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■…
大
型
鮪
専
業
船
に
移
乗
さ
せ
る
こ
と
は
年
齢
的
労
働
条
件
か
ら
推
し
て

…
.
•.直
ち
に
失
業
に
追
い
や
る
結
果
と
な
り
他
船
を
含
め
た
全
乗
組
員
に
対
す 

る
心
理
的
動
揺
は
極'
て
重
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す。

」
(

一
九
六
〇
年
一 

月

「

K

*
新
造
借
入
申
入
書」

静
岡
県
o
漁
協
資
料)

(

注
3) 

一
 
一
〇
.
o屯
以
上
層
と 

一
0

0〜

ー
一
〇
〇
屯
層
を
対
比
す
る
と
き
、
従 

.
事
者
一
人
当b
漁
獲
量
の
差
は
小
で
あ
る
が
、
漁
镟
金
額
の
差
は
著
し
い
。 

そ
の
差
は
漁
獲
物
の
保
管
設
備
の
相
邋
が
一
因
を
な
し
て
い
る
。
漁
獲
物
の

一
 

m

-r(

五
ー
§

価
値
維
持
の
為
に
、
冷
凍.
*冷
蔵
設
備
を
設
置
す
る
に
は
、
漁
船
規
模
が
大 

で
な
け
れ
ば
な
ら*.
い
。

1
 

(

注
4 )

「

本
船
建
造
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
追
加
漁
業
権
二

 

0

0屯
は
本
年 

,ー
月
五
、
〇
〇
〇
千

B2

見
当
に
て
予
め
契
約
は
な
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
漁 

業
権
の
値
上
り
は
，驚
く
べ
き
急
騰
を
来
し
、
.遂
に…

…

一
五
、
〇
0
〇
千
丙 

に
依
り
瞒
入
す.る
結
果
と
な
り
是
に
依
り
ー
〇
、
0

0

0千
丹
の
資
金
訐
画 

の
蹉
跌
を
生
ず
る
に
至
り
ま
し
た
。

」
(

前
出
資
料〕

'

初
期
作
品
に
み
る
ト
マ
ス

一モアとイギリ

 

'ス
.
ル
ネ
サ
ン
ス

.

ニ

ピ

コ

.
•
デ

ラ

.
ミ
ラ
ン
.ド
ラ
伝 

三
リ
チ
ャ
ー
ド
三
抵
の
歴
史

一

モ

ア

と

イ

ギ

リ

ス
•

ル
ネ
サ
ン
ス

ト
マ
ス
•
モ
ア(

T
i
l
o
m
a
s

 M
o
r
e

 

1
4
7
00

丨
1
5CO
5)

の
生
涯
に
ど
っ
て
、

「

ユ 

ト
一
ピ
ア」

(
U
t
o
p
i
a
)

の
出
版
さ
れ
た
一
五
一
六
年
は
一
つ
の
転
機
に
な
っ 

て
い
る
と
い
え
よ
ぅ
。
必
ず
し
も
モ
ア
自
身
は
、
そ
れ
を
境
に
変
貌
し
て
い
る 

訳
で
は
な
い
が
、翌
一
五
一
七
年.マ
ル
テ
ィ
ン
，
ルタ
I 

L
u
t
h
e
r
)

 

の
免
罪
符(I

n
d
u
l
g
e
n
c
e
)

を
非
難
ず
る
九
十
五
ヵ
条
が
ヴ
ィ
ッ
テ
シ
べ
ル 

ク
の
教
会
の
扉
に
か
か
げ
ら
れ
、
漸
く
ョ

ー

 

ロ
ヴ
パ
は
宗
教
改
革
の
時
代
に
入 

っ
て
い
く
。
そ
れ
を
反
映
し
て
モ
ア
の
作
品
も
、
以
後
多
く
は
宗
教
論
争
の
形 

を
と
る
に
至
る
。
こ
の
頃
の
宗
教
論
は
、
同
時
に
政
治
論
の
含
み
を
も
っ
て
い 

た
て
こ
の
よ
ぅ
な
の
宗
教
改
革
期
に
対
し
て
、

「

ピ
コ
.

デ
ラ
.'ミ
ラ 

ン
ト
ラ
伝」

、「

リ
チ
ャー

ド
三
世
の
.歴
史」

を
経
て「

ユ
^
—
ピ
.ア」

.
を
書
く 

初
期
作
品
に
み
る
ト
マ
ス
.
モ
ア
の
社
会
思
想

モ
ァ
の
社
会
思
想

.
 

...

渡

：

「

辺

，
和

.

一：

郎

に
至
る
前
^

は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。

従
来
、
モ
ア
の
研
究
の
殆
ん
ど
が

「

ユ
ト
ー
ピ
ア」

以
後
に
焦
^
を
置
き
、 

こ
の
作
品
に
先
立づ

ル
ネ
サ
ン
ス
期
のモ
ア
は
等
閑
に
附
さ
れ
が
ち
で
あ
っ 

た
。
こ
の
た
め
モ
ア
か'

_
史
を
た
ど
る
こ
と
が_

と
な
り
、「

ユ
ト
.丨
ピ 

ア」

^.
宗
教
改
革
期
.の
モア
を
、
，
あ

る

一
面
か
ら
の
み
眺
め
る
嫌
い
が
少
な
く 

'は
な
か
っ
た
。
彼
を
も
っ
て
近
代
社
会
主
義
の
先
駆
者
と
な
し
た
り
、
或
い
は

C
3

)ヵ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
人
に
ま
つ
り
あ
げ
た
り
す
る
よ
う
に
、
そ
.の
解
釈
が
さ
ま

ざ 

ま
に
変
化
す
る
の
も
、
こ
れ
ら.の
見
解
が
モ
ア
のP
#
史
の
全
貌
を
か
え
り
み 

な
い
で
、
恣
意
的
な
視
点
か
ら
の
考
察
に
と
.ど
ま
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え 

•

ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
モ
ア
のP

形
成
の
全
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

彼
の
正
し
.い
理
解
に
到
達
し
よ
う
と
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
今
迄 

比
較
的
看
過
ご
さ
れ
が
ち
で.あ
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
双
の
モ
ア
を
対
象
と
し
て
と 

り
あ
げ
、
.-
主
と
し
て
こ
の
時
代
の
作
品
を
逋
し
て
初
期
の
ト
マ
ス
.
モ
ア
の
思 

想
を
明
ら
か
匕
し
た
い。
.
. 

:

モ
ア
の
作
品
'は
英
文
と
ラ
テ
ン
文
の
両
方
に
わ
た
っ
て
い
る
。
当
時
の
ヒ
ユ

ニ
三
ハ
2£
ニ
C



丨
マ
ニ
ス
ト
達
虼
と
マ
て
母
国
語
を
用
い
る
か
否
か
は
、
，単
な
る
気
紛
れ
に
よ

ふ
.も
の
.で
は
な
く
、
そ

れ
-?
:
れ
.に
な
理
由
，
が

あ

.，っ

.た
も
の
と
思
わ
：れ
る.
0
.

.

:

'
:
. 

. 

C
4
V

モ
7-
-
を
知
る
有
力
な
資
料
で
も
あ
る
彼
の
書
簡
集
に
.例
を
と
れ
ば
、
'.匕
ュ
ー
マ 

ニ.ス
ト
の
友
人
達
べ
の
手
紙
は
ラ
テ
ン
文
で
認
め
ら
れ
、
家
族
や
女
性
に
宛
.て 

た
も
の
が
英
文
で
書
が
れ
て
お
り
、
，
政
治
活
動
に
入
っ
：て
以
後
政
治
家
へ

.の
通： 

信
が
英
文
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
ぅ.具
合
で
あ
る
。
そ4

故
、
今
こ
'こ
で
取
り 

あ
げ
る
モ
ア
の
作
品
が
、¥

x
著
作
集
を
主
に
す
る
時
、
自
ら
モ
ア
の
一
.面
が 

見
落
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば.な
ら
ぬ
。
そ
の
点
を
注
意
し
な
が
ら
、
;.ル 

ネ
サ
シ
ス
期
に
該
当
す
る
モ
ア
の
英
文
作
品
で
あ
.る
、
短
詩
四
篇
、：'ビ
コ
佞
の 

翻
訳
、
リ
チ
ャ
丨
ド
三
世
の
歴
史
を
通
し
て
、
や
が
て
ユ
ト
ー
ピ
ア
に
_

す 

る
モ
ア
の
^
想
発
展
史
'を
.た
ど
る
こ
と
.に
よ
.っ
て
、
モ
ア
理
解
_へ
の
糸
口
と
し 

た
ぃ
。

.
と
こ
ろ
で
、

一
四
九
九
年
初
めて
イ
ギ
リ
ス
を
訪
れ
た
北
方
ヒ
ュ
I

マ
ニ
ズ

ム
の
王
、

エ
ラ
ス
ム
ス
.(Desiderius E

r
a
s
m
u
s

 

1465〜
1
5
3
6
)

.は
、
友

人
口
バ
1

ト
.
フ
ィ
ッ
シ
ャ(R

o
b
e
r
t
F
i
s
h
e
x
)

へ
の
手
紙
の
中
で
、
目
の

あ
た
り
に
.み
た
イ
ギ
リ
ス
.
ル
ネ
サ
ン
X
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
の
て
あ
る

.

.(

6)

.

が
、
そ
こ
に
は
モ
ア
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。

「

コ
レ
ッ
ト(colet)

の
話
す 

の
を
き
く
と
、
プ
ラ
ト
ン
商
身
が
認
し
て
い
る
の
.を
き
く
よ
ぅ
に
思.わ
れ
る
。 

グ
ロー

シ

ン(
G
r
o
c
y
n
)
：

は
と
い
え
ば
、
あ
の
完
璧
な
学
識
に
驚
か
ぬ
も
の 

が
あ
る
だ
ろ
ぅ
か
ゥ
リ
オ
ヵ
ー

p
l
n
a
c
r
e
)

の
判
断
は
犀
利
で
深
遠
で
精
妙 

で
、
そ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
自
然
は
か
つ
て
、
モ
ア
の
心
よ
り
も
優 

し
く
、
快
よ
く
仕
合
わ
せ
な
も
の
を
作
っ
た
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ

:

, 

ニ
四
_ 

(

五
一
一
二)

.

.

.

. 

.

.

.

.

. 

'

れ
以
上
名
前
を
あ
、げ
る
に
及
ば
な
い
。
こ
の
国
の
：古
典
研
^
の
収
獲
は
、
な
ん 

と
広
く
豊
か
な
：こ
：と
か
。
素
晴
ら
じ
い
も
の
だ
。

」

と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、 

エ
ラ
ス
ム
ス
も
ま
た̂.
ギ
リ
，ス
•
:

ル
ネ
サ
ン
ス
に
と
っ
て
は
忘
れ
る
こ
と
の
で 

ぎ
な
：い
人
物
で
あ
る
。
.こ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
オ
ー
プ
ン
ダ
生
ま
れ
の
ヒ
ュ

ー

 

、
マ
.ニ
.ス
'ト
、H

■ラ
..ス.ム
.
_ス.を
彼
自
身
の
宇
紙
の.中
の
顔
ぶ
れ
.に
加
え
る
な
ら
、
ィ.
 

ギ
リ
ス
.

ル
ネ
サ
ン
ス
■の

が

完

成

す

る

と

い.っ
.て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ 

う

,0
ト
マ
ス
.
モ
ア
：の
置
界
を
な
す
と0.
様
な
ィ
ギ
リ
.ス
*
ル
ネ
サ
ン
ス
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
運
敷
の
故
郷
ィ
：タ
リ
ア
の
.事
情
を
明
ら
か
に
し
、

(

7

>

そ
.の
ィ
ギ
リ
.ス
ル
ネ
サ
シ

.ス
と
...
の
.接
触
を
か
え
り■み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
S
0)
目
f
e>
§

e

の
本
来
の
.意
^
が「

再
生」

：
で
あ
る
こ
と 

は
言
う
ま
で
も
な
い
：が
、.ィ
タ
リ
ア
.の
ル
ネ
サ
ン
又
は+-
四
世
紀
す
で
に
。へ
ト 

ラ

ル
カ
、.ボ
ッ
カ
'チ
ョ
を
先
駆
者
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
ジ
ャ
.
ロ

 

I
マ
の
-*
趴 

を
復
活
し
よ
う
と
試
み
て.い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
般
の
^
^
と
し
て
広
く
根 

を
お
：ろ
す
に
は
至
ら
な
か
ら
た
。
漸
く
ギ
リ
シ
ャ
語
の
研
毙
が
盛
ん
に
な
る
の 

は
十
四
世
紀
4-
-
終
り
、
マ
ヌ
ヱル
，
ク

リ

ソ

ロ

ラ

ス(
^
a
n
u
e
l

 Cbxysololas 

1350〜
1
4
1
5
)

が
ビ
サ
ン
チ
ソ
よ
り
渡
来
し
、

一.方
十
五
世
紀
の
初
め
ア
ン
コ 

1

ナ
の
チ
リ
ア
コ(ciriaco A

A
n
c
o
n
a

 1391〜
1
4
5
5
)

が
古
写
本
の
m
集 

.を
超
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
進
め
た
そ
の
影
響
な
ど
に
始
ま
る
。
さ
ら
に
こ
の 

傾
向
を
決
定
的
に
す
る•の
は
、

一
四
五
三
年
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
の
陥
落 

に
よ
り
、
多
く
の
ギ
リ
シ
ャ
#
ま
が
難
を
避
け
て
十
タ
リ
ア
に
い

き

、
各
地
の

大 

学
そ
の
他
で
ギ
リ
シ
ャ
語
を
教
授
し
た
こ
と
で
あ
る
。
十
五
世
紀
後
半
ギ
リ
シ 

ャ
語
研
究
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
誇
大
に
評
価

さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ボ
リ
ツ
ィ
ア

ー

ノ(
A
n
g
e
l
o

 Poliziano 1454〜
94.) 

や
ピ
コ
•
デ
ラ•

ミ
ラ
ン
ド
ラ(Pico della M

i
r
a
n
d
o
l
a

 1463〜

eo
4)

で 

さ
え
も
ギ
リ
シ
ャ
語
を
ラ
テ
ン
文
の
誰
釈
と
つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
読
ま
ね
ば
な 

ら
な
か
っ
た
。
文
、
ゥ
ル
バ
ノ
 

•ボ
ル
ツ
ァ
一
一
オ

(

d
H
b
a
n
o 

B
o
i
s
a
n
i
o
)

の 

ラ
テ
ン
文
の
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
が
著
わ
さ
れ
た
の
が
、

一
四
九
七
年
、
ジ
ョ
ヴ 

ァ
ン
ニ 

•
ク
レ
ス
ト
ン(

S
o
v
a
j
m
i

 

の
希
羅
辞
典
が
公
け
に
さ 

れ
た
の
が
、

一
四
八
七
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
と
は
ギ
リ
シ
ャ
学
が
言
語
学
的 

文
献
学
的
介
研
洗
の
域
を
ぬ
け
で
る
の
に
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
を

H

 

が
、
,と
も
あ
れ
一
四
八
四
年
に
は
マ
ル
シ
リ
オ•フ
ィ
チ
I
ノ
，(M
a
H
s
m
o

 

Fici
n
o

 1433〜
1499)

に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
翻
訳
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
ま 

で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の㈣
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
研
^
は
最
初
の
言
語
学
的
文
献 

学
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
か
ら
、
次
第
に
そ
の
背
後
に
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
思 

想
の
研
究
へ
と
成
最
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

フ
ィ
チ
I 
ノ
や
ピ
コ
'の
ご
と
き 

は
、
イ
タ
リ
ア
，
ル
ネ
サ
ソ
ス
.が
古
典
の
文
献
的
研
究
か
ら
思
想
的
探
绝
へ
の 

転
化
を
、
身
を
も
ケ
て
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

は
中
世

.以
来
の
.
 

伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
.を
新
し
い
ギ
リ
シ
ャ 

思
想
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
し.て
新
プ
ラ
ト
ン
神
学
を
唱
え
た
が
、
彼
等
の
努
力 

は
必
ず
し
も
具
体
的
な
成
果
を
生
み
だ
さ.な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
あ
ら 

ゆ
る
思
想
€)
-背
後
に
、
唯 
一
的
な
真
理
を
認
め
よ
う
と
し

.た
態
度
や
、 

そ
の
上
に
立
つ
新
し
い
自|±
|
な
人
間
観
は
近
代
敗
想
史
に
貢
献
を
な
す
も
の
で 

あ
っ
た
0

,

•

,
イ

タ

リ

ア

•
.ル
ネ
サ
ツ
ス
を
か
え
り
み
る
場
合
、
そ
の
地
方
に
よ
っ
て
古
典

的
古
代
の
再
生
ぶ
り
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
こ

と
も
見
落
し
て
は
な
る
ま 

い
。：
例
え
ば
、

ロ
ー
マ
は
自
己
の
は
な
や
か
な
過
去
へ
の
追
慕
か
ら
、
.古
代
ロ 

丨
マ
の
遺
跡
の
調
査
発
掘
と
い
う
形
を
と
り
、
フ
ィ
レ
ン
ソ
エ
は
そ
の

プ
ラ
ト 

V

.
ア
カ
デ
ミ
ィ
が
ら
推
察
さ
れ
る
ょ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
渴
仰
礼
讚 

の
市
と
な
る
。

一
方
パ
ド
ヴ
ナ
や
ボ
.口

 
I

一一
 

ャ
ば
+

10
:

以
来
の
ス
コ

ラ
学
派
の 

伝
統
•を
受
け
つ
い
で
、
そ
の
上.に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
流
れ
を
展
開
す
る
。
又
、 

ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
は
国
際
的
商
業
都
市
に
ふ
さ
わ
し
く
、
広
く
ヨ

I
 

ロ
ッ
パ
备
.地 

か
ら
ヒ
H
I
マ
-
ス
ト
が
訪
れ
て
足
を
と
め
る
こ
と
に
な
り
、
自
，ら
独
特
な
色 

彩
を
帶
び
て
く
る
。.

,

イ
ギ
リ
ス
•
ル
ネ
サ
ン
ス
を
考
察
す
る
際
、
わ
れ
わ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
母 

囯
イ
タ
リ
ア
の
こ
の
ょ
う
な
時
期
的
地
理
的
な
変
化
に
注
意
.し
て
、
そ
の
如
何 

な
る
時
代
、
如
何
な
る
地
方
と
の
交
渉
が
イ
ギ
リ
ス
の
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
あ 

っ
た
か
を
明
ら
か
にす
べ
.
.く
心
.が
け
る
ベ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
，の
イ
タ
リ
，ア
は 

イ
ギ
リ
ス
に
と
っ.て
地
理
的
に
も
遠
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
運®
の
^

_

は

わ

ず

か 

に
知
ら
れ
て
い
ふ
に
す
ぎ
ず
、
漸
く
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
風
土
に
根
ざ
す
の
は 

一
四
八
〇
ギ
代̂

降
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
タ 

リ
ア
を
訪
れ
る
の
は
、P
I
マ
法
王
庁
に
出
向
く
聖
^
?
か
政
府
の
役
人
に
す 

ぎ
な
か
っ
た
0
彼
等
は
イ
タ
リ
ア‘
ル
ネ
サ
ン
ス
に
触
れ
な
が
ら
も
、充
分
に
そ 

の
.意
義
を
理
解
す
る
に
い
た.ら
な
：か
づ
た
が
、一
ま
た
，
一
方
、
多
少
と
も
ル
ネ
サ 

ン
ス
の
獻
吹
に
ふ
れ
た
に
し
て
も\.
>
:
故
国
イ
ギ
リ
ス
に
帰
っ
て
み
れ
ば
そ

こ

に 

は
.ブ
向
に
.ル
；ネ
サ
ン」

ス
を
受
げ
入
れ
る
素
地
が
で
き
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
、 

.彼
等
の
古
典
へ
の
興
味
も
立
ち
消
え
：に
終
る
傾
き
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
彼
等

.

.

.:
 

一'

I

五

(

.
五
一
ニ
ー
一

)

，
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期
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想



は
イ
タ
リ
ア
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
ヒ
ユ.
1マ
.>1.ズ
.ム
文
献
を
故
国
に
も
ち
帰
り
、
 

中
に
は
身
に
つ
け
て
き
た
ギ
リ
シ
ャ
語
を
若
き
子
弟
に
教
授
す
る
も
の
も
で
て

き
た
。
ロ
バI

ト
•
.7
レ
ミ
ン
グ
.(

»

0
ゲ
0
注

F
l
e
m
i
n
g
〕、

ウ
イ
リ
.ア
ム
; 

グ
レ
イ

a
H
a
y

)

、
ジ
ョ
ン
•
ガ
ン
ソ
ー
プ(J

O
I
m

 G
u
n
t
h
o
x
p
)

、
 

ゥ
ィ
リ
ア
ム
.
テ
ィ
リ
ィ(

w
B
i
a
m

 Tilly o
f

 .selling)

の
名
を
数
え
る 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
も
あ
れ
彼
等
は
最
初
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
洗
礼
を
受
げ
た 

人
々
で
あ
り
、
そ
の
意
味
でイ
ギ
リ
ス
.

ル
ネ
サ
ン
ス
第
一
期
の
人
々
と
呼
ん.
 

で
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
と
の
人
々
に
よ.っ
て
幼
少
の
中
か
ら
ギ
リ
‘ゾャ
語
を
教
え
ら
れ
、
ま
が
， 

り
な
り
に
も
身.に
つ
け
た
人
々
の
一
群
が
育
っ
て
く
る
。
ヒ
ユ

ー

マ
-!ズ
ム
の 

文
敝
も
す
で
に
或
る
程
度
、こ
れ
ら
新
人
の
渴
き
を
い
や
す
に
足
る
も
の
が
準 

備
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
一
群
と
は
、
リ
ナ
力

ー

 

(
T
h
o
m
a
s

 L
i
n
a
c
H
e
y

グ

ロ
一
シ
ン(W

i
l
l
i
a
m

 G-

H'o
c
y
n
)
、

コ

レ

ッ

ト
o
o
l
e
t
)

等
で
あ
る
。

幼
少
に
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
を
学
ん
だ
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

一
四

<
o
^
-
e
か
ら 

九
◦
年
代
に
か
け
、
相
次
い
で
イ
タ
リ
ア
へ
遊
学
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
た
か 

も
そ
の
頃
、
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
は
古
典
.0
言
語
学
的
文
献
学
的
研
究
が 

成
熟
し
、
フ
ィ
チー

ノ
や
ピ
コ
の
出
現
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
思
想
へ
の
沈
潜
が 

始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
裏
に
は
久
し
く
都
市
の
自
由
を
主
張
し
て
き
た
イ
タ
リ 

ア
の
諸
都
市
が
、
た
と
え
ば
メ
デ
ィ
チ
家
の
専
制
に
よ
っ
て
フ
ィ
レ
ン
ッ
エ
の 

,IE
I

由
が
脅
か
さ
れ
た
如
く
、.次
第
に
独
立
と
自S
に
暗
い
.影
が
さ
し
て
き
た
.こ 

と
を
反
映
し
て
、
思
想
の
内
部
の
自
由
と
い
う
消
極
的
な
態
度
に
陥
っ
て
き
た 

こ
と
を
示
す
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
イ
タ
リ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
達

ニ

六(

五
一r

四〕

は
、
ギ
リ
シ'
.ャ
の
言
葉
よ
り
も
思
想
の
内
容
に
関
心
を
深
め
て
い
く
に
つ
れ
、 

伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
そ
れ
を
如
何
に
調
和
す
ベ
.き
が
と
い
う
問
題
に 

立
ち
至
づ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の.留
学
生
達
が
：イ
タ
リ
ア
で
目
撃
し
た
の
は
、 

正
に
.ル
ネ
サ
ン
ス
：の
か
か.る
局
面
で
あ
：り
、
そ
の
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
.

ル
ネ
サ 

ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
こ_と
に
な
る
0
彼
等
が
酿
国
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
の 

講
堂
に
立
つ
の
は
一
四
九.〇
萬
で
あ
り
、
そ
の
独
自
な
新
し
い
学
風
は

「

― 

学」
(
N
e

气L
e
a
r
n
i
n
B

の
名
で
、
た
ち
ま
ち
若
い
世
代
の
心
を
と
ら
え
て 

し
ま
う
0
こ
こ
.に
イ
ギ
リ
ス
.
ル
ネ
サ
ン
ス
の
静
か
な
嵐
は
ま
き
.お
こ
る
と
い 

え
よ
う
。
彼
等
の
講
じ
た
の
は
ギ
リ
シ
ャ
思
想
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
語 

.を
武
器
と
し
.て
聖
書
の
研
究
を
大
阻
に
押
し
進
め
る
。
イ
ギ
リ
ス
.

ル
ネ
サ
ン 

ス
の
宗
教
的
性
格
が
、
か
く
し
て
色
濃
く
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
イ 

タ
リ
ア
.
ル
ネ
サ
ン
ス
の
当
時
の
形
勢
と
：と
も
に
、
彼
等
イ
ギ
リ
ス
の
ヒ

H

1 

マ 
一|
ス
ト
が
僧
^,
階
層
と
し
'て
早
く
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
語
の
教
育
に
接
す
る
こ
と 

‘が
で
き
た
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
教
育-4
¥
情
に
も
負
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ 

の
よ
う
な
僧
侶
の
出
身
，
と

し
.て
ギ
リ
'ゾ
ャ
語
を
身
.に
つ
け
、
や
が
て
，イ
タ
リ
ア 

に
遊
ん
で
ル
ネ
サ
ン
ス
の
聖
火
を
イ
ギ
リ
ス
に
持
ち
帰
っ
た

人

々

を
イ
ギ
リ 

ス
：
ヒ
ユー

マ
ニ
ス
ト
第
二
期
の人
と

考
え
る
こ
と
.
が
で
き
る
。

.

ト
マ
ス
.

モ
ア
が
オ
ッ
クス
フ

ォ
ド
に
入
学
す
る
の
は
、

一
四
九
一
一
年
、
丁 

度
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
は
ル
ネ
サ
シ
：ス
の
渦
中
に
あ
る
。
モ
ア
は
：早
く

も

こ

の 

新
し
い
学
問
に
心
を
奪
わ
れ
た
と
み
え
る
。
彼
の
父
ジ
ョ
ン
.
モ

ア(
J
o
h
n

 

M
o
r
e
〕

は
息
子
の
古
典
へ
の
情
熱
を
嫌
っ
て
、
法
律
研
^
の
た
め
ロ
ン
ド
ン 

へ
呼
び
も
ど
し
、
リ
ン
カ

ー

ン
ズ
•

イ

ン

p
g
o
o
l
n
/
s 

I
l
m
)

附
属
の
法
学

院

(
=
I

2m

 

o
f

 c
h
a
n
c
e
r
y
)

で
あ
る 
ニ 

ュ
ー
•
イ
ン(

l̂
cl
)̂.I

n
n
)

に
入 

れ
た
。
こ
れ
は
一
四
九
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
枸
ら
ず
モ
ア
の
ヒ
ュ 

I
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
情
熱
は
、.冷
め
る
こ
と
な
く
燃
え
続
け
る
の
で
あ
る
が
、 

し
か
し
®

は
モ
ア
の
不
本
意
に
せ
よ
、こ
こ
で
_

を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た 

の
は
、
彼
の
将
来
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
、
や
が
て
わ
れ
わ
れ
は
見
出 

す
で
あ
ろ
う
。
法
律
を
習
い
な
が
ら
も
モ
ア
が
ヒ
'ュ
I
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
成
長 

し
て
い
っ
た
こ
と
は
、

一
四
九
九
年
イ
ギ
リ
ス
を
訪
れ
た
エ
ラ
.ス
ム
ス
が
、
他 

の
ヒ
ュ
ー
マ
二
ス
ト
の̂

^
に
^
え
て
モ
ア
の
名
を
挙
げ
て
い
る
前
^
の
書
簡 

に
よ
っ
て
も
充
分
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
グ
口

 

I
シ
ン
、
リ
ナ
力 

—

、

コ
レ
ッ
ト
の
イ
タ
リ
アIf
り
の
ヒ
ユ
I
マ
ニ
ス
ト
に
並
ぶ
こ
と
が
で
き
る 

ま
で
に
、
，ト
マ
ス
•
モ
ア
が
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
風
格
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と

-
 

は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
モ
ア
に
お
い
て
も
は
や
イ
タ
リ 

ア
留
学
を
敢
え
て
し
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
ヒ
ュ

I 

マ
ュ
ス
ト
が
成
長
し
て
き
た
事
を
認
め
る
。
し
か
も
彼
は
先
輩
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス 

ト
と
は
異
な
り
、
僧
侶
出
身
で
は
な
く

 
ロ
ン
ド
ン
市
民
を
背
景
に
育
っ
て
き
た 

も
の
で
あ
り
、
こ
と
に
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
新
し
い
タ
イ
プ
を
み
る
こ
と
が
で 

き
よ
う
。
か
く
し
て
モ
ア
を
イ
ギ
リ
ス
’•
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
.ム
第
三
期
の
人
と
理 

解
す
る
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
モ
ア
は
一
五
◦
四
年
の
暮
に
は
、
ピ
コ.
 

デ
ラ
•
.ミ
ラ
ン
ド
ラ
伝
を
額
訳
す
る
の
で
あ
る
が
.、
そ
の
動
機
の
な
か
に
は
こ 

の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
マ
.ニ
ス
ト
と
し
て
の
モ
ア
の
悩
み
が
ひ
そ
ん
で
，い
た
よ
う
に

ニ 

，ピ
コ
、
デ

ラ•

ミ
ラ
ン
ド
ラ
伝 

‘

ト
マ
ス
.
モ
ア
が
.

「

。匕
コ
.
•
.デ
ラ
.
.
.ミ
ラ
ン
■ド
ラ
伝」
を
訳
出
し
た
の
は 

ピ
口
が
ィ
.タ
リ
ア
.
ル
ネ
サ
ン
ス
唯
一
の
思
想
家
と
い
わ
れ
る
た
け
に
興
味 

深
い
も
の
が
あ
る
。'.
,
?

)

！̂

^「

ヒ
コ
伝」

(
T
h
e

 life o
f

 J
o
h
n

 H
c
u
s

 E
a
r
l

 

of. M
i
r
a
n
d
u
l
a
)

は
、，
翻
訳
と
は
い
う
も
の
の
単
な
る
翻
訳
にと
ど
ま
る
も 

の
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
は
四
つ
の
部
分
に
分
れ
る
。
第
一
部
が
い
わ
ゆ
^
ピ

コ
伝
で
あ
り
、
こ
れ
はピ
コ
の
甥
ジ
ョ
ヴ
ア
ン
ニ 

.
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
.
ピ
コ

C
G
i
o
v
a
n
n
i

 F
r
a
n
c
e
s
c
o

 Pico, .1469〜
1
5
3
3
)

が
、
ピ
コ
の
死
後1

四
九 

六
年
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
刊
行
さ
れ
た
げ)

コ
の
作
品
集
へ
の
解
説
と
し
て
書
い
た
も 

.の
が
原
典
と
な
っ
て
い'る
。
モ
ア
の
翻
訳
は
ポ
ロ
丨
-ー
ャ
版
か
又
は
一
四
九
八 

年
の
ヴH

ネ
ッ
ィ
ア
版
に
ょ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
第
一
一
部
は
ピ
コ
の
書
簡
三
逋 

.を
モ
ア
が
選
び
翻
訳
し
：、
そ
れ
に
解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、第
三
部
は

.
 

ピ
コ
ゝ
が
旧
約
聖
書
の
謝|
|に
註
解
を
試
み
た
も
の
の
訳
出
で
あ
る
。
第
四
部
は 

ピ
コ
が
座
右
銘
と.し
た
十
二
の
言
葉
を
主
題
に
、.
モ
ア
が
自
作
し
た
詩
篇
と
な 

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
全
篇
の
構
成
は
、
モ
ア
自
身
の
意
図
に
な
る
も
の
と 

い
う
べ
く
、
思
い
つ
き
の
翻
訳
と
し
て
軽
く
見
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
恐
ら
く 

は
前
述
の
ピ
コ
作
品
集
を
モr
が
愛
読
し
た
成
果
と
し
て
、
自
由
に
そ
の
中
か 

ら
抜
萃
し
編
纂
し
た
上
で
翻
訳
し
註
釈
を
加
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ 

う
。
こ
の
ピ
コ
伝
の
序
文
と
し
て
、
'■.モ
ア
は
友
入
の
妹
で
あ
る
修
道
尼
ジ
ョ
ィ 

ス•

リ
ィ
.

(
J
o
y
e
u
c
e

 

.
L
e
i
oq
h)

に
¥1
紙
を
寄
せ
て
翻
訳
の
動
機
を
語
り
、
ピ 

コ
の
生
涯
の¥
に
豊
か
な
！
^
:
生
活
の
手
本
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

ニ

七(

五
一
一.5
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い
、
新
年
の
贈
物
と
し
て
こ
の
翻
訳
を
こ
の
修
道
尼
に
お
く
6
う
と
述
べ
て
い 

る
。
モ
ア
は
心
の
糧
と
し
て
ピ.

n
M

を
読
み
、
修
道
の
よ
す
が
に
も
と

J
o
y
e
u

丨 

c
e
'
L
e
i
g
l
l

の
.た
め
に
英
訳
し
た
の
で
、あ
ろ
う
が
、
ピ

コ

の

内

容

は
—*
女
性 

の
理
解
力
に
相0
す
る
よ
う
に
' 

:
原
著
を
適
宜
，に|
5
し̂
.た
り
、
又
.い
く
ら
か
.
 

は
筆
を
補
っ
て
い
る4
ピ
コ
が
ロ
ー
マ
で
帮
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら
選
ん
だ 

九
西
の
テI

ゼ
を
か
か
げ
て
、
世
界
の
学
者
に
公
開
のM論
を
挑
ん
だ
件
や
、

： 

$

の
頃
、
.蹇
の
諸
学
に
ま
で
研
庚
心
を
燃
や
し
た
そ
の
学
問
の
内
容
に
つ 

い
て
は
、
深
く
は
立
ち
入
っ
て
論
じ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
ピ
コ
晚
年
の 

宗
教
性
が
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
.ピ
コ
独
特
な
ヒH 

I
マ 

ニ
ズ
ム
の
面
が
薄
ら.い
で
い
る
傾
き
が
な
く
も
な
い
。
だ
が
こ
の
理
由
で
モ
ア 

が
、
晚
年
サ
ヴ
ォ
：ナ
ロ

ー

ラ
の
影
響
を
受
け
た
ピ
コ
に
の
み
関
心
を
持
っ
た
と 

考
え
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。

 

•

モ
ア
が
ピn

の
存
在
を
知
っ
た
経
路
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど 

も
、
モ
ア
の
先
輩
であ
る

リ

ナ

ヵー

や

グ

ロー

シ
ン
が
；イ
タ

リ

ア

に
遊
学
し
.フ 

ィ
レ
ン
ッH

に
滞
在
し
た
頃
は
、
す
で
に
ピ
コ
も
こ
の
学
問
の
都
で
フ
ィ
チ
I 

ノ
や
ロ

レ
ン
ッ
ォ
を
は
じ
め
多
く
のヒ

ュ
I

マ
ニ
ス
ト
の

歓
迎
を
受
け
知
已
を 

得
て
、
フ
ラ
ン
ス
遍
歴
の
途
に
の
ぽ
っ
た
あ
と
で
あ
り
、彼
等
イ
ギ
リ
ス
留
学
生 

は
ピ
コ
の
盛
名
を
伝
え
き
い
た
答
であ
る
。

.

更
に
ま
た
、
ピ
コ
は
例
の
公
開
尉 

論
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
か
らロ
ー

マ
べ
意
気
高
ら
か
に!1
っ
て
く

る

。

ロ
.

1
マ
法 

王
庁
を
驚
か
し
た
こ
の
琪
件
を
、
丁
度
イ
タ
リ
ア

滞
在
中
の
彼
等
が
耳
に
し
な 

か
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
し
か
も
ピ
コ
と
彼
等
と
の
間
に
は
共
通
の
友
人 

の
数
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
推
測
を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。

一
例

:

• ニ
八
.(

五
3

0
 
ノ

.

.

.

. 

r 

.
•
' 

.

を
あ
げ
れ
ば
、
：
グ
ロ
 ー

シ
，ン.や
リ
ナ
力
I
は
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
て
、
当
地 

の
印
刷
家
ア
ル
ド.ゥ
ス
ン
マ
：ヌ
テ
ィ
ウ
スs

&

w
 

s

p

s

c

w 

R
o
m
a
u
u
s
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1
5
1
5
)

に
協
力
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

Q

版
行
を
す
す
め
る
の
で
あ
る 

が
、
こ
の
ア
ル
ド
ゥ
ス
は
ピ
コ•
デ
ラ
.
ミ
ラ
ン
ド
ラ
と
は
速
々
な
ら
ぬ
関
係 

で
、
フ

エ

ラ

ラ

で

の

学

友

で

あ

っ

た

ば

か

り

で

な

く

、
ピ
コ
の 

郷
里
ミ
ラ
ン
ド
ラ
で
は
ピ
コ
の
許
に

一

一
年
間
滞
在
し
お
互
い
に
古
典
研
究
を
励 

み
あ
っ
た
間
柄
で
あ
る
。
ア
ル
ド
ゥ
ス
が
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
に
印
刷
業
を
創
め
る 

の
はI

四
八
九
年
で
あ
る
か
ら
、
リ
ナ
力

ー

、
ダ
ロ
ー
シ
ン
が
彼
に
会
っ
て
協 

力
す
る
の
は
、
創
業
間
も
な
く
で
あ
る
。
こ
の
国
際
的
な
ヒ
ユ
：丨
マ
ニ
ス
ト
の 

交
流
の
折
、
ア
ル.ド
ゥ
ス
，の
ロ
か
ら
親
友
ピ
コ
の
存
在
が
.ィ
ギ
リ
ス
留
学
生
に 

紹
介
さ
れ
た
と
み
る
が
、
む
し
ろ
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
あ
り 

得
る
な
ら
ば
，、
リ
ナ
力I
や
グ
ロ
I
シ
ン
が
帰
国
し
：て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
に 

「

新
学」

の
気
風
が
み
な
ぎ
っ
た
時
、
学
生
ト
マ
ス•モ
ア
は
ィ
タ
リ
ア.
ル
*
 

ネ
サ
ン
ス
の
鬼
才
ピ
コ.
デ
ラ
.
ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
輝
か
し
い
存
在
を
耳
に
し
た 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
ピ
コ
は

「

人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
演
説

」 

'
(
ora

chio, .de'Dignitate h
o
m
i
n
i
s

 

1
4
0 0

3
.
に
み
ら
れ
る
湖
気
に
み
ち
た 

ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
姿
で
あ
り
、
後
年
の
枯
淡
閑
雅
の
聖
者
め
趣
き
で
は
あ
る 

.ま
い
。
.モ
ア1 

訳の
ピ
，コ
伝.か
ら
早
急
に
判
断
し
て
、
モ7
自
身
承
知
し
て
い
た 

と
思
わ
れ
る
。ヒ
コ
の
若
年
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と 

は
、
ピn
の
書
簡
に
附
し
た
モ
ア
の
解
説
が
間
の
尊
厳
に
つ
い
て

」

の
中 

で
主
張
さ
れ
て
い
る
人
間
の
意
志
の
自
由
と
符
合
し
.て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も 

推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

モ
ア
に
ピ
コ
•
•デ
ラ
.
.ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
晚
年
の
信
仰
に
生
き
る
姿
が
、
強
く 

印
象
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
ピ
コ
伝
の
著
し
い
宗
教
的
要
素
で
明
ら
か
.で
あ
る 

が
、.こ
の
よ
う
な
ピ
コ
を
モ
ア
に

g

介
し
た
の
は
、

コ
レ
，ッ
ト
で
あ
っ
た0
コ 

レ
ッ
ト
の
大
陸
遊
学
の
足
跡
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
彼
の

ィ
タ
リ
ア 

滞
在
は
恐
ら
く
ピ
コ
の
死
去
し
た
頃
に
あ
た
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
又
、
.彼 

の
帰
国
は
ピ
コ
の
著
作
集
がポ
ロ 

f
ー
ー
ャ
で
刊
行
さ
れ
た
一
四
九
六
年
で
あ 

り
、
观
の
著
作
に
は
ピ
コ
の
影
響
が
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
る
。
.
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ 

丨
ラ
の
熱
烈
な
倫
理
的
宗
教
的
実
践
の
影
響
を
受
け
た
ピ
コ
の
思
想
を
、

コ
レ 

ッ
ト
自
身
の
火
を
ふ
く
よ
う
な
激
し
い
宗
教
的
性
格
と
相
ま
っ
て
、
ト
マ
ス

♦
 

モ
ア
に
ま
で
伝
え
る
こ
と
に
：な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
モ
ア
が
ピ
コ
著
作
集
の
刊 

行
を
知
っ
た
.の
は
、

コ
レ
ッ
ト
を
介
し
て
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か 

も
こ
の
著
作
集
，の
解
説
と
し
て
加
え
ら
れ
た
ピ
コ
の
甥
ジ
.
ョ
ヴ
.ァ
ン
ニ
.
.
フ
ラ 

ン
チ
エ
ス
コ
•
ピ
コ
に
よ
る
，ヒ
口
伝
は
、
叔
父
の
良
き
思
想
'の
簾
者
で
あ
る 

フ
ラ
ン
チh

ス
コ
の
手
に
な
っ
た
点
で
は
す
ぐ
れ
た
条
件
を
備
え
た
伝
記
で
は 

あ

る
-^
、
彼
も
ま
た
叔
父
ピ
コ
同
様
そ
，の
執
筆
当
時
.に
あ
っ
て
は
サ
ヴ
ォ
ナ
尸 

I
ラ
の
庄
倒
的
な
影
響
の
許
に
あ
っ
た
。
そ
め
た
め
彼
の
ピ

.

コ
伝
自
体
が
宗
教 

的
色
彩
を
濃
く
帯
び
た
も
の
と
な
っ
た.こ
と
は
争
え
ま
い。
■
.

モ
ア
の「

ピ
コ
伝」

'が
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
な
性
格
と
倫
理
的
実
践
へ
の
意
欲 

を
示
し
.て
い
るこ
と

^.
-
疑

問

の

佘

地

の

な

い

と

こ
ろ
で
.あ
り
、

そ
れ
は
ピ
コ
自 

身
の
：晚
年
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
ピ

.

n

の
晚
年 

を
慕
わ
し
い
も
の.に
思
わ
せ
た
の
は
、
.若
年
の
白
の
ピ
コ
の
光
輝
に
み
ち
た
ヒ 

ラ
ー
マ
ュ
ス
ト■と
し
て
の
姿
を
モ
ア
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
5
か
。

初
期
作
品
に
み
る
ト
マ
ス
♦
モ
ア
の
社
会
思
想

ヒH 

!

マ
二

ス
ト
と
し
て
輝
か
し
い
業
績
を
残
し
な
が
ら
、
信
仰
の
道
を
求
め 

歩
い
て
ゆ
く
ピ
コ
は
、
聖
職
に
身
を
置
く
こ
と
な
く
俗
人
と
し
て
の
生
命
を
全 

う
し
た
。
そ
の
生
涯
が
、®

的
な
危
機
に
立
つ
モ
ヴ
に
と
っ
て#
大
な
る
 ̂

し

;？
)
ベ
と
な
っ
'た
0

’ 

,
」

こ
の
.よ
う
に
し
め
知V
た
ピ
コ
の
生
涯
が
、
い
か
な
る
意
味
で
モ
ア
の
導
き 

と
な
っ
た
の
か
。
す
でに
調
べ

た
よ
う
に
モ
ア
の
序
文
は
、
そ
れ
.が
心
の
糧
と 

な
：る
と
語
ア
て
お
り
、
又
、-ス
テ
し
フ
ル
ト
ン(Stapleton)

は
モ
ア
が
聖 

俗
い
ず
れ
の
道
を
と
る
か
，に
迷
っ
て
い
る
時
の
解
決
を
そ
こ
に
み
た
と
逮
ベ
て 

い
る
が
、
し
か
し
そ
の
事
め
意
味
を
、
今
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
る
必
要 

が
あ
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
.ォ
ド
でリ
ナ

ヵ
ー
、

グ
ロ
ー
シ
ン
、

コ
レ
ッ
ト
に
よ 

り
ヒ
ギ
ー
マ
ニX
A ,
の
洗
礼
を
受
け
た
モ
ア
は
父
の
意
向
に
し
た
が
い
ロ
ン
ド 

ン
で
法
#
を
学
ぶ
こ
.と
に
..な
る
が
 

> 
古
典
へ
の
'情
熱
冷
断
つ
こ
と
‘が
で
き
な
か 

っ
.た
。

コ
モ
ン
.
•
ロ
一
 .(commoll l

a
w
)

.を
法
学
院
で
研
毙
し
な
が
ら.も
、

一
五
〇

一
年
以
来
力.ル
ト
派
の
修
道
院
に
誓
い
は
立
て
ぬ
ま
ま
に
通
っ
て
、
粗 

衣
を
ま
と
い
睡
眠
を
減
ら
し
修
道
僧
な
み
の
苦
行
を
重
ね
る
。
聖
俗

1
1

つ
の
道 

の
選
択
.に
.悩
む
モ
ア
の
姿
が
ここ
.

に
う
か
が
える
訳
で
あ
る
が
、

.

具
体
的
に
は 

僧
侶
と
な
る
か
法
律
家
と
し
て
立
つ
か
の
問
題
で
あ

っ
：

た
。ぃ

だ
が
.モ
ア
に
とっ 

て
僧
侶
の
道
を
違
ぶ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ヒ
ュ.
1

マ
ニ
ズ
ム
へ

の
愛
着
を
捨
て.
 

さ

る

こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ィ
ギ
リ
ス
.
ヒ
ュ
ー
マ」

一
ズ
ム
は
教 

.会
関
係
者
の
中
か
ら
ィ
タ
リ
ア
を
訪
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
動
き
に
触
れ
た
も
の 

に
よ
っ
X,
育
く
ま
れ
て
き
た
め
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
度
外
視
し
て
モ
ア
以 

前
の
ヒ
.み
ー
..マ.
.
1
ー.
.ズ
.ム
.を
：ィ
'ギ
认
，.ス」

で
考
え
る
こ
.と
は
困
難
で
あ‘っ
た
。
更
に
..

:

 

ニ

九(

五
二
七〕



三

〇(

五
.ニ
八)

こ
の
よ
う
な
緯
的
風
土
に
育
っ
た
イ
ギ
リ
ス
：人
留
学
生
が
、
イ
タ

リ

ア
で
知 

っ
，光
ル
ネ
サ
ン
ス
は
フ
ィ
チ
ー
ノ
や
ピ
コ
に
よ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
と
キ
リ
ス 

ト
教
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
著
し
く
宗
教
的
な
時
代
で
あ
っ
た

0
そ
：
 

れ
を
受
け
継
い
だ
イ
ギ
リ
ス
：

ヒ
ユ.
Iマ-1

ズ
ム
の
Ti
r
典
の
復
興
は
、
ギ
リ
シ 

ャ
.

ロー

マ
の
*
典
.に
と
ど
ま
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
よ
る
聖
書
の
研
统
の
意 

味
も
含
ま
れ
て
い
，た
。
イ
タ
リ
ア
■
り
の
コ
レ
ッ
ト
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
に
講 

籤
し
て
聴
衆
を
魅
了
し
た
の
は
、
パ
ゥ
ロ
書
簡
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
の
講
義 

に
渡
英
中
のK

ラ
ス
ム
ズ
が
啓
発
さ
れ
て
自
己
の
使
命
にB覚
め
て
、
聖
書
研 

究
の
た
め
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
本̂

^
な
習
得
を
思
い
た
ち
、
や
が
て
彼
：の
生
涯
.
 

の
大
業
で
あ
る
聖
書
の
話
釈
と
し
て
実
を
結
ぶ
こ
.と
に
な
る
。
：か
く
し
て
イ
ギ 

リ
ス
め
ヒ
ユ.
1

マ
ニ
ズ
'.ム
は
キ
リ
ス
ト
教
と
切
り
離
し
難
い
関
係
に
立
っ
て
い 

た
と
言
え
よ
う
。
モ
ア
の
尊
敬
す
る
ヒ

H 

I
マ
ニ
ス
ト
の
先
輩
達
は
、
殆
ん
ど 

が
僧
侶
の
出
身
で
あ
り
、
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
#

®

■

に

よ
っ
て
担
わ
れ
て 

い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
モ
ア
に
と
っ
て
聖
職
へ
の
道
は
ヒ
ユ

ー

マ
ニ
ズ 

ム
へ
の
道
と
別
の
も
の
と
は
映
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

*
典

べ

の

_

熱 

と
.、
.
.尊
敬
す
る
先
輩
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
達
に
な
ら
お
う
と
す
る
念
願
と
、ガ
、
'モ 

ア
を
し
て
聖
職
へ
の
道
を
執
拗
に
思
わ
せ
る
事
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ 

が
モ
ア
の
先
輩
達
は
当
り
前
な
ロ
 ー

ス
と
し
て
僧
侶
の
道
に
す
す
ん
で
い
っ
た 

の
に
反
し
、a

ン
ド
ツ
の
市
民
層
育
ち
の
モ
ア
に
と
っ
て
、
聖
職
は
そ
れ
ほ
ど 

馴
染
み
深
い
道
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
市
民
階
級
に
と
っ
て
、
聖
職 

は
う
ら
や
む
ベ
き
特
権
階
層
に
厲
す
る
も
の
と
し
て
、
魅
力
の
あ
る
栄
達
の
道 

で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
に
ふ
み
き
る
に
，は
矢
張
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
を
覚
え

.た
で
あ
ろ
う
。.
モ
アと
先
輩
と
.

の
間
に
.
は
こ
の
ょ
う
な
®

が
ひ
そ
ん
で
い
た 

と
悤
わ
れ
石
。
.

I

方
、
不
本
意
な
が
ら
始
め
た
に
せ
ょ
、
法
律
の
研
究
が
モ
ア
を
聖
職
に
入 

っ
て
ゆ
く
の
を
た
め
ら
わ
せ
る
。
モ
ア
の
学
ぶ
法
律
は
、
ィ
ギ
リ
ス
固
有
の
コ 

モ
ン
.
ロ
 

Iで
ぁ
？
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ド
と
，ケ
シ
ブ
リ
ッ
ジ
の
両
大
学
で
は 

専
ら
ロ 
I

マ
法
や
教
会
法
を
講
じ
、

コ
モ
ン• 
ロ 

Iを
蛮
民
の
法
と
し
て
無
視 

し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
漸
く
ィ
ギ
リ
ス
固
有
の
慣
習
法
が
、
国
内
各
地
方
に
共 

通
す
る1

般
的
な
法
律
の
体
系
へ
と
発
展
し
、

コ
モ
ン
，
口
ー
裁
判
所
の
判
決 

を
通
し
て
遂
：に
藤
大
な
法
体
系
を
形
作
る
に
い
た
っ
た
。

そ
れ
に
連
れ
て
コ
モ 

,ン
.
ロ
 一

の
詳
細
に
精
通
し
た
法
律
家
の
必
要
が
切
実
に
な
り
、

口
ン
ド
ン
に 

四
つ
の
法
学
^(xlms o

f

 c
o
u
r
t
)

と

そ

れ

に

附

属

し

た

法

学

院

o
f

 

c
h
a
n
c
e
r
y
)

が
創
設
さ
れ
、'コ
モ
ン
•
ロ
ー
研
究
の
学
府
と
な.っ
た
。

コ
モ 

ン
•
ロ
ー
は
法
の
領
域
で
教
会
法
の
分
野
と
対
立
し
、

一
般
市
民
生
活
を
裏
附 

け
て
い
た
。
次
第
に
力̂
く
^
頭
し
て
：き
つ
つあ
る

口

ン
ド
ン
市
民
層
の
中
に 

育
ち
、
身
近
か
に
そ
の
逞
ま
し
い
発
展
を
知
る
モ
ア
と
し
て
は
、
市
民
生
活
と 

密
接
な
関
係
のあ
る

コ
モ
ン
，
ロ
 
I

の
世
界
に
も
ま
た
容
易
に
捨
て
難
い
魅
力 

が
感
じ
ら
れ
た.で
あ
ろ
う
。

,

か
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
聖
俗.い
ず
れ
の
道
.を
と
る
か
の
岐
路
に
た
つ
モ
ア
の 

問
題
と
は
、
ヒ
ユI
マ
—一
 

ズ
ム
を
®

ネ
と
す
る
聖
砠
へ
の
罾
れ
と
、
新
し
い
時 

代
を
に
な
っ
て
成
長
し
て.く
る

市
員
■
の
生
活
と
結
び
つ
い
て
い
るコ
モ
ン
. 

ロー

の
法
律
家
と
し
て
の
自
覚
と
の
対
決
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ 

る
。
法
律
研
究
と
修#
生
活
と
の
矛
盾
に
苦
し
み
な
が
ら
、
漸
く
モ
ア
の
見
出

し
た
解
決
は
、
ピ
コ.
デ
ラ
.
ミ
ラ
ン
ド
ラ
の
俗
思
に
生
き
、
し
か
も
言
仰
に 

生
き
る
ヒ
ユ—

マ
一一.
ス
ト
と
し
て
の雄
々

し
い
姿
で
あ
っ
た
。

一
五
〇
四
年
に 

は
修
遺
院
に
別
れ
を
告
げ
、
法
律
家
の
道
で
立
つ
志
を
固
め
、
不
浄
な
僧
侶
で 

あ
る
よ
り
は
汚
れ
な
き
俗
人
と
し
て
生
き
る
た
め
、
翌
五
年
に
は

J
EO
ti
n)
o
o
s
 

と
結
婚
す
る
。
こ
の
よ
ぅ
な
精
神
的
な
危
機
を
苋
服
す
る
指
針
と
し
て
モ
ア
は 

'ピ

コ
の
作品や

伝
記
を
読み

そ
れ
を「

ピ

コ
伝」

'
の
翻
訳
に
纏
め
る
こ
と
に
な 

っ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
。.こ
の
危
機
を
宽
服
し
た
モ
ア
は
、

コ
モ
ン.ロ
■
丨
の
法
律 

家
と
し
て
生
き
る
と
同
時
に
、̂

:
に
あ
っ
て
ピ
コ
の
如
く
立
派
な
ヒ
ュ
I

マ 

ニ
ス
ト
と
し
て
生
き
よ
ぅ
と
志
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
ヒ
ユ
ー

.マ 

-
!ズ
ム
•は
、
市
民
層
の
中
か
ら
新
し
い
担
い
手
を
み
い
だ
し
た
と
い
.ぅ
こ
と
が 

で
き
る
で
あ
ろ
ぅ
。

.

三
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
の
歴
史 

コ
モ
ン
.
ロー

の
法
律
家
と
し
て
立
つト
マ

ス
.

モ
ア
は
、
ダ
，
ン
.ド
ン
毛
織

物
商
組
合(

L
o
n
d
o
n

 M
e
r
c
e
r
s
o
o
m
p
a
n
y
〕

の
'法
律
事
務
を
担
当
す
る
の 

を
は
じ
め
、
ロ

ン
ド
ン

市
民
と
り
.わ
け

商
人
層
の
法
律
問
題
を
取
扱
ぅ
。
生
粋 

の
市
民
育
ち
で
あ
っ
た
モ
ア
が
、

，
一

層
深
く
そ
の
仕
^
を
通
し
て
自
己
の
虜
す 

る
^

^
の
事
情
に
明
る
く
な
り
、
愛
着
を
も
つ
よ
ぅ
に
.
な
る
。
ヒ

う
I
マ
ニ
ス 

ト
が
古
典
の
世
界
に
情
熱
を
い
だ
く
の
は
、
' そ
こ
に̂

^

入
の
自
由
に
人
間
ら 

し
く
生
ぎ
た
活
動
生
活
を
み
い
だ
すか
ら
で
あ
り
、
.
そ

れ

が

も

は

や

現

実

生

活 

か
ら
浮
ぎ
上
っ
て
硬
化
し
た
中
世
の
ス
コ
ラ
学
派
と
は
問
題
に
な
ら
ぬほ
ど
新 

鮮
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
：
ヒ

r

マ
ニ
ス
ト
と

し
て
の
モ
ア
は
、
；

初
期
作
品
に
み
る
ト
マ
ス
*
モ
ァ
の
社
会
思
想

今
法
律
問
題
に
立
ち
入
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
単
に
古
典
の
中
に
み
る
人
間
生 

活
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
社
会
の
中
に
生
き
生
き
と
し
た
人
間
の
活
動
生
活
を 

体
験
し
て
、
自
己
の
ヒ
ュI
マ
ニ
ズ
ム
を
現
実
に
根
ざ
す
も
の
に
成
長
さ
せ
て 

い
っ
た
。
こ
の.多
忙
な
実
務
の
が
た
わ
ら
、

一
五
一
三
年
か
ら
一
四
年
に
か
け 

て
書
か
れ
た「

»;
2
チ
'̂
丨
ド
.ー一一
世
の
歴
史」

(IP

げ
fi
>

a
§
o
x
yof K

i
n
g

 

S
I
.

 

c
h
a
r
d

 T
h
e

 T
M
r
d
)

は
、

未
完
の
^
ロ⑽
に
終
っ
て
は
い
る
も
の
の
モ
ア
の 

そ
の
よ
う
な
立
場
を、
' か
な
り
明
瞭
に
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

S

「

リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
の
歴
史

」

は
英
文
と
ラ
テ
ン
文
と
の

一

一
種
が
あ
り
、
そ
れ 

ら
は
同
時
に
平
行
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
英
国
民
向
け

'
 

と
国
際
版
と
し‘て
の
外
国
人
向
け
と
の
僅
か
な
相
違
ば
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
内 

容
に
本
質
的
な
違
い
ぽ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
エ
ド
ヮ
I
ド
g
jii
t(

E
d
w
a
r
d

 

I
V
1461〜

1
4
8
3
)

の
死
か
^-
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世(

1
4
8
3

〜

1
400
5)

の
即
位
ま 

で
、
極
く
短
期
間
を
お
お
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
し
ば
し
ば

ヱ
ド
ヮ

I
ド
五
世 

(
E
d
w
a
r
d

 V
1
4
8
3
)

の
歴
史
だ
とI

ロ
わ
れ
る
の
も
不
思
讓
で
は
な
い
。
モ
ア 

の
意
図
は
、
更
に
へ
ン
、リ

ィ

七

世
y
tl1485〜

1509)

の
治
世
を 

、
扱
う
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
以
上
で
途
切
れ
て
い
る
。
モ
ア
の
誕
生
が
一 

四
七
八
年
で
あ
る
か
ら
、
リ
チ
ャI
ド
三
世
史
に
扱
わ
れ
る
事
件
は
モ
ア
五
歲 

余
り
の
時
の
出
来
事'
彼
の
も
の
心
つ
い
，た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の 

歴
史
は
モ
ア
に
と
っ
て
ば
同
時
代
史
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
.っ
た
。

一
五
一 

三〜

四
年
に
執
筆
さ
れ
な
が
ら
、*
式
に
は
死
後
一
五
五
七
年
に
な
っ
て11
く 

出
版
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
性
質
に
よ
る
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
中
断

し
た
ま
ま
未
完
に
終
っ
た
の
も
、
ぞ
ア
自
身
の
多
忙
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

、

自

.

.

.

.

.

.
 

.

. 

三

一' :(

五
ニ
九)



三
ニ 

，

(

五
三
〇)

由
に
同
時
代
史
の
筆
を
続
け
る
こ
と
が
困
難
な
時
勢
に
な
づ
て
.き
た
こ

と

に
- % 

よ
ろ
う
。
こ
の
英
語
で
か
か
れ
た
最
勒
の
英
国
民
の
歴
史
と
も
言
わ
れ
る

「

リ 

チ
.ャ
ー
ド
三
世
の
歴
史

」

の
内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う.0 

..
エ

ド

ヮ

ー

ド

四

吧

の

痄

の

知

ら

せ

に

、

辺

境

の

守

り

に

つ

，：
い

て

，い

た

幼

い

王 

子
エ
ド
ヮー

ド
太
、、
叔
父
リ
ヴ
ァ
ー
ス
に
連
れ
ら
れ
急
ぎ
ロ
ン
.ド
ン
へ
引
き
あ 

.f
て
く
る
。
出
迎
え
を
よ
そ
お
っ
た
リ
チ
ャIド
は
、
リ
ヴ
T
丨
ス
を
欺
い
て 

甫
え
、
主
子
つ
ま
り
今
や
エ
ド
ヮ
I

ド

五
世
を
自
分
の
自
由
な
支
配
の
も
と
に 

お
さ
め
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
の
謀
叛
を
き
く
や
王
妃
エ
リ
ザ
べ
ス
は
他
の
王
子
王 

女
を
連
れ
て
、
ヴ
ェ
ス
ト
ミ
シ
ス
タ
ー
寺
院
の
聖
域

(
s
i
t
u
a
r
y
)

に
逃
れ 

る
。
こ

こ
は
治
外
法
権
で
み
だ
り
に
そ
れ
を
犯
し
て
ふ
み

込
む
訳
に
ゆ
か
な
い 

隠
れ
1
で
あ
る
。
王
妃
の
示
し
た
不
信
に
腹
を
た
て
、
せ
め
て
王
子
だ
け
で
も 

_
い
と
り
た
い
と
リ
チ
ャ
ー
ド
は
考
え
る
が
、
サ
ン
タ
テ
ユ
ア
リ
ィ
の
搲
は
そ 

れ
を
ff
'
さ
な
い
。
そ
こ
で
王
国
の
中
に
王
国
の
法

i
：

の
手
の
届
か
な
い
場
所
が 

認
め
ら
れ
て
良.い
の
か
、
と
い
う
議
論
が
起
る
。
泥
棒
が
他
人
の
財
産
を
奪
っ 

て
聖
域
に
逃
げ
こ
み
、
そ
の㈣
員
で
一
生
を
安
穏
に
暮
す
、そ
ん

な

こ
と
が
許 

さ
れ
て
よ
い
の
か
と
い
っ.た
調
子
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
会
の
中
に
イ
ギ
リ
ス
固 

有
の
法
で
あ
る
コ
モ
シ
，P—

が
支
配
す
る
の
を
拒
絶
す
る
権
利
が
存
在
す
る 

こ
と
に
対
す
る
不
満
で
あ
る
。
主
国
の
法
律
コ
モ
ン
.
ロ

 

！
を
殳
#
す
るモ
ア
 

の
立
場
を
、
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
は
座
分
の
纂
奪
計
画
を
狎
し
進
め
る
上
で
邪
^
に
な
る
入
物 

は
、
容
赦
な
く
片
附
け
る
。

へI
ス
チ
ン
グ
卿
や
ス
タ
ン
リ
ィ
卿%•
そ
の
犠 

牲
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
胆
不
敵
な
手
口
に
も
か
が
わ
ら
ず
、

.そ

.の

よ
う
な
事
件
が一

般
市
民Q

間
に
ど
の
よ
う
な
反
響
を
生
み
だ
す
か
に
つ
い
て 

は
、
■臆
病
な
ほ
ど
神
経
質
で
あ
る0
用
心
深
く
手
廻
し
を
し
て
、
こ
の
度
の
謀 

飯
の1R

兇
は
へ
ー
ス
チ
ン
グ
等
で.あ
る
と

言
い
ふ
.ら
し
、
自
分
は
巳
む
を
得
ぬ 

正
当
防
衛
に
立
っ
た
の
だ
と
市
内
の
各
所
に
布
告
を
だ
す
。
し
か
し
一
般
市
民 

達
は
、
そ
の
中
に
周
到
に
準
備
さ
れ
た
陰
謀
を
か
ぎ
つ
け
て
冷
笑
し
て
い
る
。 

欺
き
き
れ
は
じ
な
い
の.で
あ
る
。
リ
チ
々
：丨
ド
ー
派
の
市
民
に
対
し
て
小
心
に 

気
を
つ
か
う̂

I t
と
、

そ
れ
を
^
か
に
見
透
し
て
い
る
市
民
達
の
様
子
と
が
面 

白
い
対
照
に
な
っ
て
い
る
。.更
に
、
い
よ
い
よ
リ
チャ
I

ド
が
即
位
す
る
段
階 

に
な
り
、
市
民
の
.絶
太
な
賛
成
を
簏
得
し
よ
う
と
し
て
苦
肉
の
策
を
も
て
あ
そ 

ぶ
。
貿
収
し：

た
市
長
や
口
達
者
な
神
学
者
達
を
か
り
だ
し
て
、
世
論
を
好
都
合 

に
導
こ
5
と
苦
心
す
る
。
市
役
所
の
前
に
群
が
る
市
民
大
衆
に
向
っ
て
、

エ
ド 

ヮ

ー

ド

五

世

の

主

猶

は

正

当

な

も

の

で

は

な

く

、

唯
一

.の

王

^

!

欺

者

こ

そ

リ 

チ
ャ
ー
、.K
で
あ
る
と
呼
び
が
け
る
。

エ
ド
ヮ
ーK
四
世
の
結
婚
が一

一
重
結
婚
で 

あ
っ
て
無
効
で
あ
り
、
四
世
の
出
生
は
母
の
不
義
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ 

て
エ
：、ド
ヮ
ー
ド
五
世
に
王
位
継
承
の
資
格
は
な
い
、
と
虛
実
を
構
わ
ず
あ
ば
き 

た
て
、
市
民
を.し
_て
リ
チ
_ャ
ー
ド
こ
そ
は
わ
れ
ら
の
王
と
叫
は
せ
よ
う
と
試
み 

た
.。
'と
こ
'ろ
が
:'
-
'
.市
民
大
衆
は
リ
チ
ャI
ド
新
王
万
歲
を
唱
え
_る
気
配
も
示
さ 

な
い
。
静
か
：に
暗
黙
の
非
難
を
も
っ
て
リ
チ
ャ
ー
ド

 

一
^
に
こ
た
え
る
の
み
で 

あ
っ
た
。
手
を
か
え
人
を
か
え
て
、
市
民
大
衆
を
有利

.

に
動
か
そ
う
と
す
る
.も 

の
の
、
局
面
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
、
ま
す
ま
す
無
^

な
事
態
に 

な
っ
て
い
く
。
あ
げ
く
の
果
て
は
、
市
奮
前
の
広
場
の
後
か
ら
、
や
と
わ
れ 

民
衆
の
.一

隊

を

く

り

入

れ

て

「

リ

チ

ャ

ー

ド

，一

1ー
世
万
歲

」

.を

.ロ
々
に
叫
ば
せ
て

そ
の
場
を
取
り
繕
っ
て
散
会
に
す
る
。
散
っ
て
.い
く
市
民
大
衆
は
、
こ
ん
な
こ 

と
は
，：：！：

分

達

の

知

っ

た

こ

と

で

ば

な

い

、

所

詮

王

様

達

の

お

芝

居

だ

、

そ

れ

も 

断
頭
台
の
上
で
や
る
お
芝
居
だ
と
辛
辣
な
批
判
の
言
葉
を
は
い
て
い
る

0.
リ 

チ
ャ
I
ド
は
自
分
の
即
位
の
邪
魔
に
な
る
王
子
達
を
、
無
残
に
殺
害
し
て
し
ま 

う

こ

の

^

な

惨

染

は

■一

 

層
市
民
の
心
を
リ
デ
ャI
ド
.か

ら

；
^
き

離

し

て

し

ま 

う
こ
と
に
な
る
。
遂
に
は
リ
チ
ャ

ー

ド
の
腹
心
の
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
公
も
、
リ
チ 

ャ
ー
ド
の
残
虐
に
却
て
身
の
危
險
を
覚
え
、

工
リ
イ
の
僧
正
と
叛
乱
を

.0論
む 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歴
史
は
筆
を
断
た
れ
て
い
る
。

以
上
、
モ
ア
の

「

リ
チ
ャ

I
ド
三
世
の
歴
史」

の
あ
ら
筋
と
問
題
と
を
述
べ 

て
き
た
が
、
'ゾ

エ

イ

ク

ス

ピ

アSh
a
k
e
s
p
e
a
r
e
)

の「

リ

チ

，
ャ
，
丨 

ド

三

世

の

悲

劇

」

’ (T
h
e

 

y

ôq
aj
^
o
f
w
i
c
tr
*
a
r
d 

I
I
I
)

は

ホ

-

ル

(Hall)

.
 

や
ホ
リ
ン
シ
工
ッ
ド

(

«

0

目
^
|»
げ
0 >
&

の(

«

$
 (
c
h
r
o
n
i
c
l
e
)

を
介
し 

て
、
そ
の
四
霖
四
場
ま
で
が
殆
ん
ど
モ
ア
の

「

リ
チ
ャ
ー
ド
三
世」

に
資
料
を 

仰
い
だ
も
の
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
故
こ
の
へ
ニ
者
を
比
較
す
こ
と
は
、
モ
ア
と 

シ
ヱ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
特
微
を
際
立
た
せ
る
紀
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
ょ
う
。 

こ
の
比
較
で
警
い
ち
じ
る
し
く

E

立
つ
の
が
、
市
民
層
の
リ
チ
ャ

~

ド
に
対
.
 

す
る
反
^
の
し
.め
る
比
重
の
相
違
で
あ
る
。
モ
ア
の

「

歴
史」

.
で
は
、
.そ
の
過 

半
の
頁
が
リ
チャ
ー

ド
ー
派
の
市
i

を
味
方
に
ひ
き
入
れ
る
た
め
.の
顧
慮
に 

費
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
、
そ
れ
に
反
し
シ
エ
イ
ク
ス

ピ

ア
の
.描

く

市

民

は 

「

大
改
革
の
起
る
前
：は
、
い
つ
で
も
然
う
だ
。
神
の
賜
わ
っ
た
本
能
て
奴
で
、

自

 

然
と
近
づ
い
て
来
る
危
険
を
感
附
く
ん
だ
ね
。
ち
*
う
ど
大
あ
ら
し
の
前
に
、
 

海
の
水
が
®
き
立
つ
よ
.う
な
も
の
だ
。
だ
が
、
ま
、
万
事
、
.神
さ
ま
に
お
任
せ

初
期
作
品
に
み
る
ト
マ
ス
.
モ
ア
の
社
会
思
想

申
し
て
お
く
ん
だ
。

」

と
お
ず
.お
ず
と
首
を
振
っ
て
傍
観
し
て
い
る
民
衆
に
す 

ぎ
な
.い
。
_し
か
も
そ
の
僅
か
な
顔
見
せ
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
で
、
劇
の
進
行 

に
い
か
な
る役

！
！

を
も
つ
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ツ
育
ち
の
モ
ア 

と
凼
舍
出
の
シ
ェ
ィ
ク
ス
ピ
ア
の
相
違
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
モ
ア
の
，場
合
、
も 

っ
と
積
極
的
は>
:盛
，
あ
が
っ
て
き
つ
つ
あ
る
市
民
層
の
実
力
が
、
ま
ざ
ま
ざ 

と
：：n

に
映
っ
t
無
視
す
る
と
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
.更
に
自
己
め
属 

す
る
市
民
層
の
立
場
を
確
务
に
打
ち
た
て
た
か
っ
た
と
言
う
こ

と
，も

で

き
る

の 

で
あ
ろ
う
。

ロ
ソ
ド
ン
市
民
ト
マ
ス•
モ
ア
を
、
サ
ン
，ク
テ
ュ
.ア
リ
ィ
に
反
対
す
る
コ
モ 

ゾ

• 
ロ
一
の
法
律
家
と
し
て
の
立
場
が
、
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

.ィ
ギ
リ
ス
法
の
伝
統■的
な
原
理
に「1

)

の
.支
配」

c
w
u
l
e

 o
f

 L
a
w
)

又
は「

法 

の
優
位」

(

g
c
p
H
e
B
a
c
y 

o
f

 
^

3

と
い
う
.こ
と
が
主
張
さ
れ
る
が
、
こ
れ 

は「

法
は
王
の
上
に
あ
る
。

」

と
い
う
思
想
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
源
流
は
中 

世
ィ
ギ
リ
ス
法
思
想
の
母
胎
と
な
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
己
の 

部
族
内
の
統
治
を
す
る
に
あ
た
っ
て
萇
老
達
が
、

永
遠
不
変
と
信
じ
ら
れ
る
慣 

習
に
'し
た
が
っ
て
判
断
を
下
す
と
い
う
不
文
律
で
あ
っ
た
そ
の
法
の

^:
ga
は
一 

.人
の

王
の
■
威
を
も
っ
て
左
右
す
；

0

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。 

も
う
一
つ
の
源
泉
は
、
中
世
の
封
建
契
約
が
王
と
い
え
ど
も
封
土
の
領
臣
に
対 

し
.て
そ
の
契
約
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
思
想
で
あ
っ
た
。
以
上
の 

よ
う
な
形
で「

法
の
支
配」

と4
^

原
理
の
原
形
が
あ
っ
た
と
者
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
大陸

諸
国
で
は
、

ロ
ー
マ
法
の継
受

に
よ
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
法
や
お̂ 

契
約
の
伝
統
は
う
ち
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
ィ
ギ
リ
ス
に
於
い
て
は
、

三

三(

五
三一

)



一

■ロ

モ

ン

.
ロ

 

Iと
い
う
固
有
の
形
を
と
：っ
て
堅
実
に
発
展
を
遂
げ
る
•こ
：と
に
.な 

ヮ
た
ウ
で
ン
法
の
支̂

^
の
伝
統
は
断
ち
扨
ら
れ
る
こ
と
な
く
発
展
す
る
。

.!
: 

の
-コ」

モ
ン
•
P
1は
、
；
イ
ギ
リ
ス0

#
の
法
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス.め
国
王
^
と
1
 

.マ
て
も
ま
た
市
民
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
王
S '
内
に
治
外
法
権
を
堅
持
す
る
教 

会
法
の
襲
と
対
立
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
奮
味
で
勃
興
1,
て
き
た
絶
対
主
；
 

義
王
制
の
国
主
と
対
外
的
対
内
的
に
国
民
的
統
ー
を
念
願
し
て
い
る
新
興
の
市 

看
に
と
つ
て
、

コ
モ
ン
，
ロ|
は
：̂

に
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
：で
あ
つ 

た

:0「

ひ
チ
ャ
ー
ド
三
世
の
歴
史

」
に
現
わ
れ
た
i

は
、
こ
の
様
：に
国
王
と
市 

民
の
利
害
が
一
致
し
て
教
会
の
特
権
に
対
立
し
た
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

%»
来 

コ
モ
ン
.
ロ

ー

の

支

配

は

、

2
と
い
え
ど
も
法
の
.前
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
こ
と
を
意
味
す
る
。.と
こ
ろ
が
、

い
わ
ゆ
る
大
権
栽
判
所

(
F
H
e
l
o
g
a
t
i
v
e

 

c
o
u
r
t
)

の

星

室

栽̂
!
 ̂(court 

o
f

 S
t
a
r
Q
h
a
m
b
e
T
)

や
衡
平
法
栽
判 

所
の
戲
叹
は
、

コ
七
ン• 

ロ
丨
と
は
別
個
の
法_

を
拡
大
し
、
国
王
の
大
権 

を
ホ
♦は
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
市
民
層
を
®

と

す

る
.コ.
モ 

ン
♦ 
ロ
ー
と
対
抗
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い 

て
モ
ア
の
立
場
は
、
絶
対
主
義
王
制
を
弁
護
す
る
と
こ
ろ
に
必
ず
し
も
な
い
こ 

、
'
と
が
推
察
さ
れ
ょ
う
。'た
が
こ
の
時
代
に
は
、
絶
対
主
義
王
制
も
漸
く
確
立
期 

に
入
る
ば
か
り
で
あ
り
、
：
国
王
も
市
民
も
自
分
の
国
内
に
法
王
を
上
に
い
た
だ 

く
口 

I
マ
.
カ
ト
リ
.ッ
ク
教
会
の
国
際
的
な
王
国
が
、
ゆ
る
ぎ
な
く
お
さ
ま
つ 

て
い
る
こ
と
を佚

し
と
し
な
い
点
で
は
同
様
で
あっ
た
。
国
王
と
市
民
はお
互 

い
に
利
用
しあ
い
な
が
ら
、
国
民
的
な
近
代
国
家
を
確
立
し
ょ
う
と
念
願
す
る 

点
で
.一
致
し
て
い
た
。

「

リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
の
歴
史

」

で
う
か
が
え
る
ト
マ
ス.

.

三
四
.：
.

(

五
三
ニ)

♦
N

の
立
場
は
、
'正
：に
そ
の
.
よ

う

な

表

現

で

あ

へ
っ
た
0

.

r

ビ
コ
®
1-「

リ
チ
ャ
ー
ド
.三
世」

と
だ
ど
.？
て
モ
ア
の
ヒ
r

マ
ニ
ズ
ム
が

古
典
の
世
界
か̂

現
実
の
:u
t
界
へ
.深
化
さ
れ
逞
ま
し
く
な
っ
て
い
く
のを調
べ 

て
き
た
。
こ
こ
で
法
意
さ
れ.る
の
は
、「

'ピ
コ
.伝J

と
い
え
ど
も
モ
ア
の
同
時 

代
者
を
>̂
つ
.か
.う

も

の

，で

あ

り

、

ま

た

.

「

リ
チ
ャ
丨
：ド
三
世

」

.は
前
述
し
た
よ 

う
に
明
ら
か
に
モ
ア
の
同
時
代
史
で
あ
，っ
た
。
更
に
物
期
の
四
つ
の
短
詩
も
、 

詩
的
脑
値
を
問5
よ
り
は
モ
ア
身
辺
の
事
倩
、
出
来
事
を
し
の
ば
せ
る
に
役
立 

々
も
の
'で
あ
り
、,.
モ
ア
の
歴
史
的
感
覚
べ
通
う
も
の
が'あ
：る
こ
と
で
あ
る
。.
一
 

方
.コ
レ
ッ
ト
の
す
す
め
に
し
た
が
っ
て
、
法
学
研
^
の
時
代
に
聖
ロ
レ
ン
ス
教 

会
で
、
ア
ウ.♦ク
ス
チ
ヌ
ス
.の「

神
の
国」

(de Civitate dei)

を
モ
ア
が
講 

じ
、:
ロ
シ
ド
ン
の
多
ぐ
の
聴
衆
を
集
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
若
い
モ
ア
が
そ 

れ
程
の
魅
カ
を
発
揮
し
た
理
由
に
は
、10
来
の
神
学
臭
を
ぬ
け
て
、

「

神
の
国」 

を
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
が
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
的
事
情
を
語
り
、
 

そ
れ
を
■切
り
ぬ
け
る
ア
ウ
グ.ス
七
ヌ
ス
の
人
間
的
苦
悩
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の 

中
に
自
ら
ア
.ウ
ダ
.ス
■.チ
ヌ
ス
の
歴
史
哲
学
を
に
じ
み.だ

さ

せ

た

も

、の
.
で

あ

っ

た 

か
ら
で
あ
ろ
う
。

「

ピ
コ
伝」

と「

リ
チ
ャ
ー
ド
三
世」

で
は
、

そ
の
性
格
の 

大
き
な
違
い
か
ら
、

一
見
モ
ア
の一.貫
し
た
思
想
の
流
れ
を
みい
だ
す
こ
と
が 

困
難
の
感
じ
は
あ
る
が
、
.そ
こ
に
は
モ
ア
の

同
時
代
史
へ
の
不
断.の
関
心
と
、 

ピ
コ
と
リ
チ
ャ
ー
ド
と
いi
正
反
対
な
表
現
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は 

一
様
に
歴
史
を
貧
く
独
自
の
倫
理
感へ
の
信
頼
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

「

リ
チ 

ャ
ー
ド
三
世
の
：歴
史

」

が
一
五
一
四
年
に
中
断
さ
れ
た
ま
ま
に
終
っ
た
の
は
、

青
年
君
主
へ
ン
リ
ィ
八
世

(
H
e
n
r
y

 V
I
I
I

1
5
0
9

〜
1547)

が
次
第
に
専
制
君 

主
の
様
相
を
帯
び
、
そ
の
ま
ま
続
稿
し
た
の
で
は発表の

可
能
性
も

見
込
め
な 

く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
ぅ
。
多
忙
：の
故
の
中
断
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
翌

-—
*
 

五
一
五
年
に
は
モ
ア
は

T

ュ

ト

ー

ピ

，
ア

」

の

執

筆

に

と

ゥ

か

か

る

。

イ

ギ

リ

ス 

社

会

を®

批

判

し

た

第

一

部

だ

け

で

な

く

、

ュ
.
ト

ー

ピ

ア

島

の

状

況

を

描

い 

た
第i1

部
も
仔
細
に
調
べ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
に
対
す
る
諷
刺
で
あ
り
批 

判
で
あ
る
。
こ
れ
は「

リ
チ
々
.丨
ド
三
世
の
歴
史

」

の
よ
ぅ
な
形
で
は
書
け
な
：
 

く
な
つ
た
た
め
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
姿
を
か
え
た
：：
モ
ア
の
同
時
代
史
で
あ
つ 

た
。
ヒ
ュ
I

マ
一
一ス
ト
、
ト

マ

ス

.

モ
ア
の
史
眼
は
、
法
律
家
と
し
て
の
経
験.
 

を

積

む

こ

と

に

よ

り

、

「

リ

チ

.

.
ャ
ー
ド
一
一

一世」

_か
ら
-«
.
-ュ
ト

ー

ピ

ア
'
.

,
1

へ
_
と

そ 

の
鋭
さ
が
加
わ
つ
て
く
る
。.そ

の

現

実

分

析

の

深

化

の

.根

柢

に

は

「

ュ

ト

ー

ピ

. 

ア」

の
思
想
の
源
流
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
の
共
和
国
や
ア
ゥ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
祌
の 

.
国
、
そ
し
て
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
が
、
脈
々
と
し
■て
流
れ
て
'い
る
。
ヒ
テ 

丨
マ

-

1

ス
ト
と
し
て
の
理
念
と
市
民
生
活
を
代
表
す
る
法
律
業
務
の
実
践
と 

が

、

か

く

し

て

「

ュ

ト

ー

ピ

ア

J

の
中
に
結
晶
さ
れ
た
と
い
え
る•
 
°
,

(

1)
Tiie E

n
g
l
i
s
h

 W
o
r
k
s

 o
f

 Six 

T
h
o
m
a
s

 M
o
r
e
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V
O
L

 

L

 

ed. 

b
y

 

w
. c

i
p
b
e
l
L

の
.Pr

e
f
a
c
e

 CL
9
3
1
)

で
、
編
者
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は 

モ
ァ
の
英
文
作
品
を
三
期
に
分
け
、
青

.年
壮
年
前
期
を
第
一
期
、
宗
教
的
論 

.争
の
時
代
を
第
一
一
期
、'晩
年
の
獄
中
よ
り
の
書
簡
を
第
三
期
と
し
て

.い
る
。
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T
h
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M
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r
e

 

u
n
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U
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o
p
i
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£
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s
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e
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K
a
r
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K
a
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s
k
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100
8
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1
9
0
7 ぃ
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が

初
期
作
品
に
み
る
ト
マ
ス

•
モ
T
の
社
会
：思
想

代
表
的
。

?

)

一
 

九
三
五
年
モ
ア
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
列
に

^
え
ら
れ
た
。

.

g
?

 

pleton, 

J. 

E
.

.Bx
i
d
g
e
t
t

を
は
じ
め
力
ト
リ
ッ
ク
者
の
研

究

が
多
い
。
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h
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o
l
l
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t
i
o
n
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b
y

 

w
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A
.

 

G
.

 

D
o
y
l
e
-
D
a
v
i
d
s
o
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に
は
当
時
の
版
本
と
レ
‘て
丫
き
ぼ
皆
け
&

版
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.
w
^
n
l
k
y
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d
e
:
W
O
T
d
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i
l
l
i
a
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a
s
t
e
l
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.版
の
紹
介
が
あ

る 
0 

.
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'..

c
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> 

.Ibid.,.. p.. 

1.8,' .
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,

, by

.

r一. W.

 

R
e
e
d
.
.

に
よ
る
，
0

(

1 2) 

I
b
i
d
.
,

 

p
,

 

3
6
3
.

甥 
J
o
h
n

 

F
r
a
n
c
i
s

 

へT

一
通
、
ィ
タ
リ
ア
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は
学
問
を
役
立
て
て
仕
官
す
る
こ
ど
を

勧
め
ら
れ
た
の
に
答
え
た
も
の. 

で
、
御
用
学
問
と
な
る
危
険
を
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い
る
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ア
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ピ
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れ
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。
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。
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b
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i
l
s
o
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は
■ introduction 

で
両
者
の
比
較
を
試 

み
、

モ
ア
の
市
民
層
へ
の
.
強
調
>

指

摘

し

て

い

る

。K. A
m
e
s

の
見
解
と• 

同

様

な

方

向
.に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
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田
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夫
著
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人
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に
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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n
d
r
e
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C
o
r
n
e
l
l
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宛 

一
®
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'
前
二
者
は
甥
の
悩
み
へ
の
助
言
で
あ
り
、

(
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ヴ
ァ
ル
ガ
タ
聖
書
の
詩
篇
第
十
五
篇
。

資 料

ウ

ィ

リ

ア

ム

•

ゴ

ドウィン

研

究

文

献

白

厚

前
二
回
に
お
い
て
、F 
V

B
.

L
.
プ

リ

ー
ス
ト
リ
と

D •

フ
レ
イ
シ
ャ
I 

の
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

研
究
を
紹
介
し
たが
、

そ
こ
で

問
題
と
な
る
こ
と
は
、

極
め
て 

複
雑
な
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の

思
想
を
、
ど
の
ょ
う
な

視
角
か
ら
：
い
か
な
る
も
の
1
 

し
て
、
理
解
する
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

.プ

リ

ー

ス

ト

リ

は

、

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の

思
想
の
1

の

前

提

.を

形

而

上

学

と

心 

理
学
に
求
め
、そ
こ

か
ら
道
砠
罾
学
丨
ま
お
帮
学

—

経
済
@
_
と
い
う

展
開
を 

通
じ
て
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
者
の
機
械
論
的
、
快
楽
主
義
的
道
徳
相
対 

主
義
、
功
利
、玉
義
ょ
り
は
、
真
理
の
独
立
性
と
価
値
の
絶
対
性
を
説
く
ブ
ラ
ト 

ン
的
合
理
主
義
を
真
の
基
礎
とし
て
し
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
ド

ル
バ
ッ
ク
、

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
、

ハ
ー
ト
リ
、

ペ
ッ
カ
リ
ア
に
対
し
て
、

ブ
ラ 

イ

ス

、

カ

ド

ワ
I

スf

ク

ラ

ー
ク
、

エ
ド
ワー

ズ
、

フ
ォ
I

セ
ッ
ト
、
シ
ャ
フ 

ッ

ベ

リー

、

ハ
チ
ス
ン
、
ヒ
ユ
|

ム
、
ミ
ル
ト
ン
な
ど
の
影
響
が
重
要
視
さ
れ
、 

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
が
功
利
主
義
と
対
立
し
て
い
る
こ
と
：が
強
調
さ
れ
る
0

プ
リ
ー
ス 

ト
リ
に
は 
t
 p

l
a

cf-
o
r
d
s
m

 

i
n

 

P
o
l
i
t
i
c
a
l

 

J
u
s
t
i
c
e
/
、

广 M
o

d
e

r
n

 

L

p

n

r
 

g
_
g
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,
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4
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と
い
う
論
文
も
あ
つ
て
、

ゴ
ド
ゥ
ィ
ン
に

ウ
イ
リ
ア
ム

•

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
研
究
文
献

■

(

三)

お
け
る
ブ
ラ
ト
ン
主
義
の
指
摘
は
、
彼
の
中
心
課
題
と
い
え
ょ
う
。

ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
思
想
は
、

H

ル
ヴh

シ
ウ
ス

H
ベ
ン
サ
ム
系
の
利
己
的
な
快 

楽
説
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
相
違
を
考
え
る
こ
■と
は
重
要 

で
あ
る
し
、
相
対
的
な
功
利
主
義
と
絶
対
的
な
合
理
主
義
、
フ
ラ
シ
ス
系
の
唯 

物
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
.非
国
教
神
学
系
の
伝
統
と
い
う
思
想
の
ニ
重
構
造
を
通
じ 

て
、
後
者
の
優
位
を
説
く
見
方
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
実
際
彼
の
体
系
は
、

ベ
ン
サ
ム
に
お
け
る

ょ
う
な

単
純
な
快
楽
#
術
に
終
る
の
で
は
な
く
、
ぼ&

丨 

viduality, s
i
n
c
e
r
i
t
y

な
ど
の
^
^
を
含
ん
で
い
て
、
快
楽
は
む
し
ろこ
れ 

ら
の
追
求
に
お
け
る
副
産
物
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

そ
の
特
異
性
があ
る
の 

..で
ぁ
る
。

.
し
：か
し
な
が
ら
、
ゴ
ド
ウ
ィ
シ
も
ま
た
自
然
法
か
.ち
功
利
主
義
へ
と
い
う
十 

八
世
紀
の
共
通.の
思
想
の
進
展
の
中
で
、
特
に
親
し
く
ド
ル
バ
ッ
ク
や
エ
ル
ヴ 

エ
シ
ち
ス
の
功
利
主
義
を
学
び
、
.、こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
に
導
入
す
る
上
に
大
き
な 

役
割
を
果
じ
.て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
の
思
想
を
功
利
主
難
に
対
立
す
る
も
の
と 

茇
い
切
る
こ
を
に
は
異
論
が
あ
ろ
う
。D 
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れ
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或
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