
に
理
解
さ
れ
た
い
だ
け
で
な
く
、
ま
た
同
様
に
確
か
に
理
解
さ
れ
た
く
な
い
 
 
 

の
で
あ
る
。
誰
か
が
或
る
書
物
を
理
解
し
粗
い
と
評
価
す
る
と
き
、
そ
れ
は
決
し
て
何
ら
非
難
で
な
い
。
も
し
か
す
る
と
そ
れ
こ
そ
が
そ
の
著
者
の
意
図
に
 
 
 

属
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
『
不
特
定
の
誰
か
』
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
気
高
い
精
神
と
趣
味
は
、
自
分
を
伝
え
よ
 
 
 

う
と
す
る
と
き
、
ま
た
そ
の
間
き
手
を
も
選
ぶ
。
聞
ぎ
手
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
『
そ
の
他
の
者
た
ち
』
に
対
し
て
柵
を
作
る
の
で
あ
る
。
文
体
 
 

の
す
べ
て
の
繊
細
な
法
則
は
そ
の
起
源
を
こ
こ
に
持
つ
」
 
（
『
喜
ば
し
き
知
』
三
八
こ
。
 
 

（
空
 
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
名
の
由
来
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
「
千
と
一
の
目
標
」
に
お
い
て
、
一
度
だ
け
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
『
真
理
を
譜
 
 
 

り
弓
と
矢
を
上
手
に
扱
う
こ
と
』
－
こ
れ
が
私
の
名
の
由
来
す
る
民
族
に
と
っ
て
好
ま
し
い
と
同
時
に
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
名
は
私
に
と
っ
 
 
 

て
好
ま
し
い
と
同
時
に
困
難
で
あ
る
」
（
「
千
と
一
の
目
標
」
）
。
弓
と
矢
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
比
喩
し
て
い
る
。
「
私
自
身
と
私
の
最
も
隠
さ
れ
た
意
志
 
 
 



道化師ツアラトゥストラの黙示録  

に
対
し
て
用
意
が
で
き
て
い
る
、
自
分
の
矢
を
激
し
く
求
め
る
弓
と
し
て
、
自
分
の
星
を
激
し
く
求
め
る
矢
と
し
て
」
 
（
「
新
旧
の
根
」
 
3
0
）
。
 
 

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
以
前
の
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
へ
の
ニ
ー
チ
ェ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
c
f
．
M
．
M
O
コ
t
i
コ
a
r
i
J
≧
叫
註
≒
訂
、
誘
箋
一
p
p
．
遥
ふ
【
．
ゾ
 
 

ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
開
祖
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
C
f
．
C
f
．
H
．
W
e
i
c
h
e
】
t
L
ぎ
貞
替
邑
ざ
－
短
芸
～
S
芸
～
弓
↓
F
e
－
i
只
M
e
i
n
e
r
」
篭
N
｝
 
 

p
p
．
N
讐
l
N
芝
．
 
 

（
3
1
）
 
く
i
l
I
㌢
p
．
〕
宗
J
亡
〒
A
u
g
u
s
t
－
∞
∞
∽
－
竿
－
㌢
 
 

（
3
2
）
 
く
Ⅰ
I
N
｝
p
．
N
N
N
 
S
O
ヨ
m
e
r
H
e
r
b
s
t
【
∞
∞
A
N
？
N
∞
〕
．
 
 

（
3
3
）
 
く
N
｝
p
p
．
∽
〕
「
∽
翠
H
e
r
b
s
こ
∞
∞
〓
†
【
ひ
．
「
道
徳
の
自
己
克
服
」
は
そ
れ
以
後
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
「
神
が
神
を
殺
し
た
」
（
く
ニ
ー
一
p
．
N
の
ー
u
〒
A
u
g
u
s
t
 
 
 

【
∞
∞
N
 
T
謡
）
。
「
道
徳
は
道
徳
性
に
よ
っ
て
死
ん
だ
」
 
（
く
≡
｝
p
．
N
の
J
u
】
i
・
A
u
g
u
s
t
【
∞
∞
N
 
T
宗
）
。
「
道
徳
の
最
初
の
帰
結
、
つ
ま
り
生
が
否
定
さ
れ
る
べ
 
 
 

き
で
あ
る
。
／
道
徳
の
最
後
の
帰
結
＝
道
徳
自
身
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
 
（
く
ー
ー
ー
｝
p
．
畠
S
O
ヨ
ヨ
e
r
H
e
r
b
s
t
【
∞
∞
N
N
ふ
）
。
「
神
は
神
学
に
よ
っ
て
 
 
 

窒
息
し
た
。
そ
し
て
道
徳
は
道
徳
性
に
よ
っ
て
窒
息
し
た
」
 
（
≦
Ⅰ
－
も
．
缶
S
O
ヨ
m
e
r
H
e
r
b
s
こ
∞
∞
N
〕
・
T
ご
。
「
道
徳
の
自
己
克
服
」
 
の
テ
ー
ゼ
は
 
『
喜
 
 
 

ば
し
き
知
』
三
五
七
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
何
が
ほ
ん
と
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
打
ち
勝
っ
た
の
か
、
を
人
は
見
る
。
そ
れ
は
、
 
 
 

キ
リ
ス
ト
教
道
徳
自
身
、
ま
す
ま
す
厳
格
に
捉
え
ら
れ
た
誠
実
性
の
概
念
…
…
で
あ
る
」
。
 
 

（
3
4
）
 
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
開
祖
で
あ
り
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
そ
の
開
祖
が
知
ら
れ
て
い
る
最
古
の
宗
教
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
宗
教
 
 

の
教
義
の
根
本
に
善
悪
の
二
元
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
道
徳
の
創
始
者
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
 
 

（
3
5
）
 
「
道
徳
が
育
て
上
げ
た
力
の
う
ち
に
、
誠
実
さ
が
あ
っ
た
。
こ
の
誠
実
さ
が
つ
い
に
道
徳
を
攻
撃
す
る
」
（
≦
Ⅰ
コ
も
．
N
－
∽
S
〇
ヨ
ヨ
e
ェ
0
0
筈
・
H
e
ユ
）
S
こ
∞
∝
り
 
 

†
コ
）
。
 
 

（
3
6
）
 
聖
書
か
ら
の
引
用
は
、
新
共
同
訳
 
『
聖
書
』
 
（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
〇
年
）
 
を
利
用
さ
せ
て
い
だ
だ
い
た
。
 
 

ニ
ー
チ
ェ
は
ル
タ
ー
訳
『
聖
書
』
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
「
聖
書
は
今
日
ま
で
最
良
の
ド
イ
ツ
の
書
物
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
の
聖
書
と
比
べ
れ
は
、
他
 
 

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
単
に
『
文
献
』
に
す
ぎ
な
い
。
1
ド
イ
ツ
の
う
ち
で
育
っ
た
の
で
な
い
も
の
、
従
っ
て
ま
た
ド
イ
ツ
的
な
心
の
う
ち
へ
入
っ
て
育
っ
 
 
 

た
の
で
も
育
つ
の
で
も
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
聖
書
は
そ
れ
を
な
し
た
の
だ
」
 
（
『
善
悪
の
彼
岸
』
 
二
四
七
）
。
 
 

（
3
7
）
 
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
善
悪
の
二
元
論
と
と
も
に
終
末
論
と
い
う
基
本
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
「
総
審
判
と
は
、
こ
の
世
の
終
末
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 
 
 

救
世
主
に
此
ぎ
れ
る
サ
オ
シ
ュ
ヤ
ン
ト
が
降
臨
し
、
地
球
は
灼
熱
の
溶
鉱
に
包
ま
れ
て
す
べ
て
が
浄
化
さ
れ
、
世
の
建
て
直
し
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
彗
 
 
 

星
が
天
よ
り
降
り
、
死
者
も
起
る
と
さ
れ
る
そ
の
情
景
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
黙
示
文
学
と
驚
く
程
の
共
通
を
み
せ
、
両
者
の
影
響
関
係
が
存
し
た
事
を
証
し
 
 
 

て
い
る
」
 
（
岡
田
明
憲
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
』
 
（
平
河
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
三
二
頁
）
。
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
二
元
論
や
終
末
論
的
救
済
観
念
は
、
ユ
ダ
 
 

ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
天
使
と
悪
魔
、
天
国
と
地
獄
、
光
と
聞
の
対
立
、
挺
り
、
神
的
表
象
を
伴
っ
た
救
い
主
、
な
 
 
 



ど
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
検
証
は
ま
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
」
（
『
聖
書
大
事
典
』
七
一
四
頁
）
。
 
 
 

四
四
 
 


