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ド
ヴ
ォ
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ド
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『
啓
蒙
主
義
の
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』

3
S
§
。
＆
。
器
8
ぴ
養
§
を
思
想
に
よ
つ
て
造
型
化
し
よ
う
と
す
る
不
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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二
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の
努
力
は
、
十
七
・
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
者
た
ち
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。

啓
蒙
主
義
の
時
代
は
、
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
中
世
的
世
界
か
ら
離
脱
し
、
い

わ
ゆ
る
近
代
精
神
を
確
立
し
つ
つ
あ
つ
た
と
き
で
あ
る
．
こ
の
時
代
の
思
想
家

は
、
徹
底
的
に
人
間
”
自
然
を
探
究
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
社
会
・
道
徳
・
制

度
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
い
う
こ
と
は
、

も
の
ご
と
を
根
本
か
ら
つ
か
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
人
間
に
と
つ
て
の

根
本
は
、
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
』
）
と
は
、
マ
ル

ク
ス
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
そ
の
把
握
の
仕
方
に
相
違
の
あ
る
こ

と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
い
確
信
か
ら
人
間
そ
の
も
の
を

解
放
し
よ
う
と
す
る
点
に
、
啓
蒙
主
義
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
を
感
ぜ
ざ
る
を

得
な
い
。
当
時
の
時
代
精
神
は
、
ブ
レ
ド
ヴ
ォ
ル
ド
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、

ま
さ
に
円
ぎ
卑
零
o
乞
。
霜
要
自
匡
（
シ
エ
ク
ス
ピ
ア
の
言
葉
）
で
あ
つ
た
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
言
葉
に
は
な
か
ぽ
風
刺
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
。
現
代
の
時
点
か
ら
み
る
と
、
啓
蒙
主
義
思
想
は
、
野
放
図
な
デ
ー
モ
ン
に

と
り
愚
か
れ
た
か
の
ご
と
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
気
狂
い
じ
み
た
冒
険
に
曝
し
て

ゆ
き
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
思
想
の
政
治
的
現
実
化
の
も
た
ら
す
悲
劇
性
を
わ
れ

わ
れ
は
ま
ざ
ま
ざ
と
み
せ
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。
啓
蒙
主
義
の
異
常
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
そ
の
否
定
的
情
熱
の
ほ
と
ば
し
り
は
、
た
し
か
に
美
し
い
花
で
は

あ
つ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
狂
い
咲
い
た
花
々
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
当
時
の
群
が
つ
た
諸
思
想
を
た
だ
う
ち
眺
め
て
い
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
想
状
況
を
規
定
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ

自
身
の
問
題
と
し
て
把
え
な
お
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ぽ
か
り
か
、
そ
の
意
味

で
は
、
ふ
た
た
び
立
ち
戻
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
現
代
の
出
発
点
な
の
で
あ



る
．
「
自
然
法
理
論
の
拒
否
」
、
「
科
学
の
新
し
い
約
束
」
、
「
人
間
的
自
然
に
つ

い
て
の
感
傷
的
見
解
」
、
「
自
然
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
」
、
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

展
望
」
、
「
バ
ー
ク
と
社
会
哲
学
の
再
建
」
の
各
項
目
の
な
か
で
、
ブ
レ
ド
ヴ
ォ

ル
ド
は
新
し
い
世
代
の
思
想
を
簡
潔
に
叙
述
し
、
掌
Φ
卑
零
Φ
乞
①
≦
≦
o
島

に
わ
れ
わ
れ
を
誘
つ
て
く
れ
る
．

　
啓
蒙
主
義
と
し
て
開
花
し
た
も
の
は
、
け
つ
し
て
統
一
し
た
思
想
形
象
で
は

な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
こ
に
は
、
多
彩
な
、
そ
し
て
た
が
い
に
乖
離
し
、
反

擾
さ
え
し
合
つ
て
い
た
諸
思
想
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
う
ば
5
。
だ
が
あ
え
て
そ

れ
ら
の
な
か
に
統
『
化
さ
れ
た
テ
ー
マ
と
い
う
も
の
を
求
め
る
と
、
人
間
的
自

然
と
は
何
か
、
と
い
う
論
争
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
こ
そ
が
近
代
を
中
世
的
伝
統
の
自
然
観
と
対
立
さ
せ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
十
七
・
八
世
紀
に
属
す
る
思
想
家
が
こ
ぞ
つ
て
拒
否
し
た

も
の
は
、
か
れ
ら
が
す
で
に
廃
れ
た
も
の
と
み
な
し
た
自
然
法
で
あ
つ
た
。
か

れ
ら
の
思
想
形
成
の
過
程
は
、
こ
の
自
然
法
に
代
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
概
念
を

構
成
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
側
面
に
も
つ
と
も
顕
著
で
あ
る
．
と
こ
ろ
で
、
自
然

法
ほ
ど
曖
昧
な
概
念
は
な
い
。
キ
ケ
ロ
以
来
の
伝
統
的
自
然
法
は
、
人
間
理
性

が
し
た
が
う
べ
き
普
遍
法
則
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
法
と
は
、
あ
た
か

も
自
然
法
則
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
、
同
時
に
現
実
の
如
何
に
か

か
わ
ら
ず
、
人
間
と
社
会
を
支
配
す
る
当
為
で
あ
つ
た
。
じ
つ
は
、
人
間
的
自

然
性
は
そ
の
よ
う
な
虚
構
に
よ
つ
て
の
み
し
か
、
法
・
正
義
の
妥
当
性
を
受
容

で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
自
然
法
は
そ
も
そ
も
、
物
理
学
の
自
然
法
則
と
異
つ

て
、
た
と
え
そ
れ
が
侵
犯
さ
れ
る
よ
5
な
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
た
め
に
妥

当
性
を
失
う
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
、
人
間
の
侵
犯
自
体
が
自
然
法
の
妥
当
性
を

　
　
　
紹
介
と
批
評

証
明
す
る
と
い
う
よ
う
な
道
徳
的
当
為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
法

が
、
中
世
で
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
接
受
さ
れ
、
宗
教
的
色
彩
に
塗
り
つ
ぶ
さ

れ
、
人
間
の
魂
と
生
活
を
導
く
強
制
的
命
令
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
現
し
た
科
学
的
精
神
は
、
啓
蒙
主

義
者
に
引
き
つ
が
れ
た
。
か
れ
ら
に
と
つ
て
．
自
然
法
は
ま
つ
た
く
メ
タ
フ
ィ

ジ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
映
り
、
科
学
的
実
証
主
義
の
批
判
に
堪
え
得
る
も
の
で

は
な
か
つ
た
。
か
れ
ら
も
《
自
然
法
》
と
い
う
タ
ー
ム
を
使
用
し
て
い
る
が
、

そ
の
意
味
は
よ
り
自
然
法
則
に
近
く
、
し
た
が
つ
て
、
物
理
法
則
と
等
価
な
も

の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
。
啓
蒙
主
義
者
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
人
間
的

自
然
に
則
し
た
法
則
的
一
般
化
を
求
め
て
い
つ
た
。
人
間
的
自
然
を
利
己
的
悪

性
と
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
、
法
を
慣
習
に
還
元
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
、
あ
る
い
は
人

問
を
寅
9
寅
蚕
審
と
み
な
す
ロ
ッ
ク
な
ど
、
人
間
探
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
差
を
み
せ
な
が
ら
も
、
か
れ
ら
の
伝
統
的
自
然
法
に
対
す
る
破
壊
的

批
判
は
激
し
く
、
か
れ
ら
が
人
間
的
自
然
を
支
配
す
る
法
則
に
ナ
イ
ー
ヴ
な
信

仰
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．

　
「
科
学
の
新
し
い
約
束
」
は
、
ガ
リ
レ
オ
に
は
じ
ま
り
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
つ

て
完
成
を
み
た
物
理
学
的
世
界
観
の
確
立
に
負
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
が
政
治
思
想
に
あ
た
え
に
革
命
的
転
回
は
大
き
い
。
た
と
え
ば
、
人
間
的

自
然
に
関
す
る
機
械
論
的
説
明
は
、
ハ
ッ
チ
ソ
ン
の
あ
ざ
や
か
な
代
数
式
的
シ

ン
ボ
ル
を
生
み
だ
し
た
。
道
徳
・
社
会
の
科
学
は
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
・
フ

ィ
巨
ゾ
ー
フ
の
あ
い
だ
で
熱
狂
的
に
支
持
を
受
け
、
ラ
・
メ
ト
リ
、
ド
ル
バ
ッ

ク
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
ら
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
、
思
想
的
革
命
を
劃
し
た
も
の

で
あ
つ
た
。
科
学
へ
の
確
信
に
充
ち
た
か
れ
ら
が
、
反
伝
統
的
態
度
を
軽
蔑
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
六
二
三
）
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ち
　
　
ヤ

に
示
し
、
誤
謬
と
偏
見
か
ら
の
人
間
解
放
と
自
然
法
の
適
用
を
パ
ラ
レ
ル
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
間

機
械
と
い
う
み
じ
め
さ
と
対
照
的
に
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
は
同
時
に
、
人
間
的

自
然
と
い
う
も
の
の
科
学
的
法
則
化
と
は
逆
方
向
に
、
そ
れ
を
ロ
マ
ソ
的
に
イ

メ
ー
ジ
化
し
た
こ
と
も
見
落
せ
な
い
。
ル
ソ
ー
の
名
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、

わ
れ
わ
れ
は
甘
美
な
涕
赦
に
耳
を
澄
ま
さ
れ
る
。
人
間
的
自
然
の
官
能
性
を
情

緒
的
に
描
く
こ
と
は
、
そ
の
科
学
的
研
究
と
と
も
に
、
こ
の
時
代
の
二
つ
の
い

ず
れ
も
反
伝
統
的
傾
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ブ
レ
ド
ヴ
ォ
ル
ド
に
よ
れ
ぽ
、

一
七
四
〇
年
頃
に
、
。
。
恥
§
帖
§
蕊
良
と
い
う
新
造
語
が
生
じ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
ロ
マ
ン
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
よ
う
に
、
自
然
と
文
明
、
あ
る
い
は
ま
た
自
然
と
作
為
と
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ

ー
に
よ
つ
て
魂
を
引
き
裂
か
れ
た
人
び
と
は
、
時
代
に
逆
游
す
る
敗
残
者
で
あ

つ
た
ろ
う
か
。
感
傷
主
義
者
の
あ
え
な
さ
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
唯
物
論

者
・
科
学
主
義
者
の
偲
傲
さ
と
、
奇
妙
に
も
「
自
然
に
し
た
が
う
」
と
い
う
命

題
に
お
い
て
軌
を
一
つ
に
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
．
か
れ
ら
の
現
実
変
革
へ
の

志
向
は
、
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
規
範
、
と
く
に
宗
教
を
厳
し
く
批
判
し
、
あ
る
ご

と
く
あ
る
人
間
的
自
然
の
過
去
か
ら
の
断
絶
を
宣
言
し
た
と
い
え
る
．
と
こ
ろ

で
、
文
明
に
ひ
ど
く
失
望
し
た
感
傷
家
が
、
あ
る
い
は
人
間
の
善
性
を
、
あ
る

い
は
人
間
の
悪
性
（
ニ
ル
ヴ
ェ
シ
ゥ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
的
な
人
間
的
自
然
を
設
定

し
、
人
間
の
救
済
を
も
つ
ぽ
ら
立
法
行
為
と
教
育
に
ゆ
だ
ね
た
啓
蒙
的
専
制
を
主
導

し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
名
声
を
得
た
と
と
も
に
、
悪
評
を
も
か
つ
た
の
だ
が
）
を
信

じ
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
と
秩
序
に
道
徳
的
堕
落
の
原
因
を
求
め
た
こ
と
は
、
あ
る

程
度
の
真
実
性
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
議
論
が
極
端
に
主
張
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
六
二
四
）

た
場
合
ー
啓
蒙
主
義
者
は
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
つ
た
ー
は
、
か
え
つ
て
自

己
矛
盾
を
招
く
．
教
育
を
一
切
否
定
す
る
教
育
論
、
婚
姻
を
欺
騰
と
す
る
欲
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
ヤ

の
放
将
、
知
識
そ
の
も
の
を
拒
絶
す
る
原
始
的
生
活
、
こ
れ
ら
の
文
明
の
裸
体

化
と
で
も
い
う
べ
き
思
想
の
夢
は
、
思
想
の
渉
猟
者
だ
け
に
許
さ
れ
た
情
景
で

あ
る
。

　
人
問
理
性
へ
の
信
仰
は
、
正
し
い
理
性
が
つ
ね
に
正
し
い
未
来
を
導
く
と
い

う
ロ
ジ
ッ
ク
を
生
む
。
啓
蒙
主
義
者
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
を
単
純
に
描
き
え
た

理
由
で
あ
る
。
だ
が
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ァ

的
希
望
は
、
《
進
歩
の
理
念
》
と
深
く
き
り
結
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
歴
史
を
堕
落
へ
と
向
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
も
し
く
は
原
初
的
自
然
へ
回
帰

す
る
循
環
と
し
て
把
え
る
歴
史
観
と
は
異
つ
て
、
新
し
い
意
識
で
あ
る
。
み
ず

か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
犠
牲
と
な
り
、
獄
中
に
日
々
を
か
こ
ち
な
が
ら
『
人

間
進
歩
の
歴
史
』
を
書
い
た
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
科
学
と
理
性
へ
の
信
仰
に
ょ
つ

て
煤
く
未
来
を
予
言
し
た
、
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ま
た
ゴ

ツ
ド
ウ
ィ
ン
の
ご
と
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
は
、
究
極
的
に
は
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と

い
う
涯
な
き
夢
を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
現
実
に
も
た
ら

し
た
恐
怖
の
政
治
は
、
幻
滅
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
詩
人
シ
ェ
リ
イ
を

し
て
さ
え
、
苦
き
予
言
の
瓶
を
一
滴
た
り
と
も
飲
む
な
か
れ
、
過
去
を
し
て
葬

ら
し
め
よ
、
と
詠
じ
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
啓
蒙
主
義
思
想
を
批
判
的
に
取
り
あ
げ
、
ブ
レ
ド
ヴ
ォ
ル
ド

は
最
後
に
、
そ
の
も
つ
と
も
激
情
的
な
批
判
老
で
あ
つ
た
E
・
バ
！
ク
の
思
想

を
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
関
す
る
考
察
』
か
ら
つ
ぎ
の

パ
ラ
グ
ラ
フ
を
引
い
て
お
く
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
．
「
権
力
を
温
順
な
も
の



に
し
、
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
陰
窮
を
調
和
し
、
そ
し
て
柔
か
な
同
化
作
用
に
よ

つ
て
、
私
的
な
社
会
生
活
を
美
し
く
和
や
か
に
す
る
感
情
を
政
治
の
う
ち
に
く

み
入
れ
て
き
た
、
心
地
よ
い
す
べ
て
の
幻
想
が
、
光
と
理
性
と
い
う
新
し
い
征

服
的
帝
国
に
よ
り
霧
散
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
活
の
典
雅
な
襲
が
こ
と

ご
と
く
、
無
葱
に
も
引
き
ち
ぎ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
す
べ
て
の
こ
れ
ま
で
附

加
さ
れ
て
き
た
理
念
ー
わ
れ
わ
れ
の
む
き
出
し
な
、
お
の
の
く
人
間
的
自
然

の
諸
欠
陥
を
蔽
い
隠
し
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
評
価
に
お
い
て
尊
厳
に
ま

で
高
め
る
の
に
必
要
で
あ
る
と
、
ひ
と
の
心
が
認
め
、
思
慮
が
許
し
た
、
か
の

道
徳
的
想
像
力
と
い
う
も
の
の
衣
粧
か
ら
あ
て
が
わ
れ
て
き
た
理
念
1
が
滑

稽
で
、
不
条
理
な
、
廃
れ
た
振
舞
い
と
し
て
く
つ
が
え
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
」

　
バ
ー
ク
が
フ
ラ
ソ
ス
革
命
を
野
蛮
な
哲
学
、
理
論
的
ド
グ
マ
と
し
て
非
難
し

た
こ
と
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
傍
ら
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
革
命
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
、
イ
ン
ド
統
治
を
め
ぐ
つ
て
、
か
れ
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
専

断
的
態
度
を
批
判
し
た
。
バ
ー
ク
が
啓
蒙
主
義
に
対
す
る
保
守
主
義
者
で
あ
つ

た
こ
と
は
、
や
は
り
人
間
的
自
然
に
対
す
る
か
れ
の
認
識
の
仕
方
に
依
拠
し
て

い
る
。
か
れ
に
と
つ
て
健
全
な
理
性
の
在
り
方
と
は
、
人
間
性
が
善
性
と
悪
性

の
混
合
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
社
会
問
題
の
複
合
性
を
リ
ア
ー
ル
に
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ル
し
デ
ノ
ス

す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
の
慎
慮
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
か

つ
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
慎
慮
の
基
準
と
は
一
体
な
に
か
。
こ
の
点
、

バ
ー
ク
の
経
験
的
理
性
は
、
い
さ
さ
か
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
か
に
み
え
る

が
、
伝
統
的
自
然
法
へ
の
信
仰
に
復
帰
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
啓
蒙
主
義
の

思
想
的
サ
ー
ク
ル
は
、
自
然
法
の
拒
否
か
ら
始
ま
り
、
バ
ー
ク
に
よ
る
そ
の
復

活
で
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
著
者
は
、
本
書
に
附
し
た
短
い
エ
ピ
ロ
ー
グ

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
な
か
で
、
人
間
が
そ
の
自
然
的
存
在
を
自
然
法
ー
道
徳
的
要
請
、
あ
る
い

は
ま
た
科
学
的
法
則
の
定
式
化
と
い
う
か
た
ち
を
と
ろ
5
と
ー
の
な
か
に
見

出
そ
う
と
す
る
執
念
を
指
摘
し
、
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
今
後
も
続
け
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
努
力
を
賞
揚
し
て
い
る
。
「
人
間
は
宇
宙
の
な
か
で
独
自
の
存

在
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
の
精
神
は
見
え
ざ
る
世
界
に
お
い
て
の
み
生
き
得

る
」
と
い
う
ブ
レ
ド
ヴ
ォ
ル
ド
の
言
葉
は
、
け
つ
し
て
佗
し
い
真
理
で
は
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
六
二
五
）


