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バ
ル
ザ
ッ
ク
の
非
宗
教
的
宗
教
と
レ
ア
リ
ス
ム 

 L
a religion areligieuse de B

alzac et son réalism
e  

 

佐
野 

栄
一 

  

一 

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
非
宗
教
的
宗
教 

  

一
八
三
二
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
知
の
物
語
』
お
よ
び
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』

を
執
筆
し
、
既
に
書
き
上
げ
て
い
た
『
追
放
者
』
（
一
八
三
一
年
）
と
と
も
に
、
三
作
を
『
神
秘
の
書
』
と
題
し
て
出
版
し

た
（
一
八
三
五
年
十
二
月
）
。
こ
の
前
二
書
に
つ
い
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
執
筆
中
か
ら
、
後
に
妻
と
な
る
ハ
ン
ス
カ
夫
人

に
宛
て
た
手
紙
で
、
自
分
の
哲
学
思
想
、
宗
教
思
想
を
作
品
中
で
縦
横
に
展
開
さ
せ
お
り
、
そ
の
内
容
に
は
強
い
自
負
が
あ

る
旨
を
し
た
た
め
て
い
る
。
一
八
三
四
年
五
月
十
日
付
の
手
紙
で
は
、
二
つ
の
作
品
を
『
セ
ザ
ー
ル
・
ビ
ロ
ト
ー
』
と
と
も

に
、
「
人
に
は
理
解
さ
れ
な
い
、
高
邁
な
思
想
の
作
品
」
（L

ettres à M
adam

e H
anska, D

elta, tom
e 1

, p
.21

2
.

）
で

あ
る
と
述
べ
、
一
八
三
五
年
三
月
十
一
日
付
の
手
紙
で
は
、
「
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
、
そ
こ
に
は
衝
撃
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
は
パ
リ
っ
子
の
冷
笑
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
す
べ
て
の
特
権
的
な
人
の
心
に
は
感
動
を
与
え
る
は
ず
で
す
。

（
・
・
・
）
『
ゴ
リ
オ
』
は
毎
日
で
も
書
け
ま
す
が
、
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
は
一
生
で
一
度
し
か
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
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す
」
（ibd

. p
.3

11

）
と
語
っ
て
い
る
。 

 
と
こ
ろ
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
「
高
邁
な
思
想
の
作
品
」
と
自
認
す
る
こ
の
『
神
秘
の
書
』
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
検
閲
聖
省

か
ら
異
端
宣
告
を
受
け
て
し
ま
う
。
こ
の
事
態
に
、
ご
く
普
通
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
っ
た
ハ
ン
ス
カ
夫
人
は
大
い
に
動

揺
し
、
誇
ら
か
に
作
品
を
語
っ
て
い
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
も
、
こ
ん
ど
は
夫
人
を
宥
め
る
た
め
に
意
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
。
一
八
四
二
年
七
月
十
二
日
付
の
手
紙
は
、
そ
う
し
た
状
況
で
し
た
た
め
ら
れ
た
。 

 

「
さ
て
、
あ
な
た
の
お
手
紙
に
あ
っ
た
重
大
な
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。
政
治
的
に
は

．
．
．
．
．
、
わ
た
し
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
す
。

ボ
ス
ュ
エ
や
ボ
ナ
ル
ド
と
同
じ
立
場
で
、
け
っ
し
て
そ
の
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
神
の
前
で
は

．
．
．
．
．
、
わ
た

し
は
神
秘
派
教
会
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
宗
教
の
立
場
で
す
。
こ
の
宗
教
だ
け
が
真
の
教
義
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
わ

た
し
の
心
底
で
す
。
」
（op

.cit., tom
e 2

, pp
.90

-9
1

）
（
強
調
は
、
原
文
に
よ
る
。
な
お
書
簡
の
日
本
語
訳
は
、
東
京

創
元
社
『
バ
ル
ザ
ッ
ク
全
集
』
二
六
巻
、
私
市
保
彦
訳
に
従
っ
た
。
） 

  

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
神
秘
派
教
会
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
宗
教
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  

そ
の
よ
う
な
宗
派
や
教
団
が
あ
っ
た
事
実
も
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
こ
の
宗
教
の
立
場
に
つ
い
て
論
じ
た
り
語
っ
た
り
し
た
事

実
も
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
と
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
で
展
開
し
た
自
分
の
哲
学
的
宗
教
的

思
想
に
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
そ
う
呼
ぶ
こ
と
で
ハ
ン
ス
カ
夫
人
の
安
心
感
を
得
よ
う
と
し
た
、
と
推

理
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
な
ぜ
「
神
秘
派
」
で
「
聖
ヨ
ハ
ネ
の
宗
教
」
な
の
か
。
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
。
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
合
理
的
な
推
断
を
下
す
こ
と
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
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特
異
な
思
想
と
そ
の
文
学
の
特
徴
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
要
件
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。 

  
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
神
と
は
、
万
物
を
創
造
し
、
世
界
の
源
に
あ
っ
て
超
越
的

で
絶
対
的
な
力
を
持
ち
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
行
使
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
神
は
完
全
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、

い
か
な
る
外
的
作
用
も
受
け
ず
超
然
と
世
界
に
君
臨
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。 

 

で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
前
提
と
す
る
神
の
完
全
性
と
万
物
創
造
と
の
間
に
は
重
大
な
背
理
が
あ
る
、
と
バ
ル
ザ

ッ
ク
は
考
え
る
。 

 

「
神
と
〈
大
き
な
全
体G

ran
d Tou

t

〉
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
両
者
の
間
に
は
二
つ
の
状
態
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
〈
物
質

la M
atière

〉
と
神
と
は
同
時
存
在
な
の
か
、
そ
れ
と
も
神
だ
け
が
〈
物
質
〉
よ
り
も
先
に
存
在
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
ど

ち
ら
か
で
す
。
」
（S

éraphîta, P
léiad

e X
I, p

.80
9
 

日
本
語
訳
は
、
国
書
刊
行
会
版
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
の
沢
崎
浩
平
訳
に

従
っ
た
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
断
り
が
な
い
限
り
沢
崎
浩
平
訳
に
よ
る
。
） 

 

「
仮
に
世
界
が
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ま
す
と
、
も
は
や
神
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
自
分
は
い
ず
れ
世
界
を
作
る
気
に
な
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
神
は
永
遠
に
も
等
し
い
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
知
ら
ず
に
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
果

を
前
以
て
ど
う
し
て
知
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
」
（L

ouis L
am

bert, P
léiade X

I, p
.6

54
 

『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』

の
日
本
語
訳
は
、
東
京
創
元
社
『
バ
ル
ザ
ッ
ク
全
集
』
の
水
野
亮
訳
に
従
っ
た
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
水
野
亮
訳
に

よ
る
。
） 
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『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
に
お
い
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
神
と
「
大
き
な
全
体
」
、
す
な
わ
ち
世
界
な
い
し
万
物
と
の
間
に
は
、

二
つ
の
状
態
し
か
な
い
、
と
述
べ
た
う
え
で
、
そ
の
ど
ち
ら
の
状
態
に
お
い
て
も
矛
盾
が
生
じ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 
ま
ず
、
神
と
物
質
（
元
物
質
。
万
物
創
造
の
材
料
物
質
）
と
が
同
時
に
あ
っ
た
場
合
、
神
が
物
質
を
も
と
に
、
あ
る
と
き

世
界
を
創
造
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
な
ぜ
創
造
し
た
の
か
。
必
要
だ
か
ら
。
で
は
な
ぜ
必
要
に
な
っ
た
の
か
。
な

け
れ
ば
不
完
全
だ
と
気
づ
い
た
か
ら
。
で
あ
る
な
ら
、
「
自
分
は
い
ず
れ
世
界
を
作
る
気
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、

ど
う
し
て
神
は
永
遠
に
も
等
し
い
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
知
ら
ず
に
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
結
果
を
前
以
て
ど
う
し
て
知

ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

完
全
な
る
神
が
世
界
を
創
造
し
た
な
ら
、
世
界
は
完
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
変
で
、
不
動
で
、
永
遠
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
万
物
は
変
化
し
、
世
界
は
恒
常
的
に
動
い
て
い
る
。
最
も
神
に
近
い
と
さ
れ
る
人
間
に
は
、

欠
陥
が
あ
り
、
堕
落
し
た
多
く
の
悪
人
が
い
る
。
完
全
な
る
神
が
作
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
神
は
神
の
定
義

と
矛
盾
す
る
。 

 

次
に
、
神
だ
け
が
最
初
に
あ
っ
た
と
す
る
場
合
、
万
物
は
神
の
中
の
何
か
か
ら
発
生
し
た
、
あ
る
い
は
神
か
ら
流
れ
出
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
世
界
が
神
か
ら
生
じ
た
以
上
、
万
物
に
は
神
の
本
質
が
宿
っ
て
お
り
、
万
物
は
や
は
り
完
全
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
世
界
は
不
変
で
も
不
動
で
も
永
遠
で
も
な
い
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
神
を
万
物
を
創
造
し
た
完
全
で
永
遠
の
人
格
神
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
こ
か
ら
神
と
こ
の
世
界
と
の
関
係
を
説

明
し
た
あ
ら
ゆ
る
教
理
は
破
綻
す
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
一
神
教
に
お
い
て
同
様
で
あ
る
。
バ

ル
ザ
ッ
ク
は
、
セ
ラ
フ
ィ
タ
を
と
お
し
て
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。 

 

「
〈
地
上la Terre

〉
は
様
々
な
宗
教
の
勝
利
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
宗
教
が
生
ま
れ
る
も
と
と
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な
っ
た
こ
の
二
つ
の
源
は
、
両
方
と
も
同
じ
よ
う
に
有
害
で
す
。
」
（ibid

., p
.8

1
5

） 

  
で
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
神
と
は
何
な
の
か
。
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。 

 

『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
の
断
章
に
お
い
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
世
界
の
根
源
に
関
し
て
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。 

 

「
地
上
の
一
切
は
電
気
、
熱
、
光
、
ガ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
電
流
、
磁
流
な
ど
と
適
切
な
ら
ざ
る
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
若
干
の
現

象
の
、
共
通
基
盤
で
あ
る
〈
エ
ー
テ
ル
性
実
体S

ubstan
ce éth

érée

〉
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
〈
実
体S

u
bstan

ce

〉
の
普

遍
的
変
化
が
、
俗
に
〈
物
質la M

atière

〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
づ
く
る
。
」(ibid

., p
.6

84
) 

 

「
地
上
の
一
切
は
〈
運
動le M

ou
vem

en
t

〉
と
〈
数le N

om
bre

〉
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
。
」
（ibid

., p
.6

8
9

） 

 

「
〈
運
動
〉
は
い
わ
ば
活
動
す
る
〈
数
〉
で
あ
る
。
」
（ibid

.

） 

  

彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
根
源
に
は
た
だ
一
つ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
実
体S

u
bstan

ce

」
あ
る
い
は
「
エ
ー
テ
ル
性
実
体

S
ubstan

ce éth
érée

」
し
か
な
く
、
そ
れ
が
変
化
し
て
あ
ら
ゆ
る
「
物
質la M

atière

」
つ
ま
り
万
物
が
で
き
た
と
す
る
。

そ
の
生
成
に
関
わ
る
の
が
「
運
動le M

ou
vem

en
t

」
で
あ
り
、
そ
の
「
運
動
」
は
「
数
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
〈
運
動
〉
が
な
け
れ
ば
一
切
は
お
な
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
運
動
の
産
物
は
ど
れ
も
こ
れ
も
本
質
に
お
い
て
同
じ
で
、
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た
だ
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
を
生
み
出
し
た
〈
数
〉
に
よ
っ
て
ち
が
う
だ
け
で
あ
る
。
」 

  
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
源
は
単
一
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学
思
想
の
基
本
で
あ
る
。
物
質
に
お
い
て

だ
け
で
は
な
く
、
動
物
に
お
い
て
も
、
人
間
社
会
に
お
い
て
も
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
常
に
、
単
一
の
も
の
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も
の

が
生
ま
れ
る
、
と
考
え
る
。
『
人
間
喜
劇
総
序
』
に
お
い
て
は
、
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。 

 

「
た
だ
一
つ
の
動
物
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
造
物
主
は
あ
ら
ゆ
る
組
織
的
生
物
存
在les êtres organ

isés

を
作
る
の
に
、

唯
一
で
同
一
の
パ
タ
ー
ンpatron

し
か
用
い
な
か
っ
た
。
動
物
と
は
、
一
つ
の
原
理u

n
 prin

cip
e

が
、
外
的
形
態
を
と
っ

た
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
原
理
が
様
々
な
環
境
の
中
で
発
展
を
求
め
ら
れ
た
結
果
、
多
様
な
形
態
を

と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
（A

vant-propos, P
léiad

e I, p
.8

） 

  

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
原
理
」
と
は
、
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
言
う
「
数
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
組

成
の
構
造
を
規
定
し
表
現
す
る
い
わ
ば
数
式
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
原
理
」
は
「
運
動
」
を
支
配

し
、
「
物
質
」
と
い
う
、
動
物
の
場
合
は
、
「
形
態
」
と
い
う
、
「
結
果
」
を
作
り
出
す
。
物
質
化
な
い
し
形
態
の
取
り
方
は

多
様
だ
が
、
「
運
動
」
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
機
能
様
式
、
な
い
し
作
動
規
律
は
同
一
で
、
普
遍
的
で
、
変

わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
唯
一
で
同
一
の
パ
タ
ー
ン
」
な
の
で
あ
る
。 

 

再
び
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
哲
学
に
戻
れ
ば
、
原
初
の
単
一
物
で
あ
る
「
実
体
」
に
「
運
動
」
が
与
え
ら
れ
た
と
き
「
物

質
」
が
生
ま
れ
る
。
あ
る
い
は
「
実
体
」
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
内
在
し
て
い
て
、
出
現
と
同
時
に
運
動
が
始
ま
る
、
と
理
解

す
る
方
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
運
動
が
与
え
ら
れ
た
結
果
、
生
じ
る
も
の
は
多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
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は
す
べ
て
「
数
」
に
よ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
数
」
と
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
法
則
、
原
理
と
換
言
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
い

だ
ろ
う
。 

 
こ
の
「
数
」
を
、
知
性
あ
る
人
間
は
世
界
の
観
察
を
と
お
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
考
え
る
。
し
か

し
、
「
数
」
の
上
に
は
さ
ら
に
「
言
葉
」
が
あ
る
。 

 

「
〈
数
〉
は
人
間
に
し
か
属
さ
な
い
知
性
の
証
拠
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
言
葉la Parole

〉
を
知
る
域
に
ま

で
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」(ibid

., p
.6

8
9) 

  

こ
の
大
文
字
の
「
言
葉la Parole

」
と
は
何
な
の
か
。 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
セ
ラ
フ
ィ
タ
の
口
を
と
お
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。 

 

「
私
に
と
っ
て
は
、
物
体
の
性
質
は
物
体
の
原
理
の
指
標
で
す
し
、
そ
の
特
性
の
記
号
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
原
理
が

あ
な
た
が
た
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
親
和
力
を
生
む
の
で
す
。
そ
れ
は
中
心
に
結
び
付
い
て
い
る
の
で
す
。
生
命
に
分
け
与

え
ら
れ
て
い
る
様
々
な
種
は
、
互
い
に
呼
応
す
る
尽
き
る
こ
と
の
な
い
泉
で
す
。
（
略
） 

あ
な
た
方
は
神
を
〈
創
造
者
〉

と
呼
ん
で
、
神
を
小
さ
な
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
神
は
、
植
物
も
、
動
物
も
、
星
も
、
あ
な
た
方
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
仕

方
で
は
作
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
が
い
く
つ
も
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
な
ど
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
か
。
神
は
構
成
の
単
一
に

よ
っ
て
作
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
神
は
い
く
つ
か
の
原
理
だ
け
を
与
え
、
そ
れ
ら
の
原
理
が
、
神
の
一

般
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
た
環
境
に
合
わ
せ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
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だ
一
つ
の
実
体
と
運
動
だ
け
で
す
。
た
だ
一
つ
の
植
物
、
た
だ
一
つ
の
動
物
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
連
続
的
な
関
係
が
与
え

ら
れ
た
の
で
す
。
実
際
、
親
近
性
は
、
皆
、
隣
り
あ
う
類
似
性
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
世
界
の
生
命
は
、

あ
な
た
方
が
、
皆
、
飢
え
に
駆
ら
れ
て
食
物
を
摂
る
よ
う
に
、
飢
え
の
よ
う
な
渇
望
に
よ
っ
て
中
心
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る

の
で
す
。
」
（S

éraphîta, op.cit., pp
.8

2
6-8

27

） 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
神
秘
派
」
の
謎
に
満
ち
て
お
り
、
す
べ
て
の
文
言
を
合
理
的
に
結
び
つ

け
て
解
釈
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
程
度
明
確
に
捉
え
れ
ら
れ
る
こ
と
を
拾
っ
て
、
彼
の
哲
学

の
大
枠
を
捉
え
て
み
た
い
と
思
う
。
不
明
な
細
部
を
切
り
捨
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
神
秘
主
義
的

で
あ
る
と
同
時
に
合
理
的
な
哲
学
思
想
・
宗
教
思
想
の
豊
か
さ
を
削
ぐ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
不
完
全
の
誹
り
を
免
れ

得
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
私
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
思
想
の
根
本
的
特
色
と
し
て
、
科
学
的
性
格
が
あ
る
と
信
じ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
著
作
の
合
理
的
な
部
位
だ
け
を
捉
え
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
豊
か
な
想
像
力
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
不
可
解
な
細
部
を
切
り
捨
て
た
と
し
て
も
、
骨
格
は
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
今
日
の

科
学
に
つ
い
て
の
認
識
と
十
九
世
紀
前
葉
の
科
学
に
つ
い
て
の
認
識
と
の
間
に
は
大
変
な
隔
た
り
が
あ
り
、
た
と
え
ば
今
日

で
は
一
種
の
神
秘
主
義
と
捉
え
ら
れ
る
メ
ス
マ
ー
の
人
間
磁
気
や
ガ
ル
の
骨
相
学
も
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
科
学
で
あ

っ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
科
学
は
、
現
象
と
そ
の
根
源
に
あ
る
原
理
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
豊
か
な
想
像
力
と

バ
ル
ザ
ッ
ク
流
の
合
理
に
よ
っ
て
、
結
び
付
け
る
と
こ
ろ
に
最
大
の
特
徴
が
あ
り
、
厳
密
性
、
検
証
可
能
な
科
学
的
客
観
性

は
問
題
に
な
ら
な
い
。
彼
は
自
己
の
思
索
の
妥
当
性
を
信
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
担
保
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
自
ら
を
抜

き
ん
出
た
知
性
と
思
考
力
の
持
ち
主
と
考
え
る
矜
持
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
思
考
は
、
観
察
か
ら
原
因
と
結
果
を
結
ぶ
筋

道
を
見
い
出
す
こ
と
に
あ
り
、
常
に
彼
流
の
経
験
主
義
的
な
合
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
豊
か
な
想
像
力
に
よ



 ― 9 ― 

る
飛
躍
と
同
時
に
、
普
遍
的
で
あ
る
と
信
じ
る
彼
流
の
論
理
的
妥
当
性
、
科
学
性
、
合
理
性
が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
に
依
拠
し
て
「
言
葉
」
へ
と
至

る
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学
思
想
・
宗
教
思
想
を
ま
と
め
れ
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
世
界
に
は
永
遠
で
不
動
の
物
質
は
な

く
、
世
界
は
常
に
運
動
し
て
お
り
、
運
動
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
生
成
す
る
。
こ
の
運
動
に
は
原
理
が
あ
り
、
運
動
に

よ
っ
て
「
実
体
」
か
ら
物
質
が
生
成
し
、
ま
た
同
じ
く
運
動
に
よ
っ
て
そ
の
物
質
は
別
の
物
質
に
変
化
す
る
が
、
す
べ
て
は

こ
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
。
変
化
は
物
質
と
運
動
の
置
か
れ
た
状
況
な
い
し
は
環
境
次
第
で
あ
り
、
無
限
で
あ
る
が
、
万
物

の
創
出
は
常
に
運
動
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
を
支
配
す
る
た
だ
一
つ
の
原
理
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
万
物
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
多
様
で
あ
ろ
う
と
、
根
源
に
共
通
の
単
純
な
同
一
の
「
実
体
」
と
「
原
理
」
が
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
万
物
に
は
何
等
か
の
共
通
性
、
類
縁
性
、
「
親
近
性
」
、
「
親
和
力
」
が
あ
る
。 

 

世
界
の
初
め
は
、
た
だ
一
つ
の
も
の
で
、
そ
れ
が
出
現
し
た
と
同
時
に
運
動
が
始
ま
り
、
た
だ
一
つ
の
も
の
が
次
々
に
多

様
な
も
の
に
変
化
し
、
運
動
は
永
遠
に
続
き
、
無
限
に
多
様
な
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の

は
同
じ
原
理
で
あ
り
、
こ
の
原
理
の
源
、
あ
る
い
は
す
べ
て
を
包
括
す
る
根
源
的
原
理
が
「
神
」
で
あ
る
。 

 

だ
か
ら
、
「
神
」
が
世
界
を
創
造
し
た
の
で
は
な
く
、
世
界
は
、
「
神
」
と
い
う
原
理
に
し
た
が
っ
て
お
の
ず
か
ら
生
成
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
万
物
に
は
一
般
法
則
が
あ
り
、
個
々
の
一
般
法
則
が
従
う
原
理
を
次
々
に
遡
上
し
て
行
け
ば
、
つ
い

に
は
万
物
を
貫
く
根
本
原
理
に
行
き
着
き
う
る
。
た
だ
一
つ
の
「
実
体
」
と
、
た
だ
一
つ
の
「
原
理
」
（
根
本
原
理
）
に
行

き
着
き
う
る
。 

 

さ
て
、
世
界
に
は
一
つ
と
し
て
完
全
に
同
一
な
も
の
も
な
け
れ
ば
、
ひ
と
時
と
し
て
不
動
の
時
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
限
り
な
く
多
様
で
、
止
ま
る
こ
と
の
な
い
時
間
の
流
れ
の
上
に
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
、
す
べ
て
の
現
象
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は
無
限
に
み
な
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
知
性
に
よ
っ
て
、
無
限
の
多
様
性
か
ら
「
数
」
と
い
う
不
変
不
動
の
原
理

な
い
し
法
則
を
捉
え
う
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
数
」
な
い
し
原
理
・
法
則
を
、
よ
り
高
度
な
知
性
の
働
き
に
よ
っ
て
究
極
ま
で

抽
象
を
押
し
進
め
て
行
く
と
、
最
終
的
な
根
本
原
理
に
ま
で
至
り
う
る
。
そ
れ
が
「
言
葉
」
な
い
し
は
「
神
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
万
物
に
宿
り
、
万
物
の
原
因
と
結
果
を
つ
か
さ
ど
り
、
万
物
の
根
源
を
な
す
も
の
で
あ
る
。 

 

ル
イ
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
言
う
、 

 

「
さ
れ
ば
宇
宙
は
単
一
に
お
け
る
多
様
で
あ
る
。
運
動
は
手
段
で
あ
り
、
数
は
結
果
で
あ
る
。
終
極
は
、
神
で
あ
る
と
こ
ろ

の
単
一
へ
の
万
物
の
帰
還
で
あ
る
。
」
（L

ouis L
am

bert, op
.cit., p

.6
90

） 

  

無
限
の
多
様
性
は
唯
一
の
単
一
、
換
言
す
れ
ば
、
原
理
を
内
包
す
る
根
源
的
「
実
体
」
に
収
斂
し
う
る
。
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
「
神
」
と
は
人
格
神
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
創
造
者
で
も
な
く
、
世
界
の
す
べ
て
を
統
御
し
て
い
る
、
謂

わ
ば
大
原
理
、
根
本
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
大
文
字
の
「
言
葉
」
と
言
っ
て
い
る
。
神
を
知
る

こ
と
は
、
万
物
が
従
う
根
本
原
理
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
世
界
を
ま
る
ご
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
が
神
を
知
る
こ
と

は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
不
可
能
で
は
な
い
。
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
言
う
、 

 

「
数
は
人
間
に
し
か
属
さ
な
い
知
性
の
証
拠
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
を
知
る
域
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
（L

ouis L
am

bert, op
.cit., pp

.6
90

~
6

91

） 

  

こ
の
様
な
神
の
捉
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
な
神
に
つ
い
て
の
概
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念
が
相
違
し
て
い
る
と
し
て
も
、
ま
さ
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
思
想
を
代
弁
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
文
言
か
ら
始
ま
る
聖
書
の
記

述
が
あ
る
。
そ
れ
が
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

「
初
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
。
言
葉
は
神
と
共
に
あ
っ
た
。
言
葉
は
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
初
め
に
神
と
共
に
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
も
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
。
で
き
た
も
の
の
う
ち
、
一
つ
と
し
て
こ
れ
に
よ
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
」 

 

一
、
「
初
め
に
言
葉
が
あ
っ
た
」
。 

二
、
「
言
葉
は
神
で
あ
っ
た
」
。 

三
、
「
す
べ
て
の
も
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
」
。 

 

聖
書
の
こ
の
文
言
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学
思
想
か
ら
捉
え
れ
ば
、
宇
宙
の
創
造
を
説
明
し
て
い
る
、
と
言
い
う
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
言
葉
」
と
は
根
本
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
神
」
で
あ
る
、
と
。
（
注
） 

  

お
そ
ら
く
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
信
じ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
ン
ス
カ
夫
人
に
真
実
を
言

う
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
女
の
安
堵
を
得
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
通
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
も
っ
と
も

嘘
偽
り
の
少
な
い
言
い
方
が
「
神
秘
派
教
会
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
宗
教
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
、
た
と
え
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
神
を
信
じ
て
い
た
と
言
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
様
々
な
理
論
と
想
像

に
よ
っ
て
作
り
上
げ
た
神
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
そ
こ
に
は
人
を
導
く
神
の
教
え
や
命
令
も
な
け

れ
ば
、
人
の
行
動
を
律
す
る
道
徳
も
な
い
。
神
の
言
葉
を
聞
く
の
は
神
に
選
ば
れ
た
預
言
者
な
の
で
は
な
く
、
究
極
の
知
性

を
有
す
る
天
才
で
あ
る
。
世
界
に
は
た
だ
、
「
実
体
」
と
究
極
的
な
一
つ
の
大
原
理
、
と
い
う
意
味
で
の
「
神
」
が
あ
る
だ
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け
で
あ
る
。
倫
理
も
道
徳
も
、
神
の
声
の
多
く
も
、
お
そ
ら
く
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
人
間
が
政
治
的
必
要
か
ら
生
み
出

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
宗
教
的
に
は
無
神
論
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

 
『
人
間
喜
劇
』
に
お
い
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
、
暗
に
、
デ
プ
ラ
ン
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
、
彼
の
無
神
論
を
ま
っ
た
く
肯

定
的
に
描
く
の
も
そ
れ
ゆ
え
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
デ
プ
ラ
ン
の
純
粋
で
率
直
な
無
神
論
は
、
多
く
の
学
者
や
世
界
で
も
最
も
優
れ
た
人
々
の
無
神
論
に
似
て
い
た
。
と
う
て
い
打

ち
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
神
論
者
の
無
神
論
、
宗
教
を
信
じ
る
者
に
は
そ
ん
な
者
が
い
る
な
ど
容
認
し
え
な
い
よ
う
な
無
神
論

者
の
無
神
論
に
似
て
い
た
。
（
中
略
）
こ
の
男
も
、
多
く
の
素
晴
ら
し
い
天
才
た
ち
が
神
の
許
し
を
得
ら
れ
る
臨
終
の
改
悛
を
せ
ず

に
死
ぬ
よ
う
に
、
さ
い
ご
ま
で
悔
い
改
め
る
こ
と
な
く
死
ん
だ
。
」
（L

a M
esse de l'athée, P

léiad
e III, p

p
.3

8
6

-3
8

7

） 

  

し
か
し
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ
の
美
学
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
が
よ
り
よ
き
社
会
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
衆
が

よ
り
よ
き
民
衆
で
あ
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
、
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
車
の
両
輪
の
ご

と
く
不
断
の
関
係
に
あ
る
王
政
と
が
、
必
須
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
。
哲
学
思
想
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
否
定
し

な
が
ら
、
政
治
思
想
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
社
会
に
必
須
の
も
の
と
考
え
、
強
く
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

『
無
神
論
者
の
ミ
サ
』
の
主
人
公
デ
プ
ラ
ン
と
ブ
ル
ジ
ャ
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
政
治
思
想
を
表
象
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
敬
虔
で
素
朴
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
ブ
ル
ジ
ャ
こ
そ
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
思
い
描
く
理
想
的
民
衆
の
一
形

象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
打
ち
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
神
論
者
」
デ
プ
ラ
ン
は
、
自
己
の
哲
学
的
信
念
も
矛
盾
も
乗
り

越
え
て
、
毎
年
ブ
ル
ジ
ャ
の
た
め
に
教
会
で
ミ
サ
を
あ
げ
る
。
教
会
に
喜
捨
し
て
形
式
的
に
ミ
サ
を
挙
げ
る
の
で
は
な
い
。

純
朴
な
美
し
い
民
衆
の
心
を
持
つ
ブ
ル
ジ
ャ
の
た
め
に
、
ま
た
深
く
神
に
帰
依
し
救
い
を
乞
い
願
っ
て
い
た
ブ
ル
ジ
ャ
の
魂



 ― 13 ― 

た
め
に
、
ミ
サ
を
創
設
し
、
跪
き
、
そ
の
安
寧
を
願
っ
て
心
か
ら
の
祈
り
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
。
「
と
う
て
い
打
ち
破
る
こ
と

の
で
き
な
い
」
「
宗
教
を
信
じ
る
者
に
は
そ
ん
な
者
が
い
る
な
ど
容
認
し
え
な
い
よ
う
な
無
神
論
者
」
の
デ
プ
ラ
ン
は
、
バ
ル
ザ

ッ
ク
の
思
想
を
反
映
し
て
実
に
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
こ
そ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
、
離
反
と
融

和
の
同
居
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
プ
ラ
ン
が
神
に
祈
る
姿
を
見
て
、
弟
子
ビ
ア
ン
シ
ョ
ン
が
、
師
を
無
神
論

者
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
躊
躇
を
覚
え
る
と
す
れ
ば
、
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
つ
い
て
も
ま
た
、
宗
教
の
説
く
神
を
否
定

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
は
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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二 

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学
思
想
と
レ
ア
リ
ス
ム 

  
世
界
の
根
源
に
一
つ
の
「
実
体
」
と
究
極
的
原
理
と
し
て
の
「
言
葉
」
を
想
定
す
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
哲
学
は
、
現
代
科
学

が
、
一
般
相
対
性
理
論
と
標
準
理
論
を
統
合
し
て
、
宇
宙
の
す
べ
て
の
現
象
を
一
つ
の
数
式
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
、
所
謂

「
神
の
数
式
」
に
、
き
わ
め
て
近
い
考
え
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

「
神
の
数
式
」
は
、
宇
宙
の
始
ま
り
か
ら
今
に
至
る
ま
で
を
、
ま
た
宇
宙
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
生
成
を
、
一
つ

の
数
式
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
神
の
数
式
」
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
で
き
な
い
事
実
や
現
象
が
発
見
さ

れ
る
た
び
に
検
討
さ
れ
、
書
き
改
め
ら
れ
る
。
科
学
は
、
時
と
共
に
進
歩
し
、
多
く
の
謎
を
解
明
す
る
が
、
謎
は
解
明
さ
れ

る
た
び
に
ま
た
新
た
な
謎
を
生
む
か
ら
、
世
界
の
未
知
は
限
り
な
く
、
「
神
の
数
式
」
は
永
遠
に
完
成
し
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
の
英
知
が
、
わ
ず
か
一
行
の
数
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
宇
宙
の
始
ま
り

か
ら
現
在
ま
で
を
、
素
粒
子
の
世
界
か
ら
大
宇
宙
ま
で
を
、
こ
れ
ま
で
分
か
っ
て
い
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
根
源
と
生

成
と
を
、
整
然
と
し
た
完
璧
な
論
理
で
説
明
し
て
い
る
。
人
類
が
想
像
し
う
る
全
宇
宙
の
、
ま
た
存
在
が
認
め
ら
れ
る
す
べ

て
の
素
粒
子
の
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
原
因
と
理
由
を
秩
序
づ
け
、
結
果
を
説
明
す
る
の
が
、
こ
の
わ
ず
か
一
行
の
数
式
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
類
が
発
明
し
た
驚
異
の
、
そ
し
て
最
も
美
し
い
抽
象
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

  

科
学
が
、
観
察
か
ら
法
則
を
見
い
出
し
、
見
い
出
さ
れ
た
諸
法
則
か
ら
さ
ら
に
上
位
の
一
般
原
理
を
見
い
出
し
、
そ
の
究

極
に
「
神
の
数
式
」
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ
れ
で
は
永
遠
に
「
言
葉
」
な
い
し
「
神
」

を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
。
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
で
、
人
聞
は
「
数
」
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

「
〈
言
葉
〉
を
知
る
域
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（op

.cit., p
.6

9
0-69

1

）
と
述
べ
る
一
方
で
、
『
セ
ラ
フ
ィ
タ
』
で
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は
、
「
人
間
の
理
性
の
物
差
し
で
神
を
測
ろ
う
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
目
盛
り
が
足
り
な
く
な
り
、
神
に
到
達
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
神
を
知
る
た
め
に
は
別
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」
（S

éraphîta, op
.cit., p

.8
2

7

）
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
に
は
「
言
葉
」
・
「
神
」

を
捉
え
う
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
知
的
方
法
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

た
し
か
に
、
無
限
に
多
様
な
外
的
世
界
の
観
察
か
ら
法
則
を
抽
象
し
つ
つ
、
お
お
も
と
の
原
理
（
「
言
葉
」
・
「
神
」
）
に
た

ど
り
着
こ
う
と
し
て
も
、
人
間
の
短
い
生
涯
に
お
い
て
は
、
可
能
な
観
察
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
が

把
握
し
う
る
も
の
は
、
自
然
か
ら
見
れ
ば
、
わ
ず
か
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
人
類
の
長
い
歴
史
の
中
で
蓄
積
さ
れ
た
知
か

ら
出
発
し
て
、
た
と
え
新
た
な
発
見
に
よ
っ
て
よ
り
高
次
の
原
理
に
た
ど
り
着
け
た
と
し
て
も
、
原
理
を
抽
象
し
た
領
域
そ

の
も
の
が
有
限
で
あ
り
、
無
限
に
多
様
で
多
く
の
未
知
の
あ
る
、
し
か
も
常
に
運
動
し
て
い
る
自
然
に
、
け
っ
し
て
追
い
つ

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
間
の
理
性
の
物
差
し
で
神
を
測
ろ
う
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
目
盛
り
が
足
り
な
く

な
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
り
、
結
局
、
神
を
見
出
す
こ
と
は
人
間
の
理
性
的
方
法
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
考

え
に
い
た
る
。 

 

で
は
、
ど
う
や
っ
て
「
言
葉
」
な
い
し
「
神
」
を
見
い
出
し
う
る
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
考
え
る
の
か
。
「
そ
の
道
は
私
達
の

内
部
に
あ
る
の
で
す
」
。
「
地
上
の
事
物
に
向
け
ら
れ
る
目
よ
り
も
も
っ
と
鋭
い
目
を
自
分
の
内
部
に
発
見
す
る
の
で
す
」

（ibid
.

）
と
、
セ
ラ
フ
ィ
タ
は
言
う
。 

 

し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
誰
も
が
自
己
の
内
部
に
透
徹
し
た
目d

es yeu
x p

erçan
ts

を
持
ち
、
内
部
に
何
か

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
人
間
に
は
、
知
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
分
布
が
あ
り
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
最
上

層
の
天
才
だ
け
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
最
上
層
の
天
才
は
、
「
言
葉
」
・
「
神
」
を
知
的
な
抽
象
に
よ
っ
て
認
識
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す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
様
な
要
素
を
精
神
に
吸
収
し
て
、
精
神
を
よ
り
高
い
次
元
の
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
、
そ
の
結
果
、

そ
れ
を
総
体
と
し
て
感
じ
る

．
．
．
、
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
独
特

の
神
秘
主
義
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
謂
わ
ば
〈
人
間
知
性
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
分
布
理
論
〉
と
前
章
で
述
べ
た
バ
ル
ザ
ッ
ク

の
科
学
的
神
秘
主
義
的
な
宗
教
哲
学
理
論
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』
の
断
章
の
中
で
、
次
の
様
に
言
う
。 

 

「
（
２
）
脳
は
一
個
の
フ
ラ
ス
コ
で
、
〈
動
物
〉
は
各
自
の
体
組
織
が
〈
実
体
〉
か
ら
吸
収
し
う
る
も
の
を
、
こ
の
フ
ラ
ス
コ

装
置
の
力
に
し
た
が
っ
て
そ
こ
へ
運
び
こ
み
、
そ
し
て
〈
実
体
〉
は
そ
こ
か
ら
意
志
に
変
形
し
て
出
て
く
る
。
」
（L

ouis 

L
am

bert, op
.cit., p

.6
85

） 

 

「
（
３
）
人
聞
に
お
い
て
意
志
は
一
つ
の
力
に
な
る
が
、
そ
の
カ
は
人
間
特
有
の
も
の
で
、
強
度
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
動
物

種
の
そ
れ
を
し
の
ぐ
。
」(ibid

.) 

 

「
（
４
）
意
志
は
〈
実
体
〉
か
ら
絶
え
ず
栄
養
を
摂
取
す
る
こ
と
で
こ
れ
に
依
存
す
る
。
意
志
は
思
惟
に
よ
っ
て
〈
実
体
〉

の
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
な
か
に
入
り
こ
む
こ
と
で
、
そ
こ
に
ふ
た
た
び
〈
実
体
〉
を
見
出
す
。
思
惟
は
〈
実
体
〉
の
変
形
と
結

び
つ
い
た
人
間
意
志
の
特
殊
な
産
物
で
あ
る
。
」(ibid

.) 

 

「
（
５
）
人
間
の
頭
脳
装
置
の
完
成
度
の
大
小
か
ら
、
思
惟
が
帯
び
る
無
数
の
形
が
生
じ
る
。
」(ibid

.) 
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「
（
６
）
意
志
は
俗
に
五
官
と
名
づ
け
ら
れ
た
器
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
五
官
は
、
も
の
を
見
る
機
能
と
い
う
た
だ
一

つ
の
感
官
に
す
ぎ
な
い
。
味
覚
と
お
な
じ
く
触
覚
、
嗅
覚
と
お
な
じ
く
聴
覚
は
、
〈
実
体
〉
の
変
化
に
順
応
し
た
視
覚
で
あ

る
。
（
略
）
」(ibid

.) 

 

「
（
７
）
も
の
を
見
る
機
能
と
い
う
唯
一
の
感
官
の
領
域
に
、
形
を
と
っ
て
落
ち
て
く
る
事
物
は
、
す
べ
て
若
干
の
基
本
体

に
還
元
さ
れ
る
。
（
略
） 

音
、
色
、
か
お
り
、
形
と
い
う
、
人
間
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
物
質
の
四
つ
の
現
わ
れ
方
は
、

同
一
の
起
源
を
持
つ
。
（
略
）
人
間
に
と
っ
て
、
一
切
は
〈
実
体
〉
か
ら
出
て
く
る
。〈
実
体
〉
の
変
形
は
〈
数
〉
に
よ
っ
て
、

調
合
．
．
の
仕
方
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
（
略
）
」(ibid

., pp
.6

85
-6

8
6) 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
考
え
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
は
、
あ
る
根
源
的
な
一
つ
の
「
実
体
」
か
ら
生
じ
、
そ
の
「
実
体
」
は
光
や

熱
や
電
気
や
磁
気
な
ど
様
々
の
も
の
に
姿
を
変
え
る
。
ま
た
、
「
実
体
」
か
ら
生
ま
れ
た
物
質
か
ら
も
「
実
体
」
（
光
や
電
気

や
磁
気
な
ど
を
含
む
何
か
わ
か
ら
ぬ
目
に
見
え
な
い
も
の
）
が
放
出
さ
れ
、
人
間
の
脳
は
そ
れ
を
吸
収
し
、
吸
収
さ
れ
た
「
実

体
」
か
ら
脳
は
「
意
志la V

olon
té

」
を
形
成
す
る
。
こ
の
「
意
志
」
と
は
、
物
質
を
感
覚
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
意
識
と
言
っ
て
も
よ
く
、
持
続
的
な
意
識
に
よ
っ
て
認
識
が
生
じ
、
そ
の
認
識
か
ら
原
理
に
関
わ
る
「
思
惟la 

Pen
sée

」
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
「
思
惟
」
は
、
「
実
体
」
が
変
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
様
々
な
物
質
を
、
感
覚
を

と
お
し
て
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
原
理
を
抽
象
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
共
通
し
て
根
源
的
「
実
体
」
を
見
い
出
す
。

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
の
素
が
「
実
体
」
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
の
思
惟
の
能
力
に
は
人
に
よ
っ
て
大
差
が
あ
り
、
無
限
に
多
様
な
形
が
あ
る
。
こ
の
「
思
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惟
」
は
組
織
さ
れ
て
「
観
念l’id

ée

」
に
な
る
か
ら
、
「
観
念
」
に
も
能
力
の
違
い
に
よ
っ
て
無
数
の
形
が
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ

ク
は
、
様
々
な
人
間
が
有
す
る
多
様
な
観
念
の
世
界
を
３
つ
に
大
別
し
て
、
「
本
能
圏

l’id
ée d

e l’In
stin

ct

」
「
抽
象
圏

l’id
ée d

es A
bstraction

s

」
「
特
殊
圏l’id

ée d
e la S

pécialité

」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
明
確
に
序
列
が
あ
る
。 

 

「
（
13
）
観
念
の
世
界
は
三
つ
の
圏
に
分
か
た
れ
る
。
す
な
わ
ち
本
能
圏
、
抽
象
圏
、
特
殊
圏
。
」（L

ouis L
am

bert, op
.cit., 

p.6
8

7

） 

 

「
（
14
）
ま
の
あ
た
り
に
見
る
人
類
の
大
部
分
、
こ
れ
は
最
も
か
よ
わ
い
部
分
だ
が
、
彼
ら
は
本
能
圏
に
住
ん
で
い
る
。
本

能
的
な
人
た
ち
は
、
抽
象
と
い
う
人
間
の
知
性
の
第
二
段
階
ま
で
高
ま
る
こ
と
な
く
生
ま
れ
、
働
き
、
死
ん
で
ゆ
く
。
」(ibid

.) 

 

「
（
15
）
社
会
は
抽
象
に
始
ま
る
。
抽
象
は
本
能
に
く
ら
べ
た
ら
ほ
と
ん
ど
神
の
よ
う
な
力
だ
が
、
そ
の
抽
象
も
特
殊
性
と

い
う
、
ひ
と
り
神
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
天
賦
の
才
に
く
ら
べ
た
ら
、
前
代
未
聞
の
弱
き
で
あ
る
。
（
略
）
抽
象
か
ら

法
律
、
芸
術
、
利
害
関
係
、
社
会
思
想
な
ど
が
生
ま
れ
る
。
」(ibid

.) 

 

「
（
16
）
特
殊
性
は
物
質
界
な
ら
び
に
精
神
界
の
事
物
を
、
そ
の
起
源
の
根
幹
や
結
果
の
末
梢
に
わ
た
っ
て
見
る
こ
と
に
あ

る
。
人
間
界
の
最
も
り
っ
ぱ
な
天
才
は
、
抽
象
の
闇
か
ら
出
発
し
て
特
殊
性
の
光
明
に
到
達
し
た
人
た
ち
で
あ
る
（
特
殊
性

ス
ペ
シ
ア
リ
テ

はsp
ecies

か
ら
く
る
。
す
な
わ
ち
視
力
、
観
察
す
る
こ
と
、
一
切
を
一
目
で
見
る
こ
と
。
ま
たsp

eculum

か
ら
く
る
。
す

な
わ
ち
鏡
、
あ
る
い
は
も
の
を
ま
る
ご
と
見
て
と
っ
て
評
価
す
る
手
段)
。
イ
エ
ス
は
特
殊
家
だ
っ
た
。
彼
は
事
実
を
そ
の

根
源
と
成
果
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
生
ん
だ
過
去
と
、
そ
れ
が
現
わ
れ
た
現
在
と
、
そ
れ
が
発
展
す
る
未
来
に
お
い
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て
見
て
い
た
。
彼
の
視
力
は
他
人
の
悟
性
を
見
抜
い
て
い
た
。
内
的
視
力
の
完
成
が
特
殊
性
の
才
を
生
む
。
特
殊
性
は
結
果

と
し
て
直
観
を
も
た
ら
す
。
直
観
は
「
内
的
人
間L’H

O
M

M
E

 IN
T

É
R

IE
U

R

」
の
一
つ
の
能
力
で
あ
り
、
特
殊
状
態
は
彼

の
属
性
で
あ
る
。
直
観
は
、
そ
れ
に
し
た
が
う
も
の
で
さ
え
知
ら
な
い
よ
う
な
、
ご
く
か
す
か
な
感
覚
に
よ
っ
て
働
く
。
」

(ibid
., p

.6
88

) 

 

「
（
18
）
特
殊
家
は
必
然
的
に
「
人
間
」
の
最
も
完
全
な
表
現
で
、
目
に
見
え
る
世
界
を
上
位
の
諸
世
界
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ

る
輸
で
あ
る
。
彼
は
お
の
れ
の
「
内
部
」
に
よ
っ
て
動
き
、
見
、
感
じ
る
。
抽
象
家
は
考
え
る
。
本
能
人
は
行
動
す
る
。
」

(ibid
.) 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
人
間
は
本
能
圏
に
留
ま
っ
て
お
り
、
少
数
の
知
的
な
人
間
が
世
界
の
諸
関
係
を
観
取
し

て
抽
象
圏
に
入
る
。
「
社
会
は
抽
象
に
始
ま
り
」
、
「
抽
象
か
ら
法
律
、
芸
術
、
利
害
関
係
、
社
会
思
想
な
ど
が
生
ま
れ
る
」
。

「
人
聞
は
善
、
悪
、
美
徳
、
犯
罪
と
い
う
よ
う
な
抽
象
に
よ
っ
て
一
切
を
判
断
す
る
」
（
15
）
。
つ
ま
り
、
絶
対
多
数
の
本
能

圏
に
留
ま
っ
て
い
る
人
間
の
中
か
ら
、
頭
脳
に
秀
で
た
者
が
抽
象
圏
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
、
諸
事
実
の
観
察
か

ら
本
質
的
関
係
を
抽
象
し
、
抽
象
さ
れ
た
も
の
か
ら
演
繹
な
い
し
は
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
や
芸
術
や
社
会
思
想
、

ま
た
善
と
悪
や
、
美
徳
と
犯
罪
と
い
っ
た
掟
や
道
徳
や
美
学
を
生
み
出
す
。
「
本
能
圏
」
と
「
抽
象
圏
」
の
二
つ
の
圏
は
、

明
確
に
分
け
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
圏
の
間
に
は
「
中
間
的
存
在d

es êtres in
term

éd
iaires

」
が
多
数
お
り
、

頭
脳
の
優
劣
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
「
本
能
性
と
抽
象
性
が
い
ろ
ん
な
割
合
で
際
限
な
し
に
ま
じ
り
合
っ
て
い
る
」(ibid

.)

。

こ
こ
か
ら
更
に
上
に
、
「
特
殊
圏la S

p
h

ére d
u S

p
écialism

e

」
が
あ
る
。
こ
こ
に
入
る
こ
と
は
「
特
殊
能
力
・
ス
ペ
シ
ア

リ
テ

S
p

écialité

」
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
ス
ペ
シ
ア
リ
テ
と
は
「
物
質
界
な
ら
び
に
精
神
界
の
事
物
を
、
そ
の
起
源
の
根
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幹
や
結
果
の
末
梢
に
わ
た
っ
て
見
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
事
実
を
そ
の
根
源
と
成
果
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
生
ん
だ

過
去
と
、
そ
れ
が
現
れ
た
現
在
と
、
そ
れ
が
発
展
す
る
未
来
に
お
い
て
」
見
る
能
力
、
敷
衍
す
れ
ば
、
任
意
の
事
実
を
、
そ

の
本
質
性
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
事
実
の
内
に
あ
る
原
理
を
一
瞬
に
し
て
見
抜
き
把
握
す
る
能
力
で
あ
る
。
曰
く
、「
特

殊
家

le S
p

écialiste

」
と
は
、
瞬
時
に
本
質
に
達
す
る
「
直
観

in
tu

ition

」
を
持
つ
「
人
間
の
最
も
完
全
な
現
れ
方

exp
ression

」
で
、
自
己
の
内
部
に
「
鏡m

iroir

、
あ
る
い
は
も
の
を
ま
る
ご
と
見
て
と
っ
て
評
価
す
る
術m

oyen

」
を
持

つ
人
間
で
あ
る
。
こ
の
圏
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
き
わ
め
て
少
数
の
天
才
で
あ
る
が
、
彼
ら
天
才
の
ほ
と
ん
ど

は
特
殊
能
力
の
一
部
を
持
つ
者
に
す
ぎ
ず
、
抽
象
圏
と
特
殊
圏
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
が
混
じ
り
合
っ
て
混
合
物
を
生
み
出

す
」
中
間
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
根
本
原
理
に
ま
で
達
し
う
る
よ
う
な
真
の
特
殊
家
は
さ
ら
に
限
ら
れ
た
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
、
奇
跡
的
な
存
在
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
こ
そ
が
、
人
類
の
頂
点
に
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
真
の
特
殊
家
を
頂
点
に
、
世
界
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
完
成
す
る
。
物
質
の
上
に

生
物
が
あ
り
、
生
物
の
上
に
動
物
が
あ
り
、
動
物
の
最
上
層
に
人
間
が
い
る
。
人
間
は
、
最
下
層
の
本
能
圏
か
ら
最
上
層
の

特
殊
圏
ま
で
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
生
物
や
物
質
の
根
源
は
、
単
一
の
「
実
体
」

で
あ
り
、
「
実
体
」
か
ら
万
物
に
至
る
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
、
す
べ
て
の
も
の
を
律
し
て
い
る
の
が
「
言
葉
」
な
い
し

は
「
神
」
と
い
う
根
本
原
理
で
あ
る
。
そ
う
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
考
え
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
原
理
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
神
の
数
式
」
の
よ
う
に
、
人
間
の
精

神
に
よ
る
、
抽
象
、
と
い
う
完
全
な
知
の
産
物
と
し
て
の
非
実
質
、
つ
ま
り
、
無
、
と
考
え
て
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ど
う
や
ら
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
無
と
は
考
え
て
い
な
い
。
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
て
い

る
。
「
実
体
」
が
運
動
に
よ
っ
て
別
の
「
実
体
」
に
変
わ
る
と
き
、
こ
の
「
原
理
」
が
働
く
。
わ
れ
わ
れ
は
、
原
理
を
知
る

と
は
、
事
物
の
変
化
を
観
察
し
て
原
因
と
結
果
か
ら
法
則
を
見
い
出
す
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
純
然
た
る



 ― 21 ― 

抽
象
で
あ
っ
て
、
無
、
で
あ
る
。
だ
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
働
い
て
い
る
「
原
理
」
は
精
神
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
、
蓄
積
さ
れ
、
変
容
し
、
「
意
志
」
に
な
り
「
観
念
」
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
特
殊
家
」
の
「
直
観
」
に
な

る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
「
原
理
」
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
「
実
体
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
言
葉
」
は
「
実
体
」
で

あ
り
、
「
神
」
も
「
実
体
」
で
あ
り
、
抽
象
的
な
い
し
は
架
空
の
、
無
、
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
原

理
」
の
性
質
は
、
神
の
実
存
を
否
定
し
な
い
。 

 

で
は
、
「
神
」
と
と
も
に
す
べ
て
の
も
の
の
根
源
に
あ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
に
変
化
変
容
す
る
「
実
体
」
と
し
て
の
「
原

理
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
生
物
が
た
っ
た
一
個
の
受
精
卵
か
ら
誕
生
す
る
よ
う
に
、
し
か

も
、
最
初
の
一
個
の
細
胞
に
も
、
そ
の
後
変
化
し
て
発
生
す
る
あ
ら
ゆ
る
器
官
の
す
べ
て
の
細
胞
に
も
、
そ
の
個
体
の
全
遺

伝
子
情
報
が
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
の
「
実
体
」
に
は
、
既
に
そ
の
後
に
生
ま
れ
る
「
実
体
」
の
す
べ
て
が
内
在
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
実
体
」
は
、
生
物
が
、
発
生
段
階
で
、
一
個
の
細
胞
に
与
え

ら
れ
る
何
か
わ
か
ら
ぬ
任
意
の
外
的
刺
激
や
条
件
に
よ
っ
て
細
胞
内
部
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
な
も
の
か
ら
指
令
が
発
動

さ
れ
、
た
っ
た
一
つ
の
細
胞
が
あ
ら
ゆ
る
器
官
の
細
胞
に
変
化
発
展
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
万
物
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
運
動
」
す
る
「
実
体
」
の
お
か
れ
た
「
環
境
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
遭
遇
す
る
「
抵
抗
」
に
よ
っ
て
、

単
一
の
「
実
体
」
が
変
化
し
、
す
べ
て
が
作
ら
れ
る
、
だ
が
、
そ
の
す
べ
て
を
逆
に
遡
れ
ば
、
必
ず
同
じ
単
一
の
「
実
体
」

に
行
き
着
く
、
し
か
も
、
始
め
も
終
わ
り
も
、
内
に
備
わ
っ
て
い
る
「
原
理
」
は
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
か
。 

  

さ
て
、
「
神
」
を
知
る
に
は
、
外
界
に
あ
ふ
れ
て
い
る
何
か
わ
か
ら
ぬ
「
実
体
」
を
高
度
に
凝
集
し
え
た
精
神
だ
け
が
持

ち
う
る
「
直
観
」
と
い
う
「
特
殊
能
力
」
を
手
に
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
言
う
。
「
特
殊
能
力
」
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と
は
、
「
視
力
、
観
察
す
る
こ
と
、
一
切
を
一
目
で
見
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
鏡
」
に
反
映
し
た
外
の
世
界
か
ら
、
瞬
時
に
任

意
の
本
質
を
把
握
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
重
要
な
こ
と
は
、
「
見
る
こ
と
」
が
、
外
界
を
直
接
視
覚
で
捉
え
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
外
界
が
映
し
だ
さ
れ
る
内
界
を
見
る
こ
と
、
要
す
る
に
、
内
視
を
意
味
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
世
界
は
、
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

た
と
え
ば
、
も
し
、
人
間
が
す
べ
て
の
感
覚
器
官
を
破
壊
さ
れ
、
見
る
こ
と
も
聴
く
こ
と
も
、
嗅
覚
も
触
覚
も
、
す
べ
て

の
感
じ
る
能
力
を
奪
わ
れ
た
場
合
、
人
間
に
と
っ
て
世
界
は
存
在
し
な
い
。
世
界
は
感
覚
に
よ
っ
て
し
か
、
あ
る
い
は
感
覚

か
ら
刺
激
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
総
括
し
判
断
し
う
る
意
識
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
捉
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
感
覚
や
意

識
が
な
け
れ
ば
、
世
界
は
何
物
で
も
な
い
闇
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
事
実
上
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
世
界
は
外
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
内
に
あ
る
。
脳
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
思
う
故
に
我
在
り
」
と
は
、
そ
う
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
鋭
敏
な
感
覚
と
感
覚
に
緊
密
に
連
携
す
る
高
度
な
知
性
を
持
つ
者
の
世
界
と
、
鈍
感
で
低
能
な
人

間
の
世
界
と
で
は
、
当
然
世
界
は
違
っ
て
い
る
。 

 

ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
言
う
、 

 

「
事
実
は
何
物
で
も
な
い
。
そ
ん
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
依
然
と
し
て
残
る
も
の
は
た
だ
観
念
の
み
」

(ibid
., p

.6
87

) 

 

ま
た
、
セ
ラ
フ
ィ
タ
は
言
う
、 

 

「
そ
の
道
（
神
を
知
る
た
め
の
道
）
は
私
た
ち
の
内
部
に
あ
る
の
で
す
。
〈
見
者le V

oyan
t

〉
と
〈
信
者le C

royan
t

〉
は
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地
上
の
事
物
に
向
け
ら
れ
る
目
よ
り
も
も
っ
と
鋭
い
目
を
自
分
の
内
部
に
発
見
す
る
の
で
す
。
」
（S

éraphîta, op
.cit., 

p.8
2

7

） 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
「
物
質
界
な
ら
び
に
精
神
界
の
事
物
を
、
そ
の
起
源
の
根
幹
や
結
果
の
末
梢
に
わ
た
っ
て
見

る
」（L

ouis L
am

bert, op
.cit., p

.6
8

8

）
究
極
的
な
知
は
、
外
界
か
ら
も
た
ら
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
内
界
に
あ
る
。
外
を

見
る
の
で
は
な
く
内
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
特
殊
家
は
内
部
に
外
界
を
映
す
「
鏡
」
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

「
鏡
」
は
、
単
に
外
界
を
平
板
に
映
す
の
で
は
な
く
、
外
界
を
凝
集
し
本
質
化
し
て
映
し
出
す
。
つ
ま
り
、
「
内
的
視
力
の

完
成
が
特
殊
性
の
才
を
生
む
」
（ibid

.

）
と
言
う
と
き
、
「
内
的
視
力
の
完
成
」
と
は
、
そ
う
し
た
「
鏡
」
を
持
つ
こ
と
で
あ

り
、
謂
わ
ば
「
鏡
」
は
、
「
も
の
を
ま
る
ご
と
見
て
と
っ
て
評
価
す
る
手
段
」
（ibid

.

）
の
比
喩
的
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。 

 

こ
の
特
殊
家
に
必
須
の
「
鏡
」
、
そ
れ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
よ
う
な
「
真
の
哲
学
者
」

だ
け
が
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
真
の
宗
教
家
に
も
、
ま
た
真
の
芸
術
家
に
も
、
「
鏡
」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。 

 

セ
ラ
フ
ィ
タ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
都
会
で
は
、
多
く
の
芸
術
作
品
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
人
間
の
〈
手
〉
が
物
質
的
自
然
の
印
象
と
同
じ

よ
う
に
、
精
神
的
自
然
の
印
象
を
も
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
大
理
石
で
も
っ
て
観
念
を
表
現
し
て
い
る
優
れ
た
人
た

ち
も
い
ま
す
。
彫
刻
家
は
大
理
石
に
手
を
加
え
、
加
工
し
、
た
く
さ
ん
の
思
想
を
そ
こ
に
刻
み
込
み
ま
す
。
人
間
の
手
に
よ

っ
て
、
人
類
の
崇
高
な
面
全
体
を
、
あ
る
い
は
、
邪
悪
な
面
全
体
を
再
現
す
る
力
を
与
え
ら
れ
た
大
理
石
が
あ
り
ま
す
。
大
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部
分
の
人
は
そ
こ
に
人
体
の
外
形
を
見
る
だ
け
で
す
が
、
も
う
少
し
上
の
段
階
に
位
置
す
る
人
た
ち
は
彫
刻
家
が
表
現
し
た

思
想
の
一
部
を
読
み
取
っ
て
、
そ
の
形
を
賞
賛
し
ま
す
。
し
か
し
、
芸
術
の
秘
密
に
通
じ
た
人
た
ち
は
、
皆
、
彫
刻
家
の
心

を
理
解
し
ま
す
。
大
理
石
を
見
て
彫
刻
家
の
思
想
の
世
界
全
体
を
見
て
取
り
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
は
芸
術
の
王
者
で
す
。
自

然
の
ど
ん
な
か
す
か
な
起
伏
ま
で
も
映
す
よ
う
な
鏡
を
自
分
の
心
の
中
に
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
の
中
に
は
、

精
神
的
自
然
を
原
因
も
結
果
も
一
緒
に
映
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
」(S

éraphîta, op
.cit., p

p.7
9

4-7
9

5) 

  

セ
ラ
フ
ィ
タ
は
、
真
の
芸
術
家
に
は
「
自
然
の
ど
ん
な
か
す
か
な
起
伏
ま
で
も
映
す
よ
う
な
鏡
」
が
あ
る
と
言
い
、
ま
た

セ
ラ
フ
ィ
タ
自
身
に
も
「
精
神
的
自
然
を
原
因
も
結
果
も
一
緒
に
映
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
」
が
あ
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
「
シ
ル
エ
ッ
卜
誌la S

ilhouette

」
に
寄
稿
し
た
『
芸
術
家
に
つ
い
てD

es A
rtistes

』(1
8

3
0

年)

に
お
い
て
、

芸
術
家
と
は
「
自
己
の
精
神
を
、
宇
宙
が
ま
る
ご
と
自
ら
を
映
し
に
来
る
よ
う
な
、
ま
た
国
と
そ
の
風
俗
や
人
間
と
そ
の
情

熱
が
思
う
が
ま
ま
に
現
わ
れ
出
る
よ
う
な
、
鏡
、
に
す
る
こ
と
に
な
れ
た
人
間
」(Œ

uvres com
plètes de B

alzac, C
on

ard
 

tom
e 3

8
, Œ

u
vres d

iverses 1-II, p
.1

3
9)

で
あ
る
と
語
り
、
『
あ
ら
皮
の
序 P

réface de la Peau de chagrin 

』(1
8

31

年)

で
は
、
「
作
家
は
、
自
分
の
中
に
、
想
念
に
し
た
が
っ
て
世
界
が
自
ら
を
写
し
に
来
る
な
に
か
わ
か
ら
ぬ
円
形
鏡m

iroir 

con
cen

triqu
e

の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
詩
人
も
、
観
察
者
で
す
ら
も
、
存

在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
問
題
は
、
た
だ
、
見
る
こ
と
だ
け
だ
か
ら
だ
」
（P

léiad
e X

, p
.51

）
と
述
べ
て
い
る
。 

 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
物
質
か
ら
立
ち
昇
る
「
実
体
」
が
精
神
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
意
志
」
が
生
ま
れ
、
「
思
惟
」

が
う
ま
れ
「
観
念
」
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
お
い
て
は
、
科
学
に
お
い
て
も
哲
学
に
お
い
て
も
宗
教

に
お
い
て
も
芸
術
に
お
い
て
も
、
優
れ
た
人
間
の
知
性
の
営
み
は
す
べ
て
、
世
界
か
ら
放
出
さ
れ
て
い
る
も
の
を
精
神
が
取

り
込
む
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
吸
収
が
繰
り
返
さ
れ
、
凝
縮
さ
れ
純
化
さ
れ
、
関
係
が
見
出
さ
れ
、
関
係
の
束
か
ら
原
理
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が
見
出
さ
れ
る
。
謂
わ
ば
、
帰
納
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
抽
象
的
営
為
の
末
に
原
理
が
把
握
さ
れ
る
。
し
か
も
、
宗
教
家
も

科
学
者
も
芸
術
家
も
、
天
才
は
み
な
こ
の
「
原
理
」
の
把
握
か
ら
再
び
世
界
を
見
直
し
て
、
任
意
の
事
象
の
中
に
潜
む
「
原

因
」
を
見
い
出
し
、
そ
の
「
原
理
」
「
原
因
」
の
も
と
で
世
界
を
再
組
織
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
間
に
あ
り
う
る
有
機
的

で
包
括
的
な
関
係
を
見
つ
け
て
世
界
を
理
知
的
に
再
組
織
す
る
の
で
あ
る
。
謂
わ
ば
、
帰
納
し
、
演
繹
し
、
世
界
の
在
り
様

を
認
識
し
、
そ
れ
を
作
家
の
場
合
は
言
葉
で
表
現
す
る
。 

 

本
能
圏
に
あ
る
人
間
の
世
界
は
浅
く
狭
く
混
濁
し
て
お
り
、
特
殊
圏
に
あ
る
人
間
の
世
界
は
広
く
深
く
澄
ん
で
い
る
。
そ

こ
に
は
、
宗
教
家
、
科
学
者
、
芸
術
家
の
違
い
は
な
い
。
知
性
の
営
み
と
そ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
に
は
普
遍
性
が

あ
り
、
た
と
え
再
組
織
さ
れ
る
世
界
に
知
能
の
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
様
々
な
相
違
が
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
人
間
の
数
だ
け
い
ろ

い
ろ
な
世
界
が
あ
っ
て
も
、
よ
り
高
度
な
知
能
は
よ
り
完
全
な
も
の
を
、
換
言
す
れ
ば
よ
り
真
実
な
世
界
を
組
織
す
る
。
畢

竟
、
究
極
的
真
実
は
一
つ
で
あ
る
、
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る
。 

 

セ
ラ
フ
ィ
タ
は
言
う
。 

 

「
あ
な
た
は
物
理
学
を
信
じ
て
い
ま
す
ね
。
し
か
し
、
あ
な
た
の
物
理
学
も
カ
ト
リ
ッ
ク
と
同
様
、
信
じ
る
行
為
と
し
て
の

祈
り
か
らp

ar u
n

 acte d
e foi

始
ま
る
の
で
す
。
」
（S

éraphîta, P
léiad

e X
I, p.8

2
3

） 

  

「
祈
り
」
と
は
、
「
言
葉
」
・
「
神
」
を
感
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
思
索
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
世
界

を
広
く
深
く
認
識
す
る
た
め
に
、
思
索
の
中
で
意
識
を
あ
た
か
も
自
然
と
一
体
と
な
る
か
の
よ
う
に
大
き
く
開
い
て
、
よ
り

深
く
外
界
を
内
界
に
呼
び
入
れ
、
無
心
に
そ
れ
を
純
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
感
覚
を
研

ぎ
す
ま
せ
な
が
ら
意
識
に
飛
び
込
ん
で
く
る
も
の
を
内
的
宇
宙
の
中
で
照
応
さ
せ
、
洗
練
し
、
濃
縮
す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
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「
円
形
鏡
」
の
ド
ー
ム
を
い
っ
ぱ
い
に
開
い
て
世
界
を
映
し
出
し
、
そ
れ
を
収
斂
す
る
作
業
が
無
意
識
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
。

「
信
じ
る
」
と
は
、
こ
う
し
て
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
の
真
実
性
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

科
学
も
宗
教
も
哲
学
も
、
結
局
あ
ら
ゆ
る
高
度
な
精
神
的
営
み
は
同
一
の
過
程
を
と
お
し
て
成
果
を
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
、
「
物
理
学
も
カ
ト
リ
ッ
ク
と
同
様
」
な
の
で
あ
る
。
「
問
題
は
、
た
だ
、
見
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。 

 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
「
考
え
る
こ
と
は
、
見
る
こ
と
」
（L

ouis L
am

bert, op
.cit., p.6

1
5

）
だ
と
、
考
え
る
こ
と
は
「
自
然
を

映
し
出
す
能
力
」
で
あ
り
「
自
然
を
私
達
の
中
に
集
中
す
る
能
力
」
（S

éraphîta, op
.cit., p

.74
4

）
だ
と
、
要
す
る
に
、
考

え
る
こ
と
は
内
部
の
鏡
で
世
界
の
本
質
を
見
、
感
じ
る
こ
と
だ
と
繰
り
返
し
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
鏡
に
反
映
さ
れ
る
も

の
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
し
ば
し
ば
容
易
に
論
理
で
は
括
れ
な
い
論
理
を
越
え
た
何
か
分
か
ら
ぬ
本
質
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
こ
と
を
宗
教
的
に
言
い
変
え
る
な
ら
ば
、
神
を
信
じ
、
神
の
言
葉
を
感
じ
よ
う
と
し
、
ひ
た
す
ら

精
神
を
外
界
に
た
い
し
て
受
容
的
に
す
る
こ
と
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

「
祈
り
は
魂
を
神
に
繋
げ
ま
す
。
あ
な
た
方
は
、
木
の
根
が
大
地
と
一
体
と
な
る
よ
う
に
、
神
と
一
体
と
な
る
の
で
す
。
あ

な
た
方
の
血
管
は
事
物
の
原
理
に
繋
が
り
、
あ
な
た
方
は
世
界
の
生
命
そ
の
も
の
を
生
き
る
の
で
す
。
〈
祈
り
〉
は
あ
な
た

方
の
能
力
と
諸
々
の
元
素
を
結
合
さ
せ
、
あ
な
た
方
を
〈
物
質
界
〉
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
的
な
確
信
を
与
え
ま

す
。
あ
な
た
方
の
本
質
を
広
げ
、
〈
霊
界
〉
の
本
質
と
混
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
的
な
確
信
を
与
え
ま
す
。
」
（S

éraphîta, 

op
.cit., pp

.8
4

7-84
8

） 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
宗
教
と
い
う
も
の
の
本
質
が
こ
の
様
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
た
だ
一

つ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
祖
と
か
聖
人
と
か
は
、
神
に
選
ば
れ
た
特
別
な
人
間
な
の
で
は
な
く
、
自
己
の
知
を
完
成
さ
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せ
、
特
殊
能
力
を
獲
得
し
た
人
間
で
あ
る
。
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
伯
父
宛
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
。 

  
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
は
明
ら
か
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
唯
一
の
宗
教
を
一
身
に
具
現
し
て
い

ま
す
。
宗
教
的
儀
式
に
は
際
限
も
な
く
様
々
な
形
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
趣
旨
や
形
而
上
学
的
な
構
成
は
け
っ
し
て
変
わ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
要
す
る
に
人
間
に
は
一
つ
の
宗
教
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
」
（L

ouis L
am

bert, op
.cit., p

.6
56

） 

  

ま
た
、
セ
ラ
フ
ィ
タ
は
言
う
。 

  

「
モ
ー
ゼ
も
、
ヤ
コ
ブ
も
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
も
、
パ
ウ
ロ
も
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
も
、
最
も
人
に

知
ら
れ
て
い
な
い
〈
神
の
使
者
た
ち
〉
も
、
最
も
輝
か
し
い
〈
神
の
預
言
者
た
ち
〉
も
、
あ
な
た
方
が
な
ろ
う
と
思
え
ば
な

れ
る
人
間
よ
り
も
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
」
（S

éraphîta, op
.cit., pp

.8
2

5-82
6

） 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
宗
教
を
含
め
、
学
も
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
芸
術
は
哲
学
で
あ
り
、

哲
学
は
科
学
で
あ
り
、
科
学
は
ま
た
宗
教
で
あ
る
。
万
物
の
根
源
を
理
解
し
、
万
物
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
了
解
し
、
万
物
の

照
応
を
感
得
し
、
万
物
の
果
て
を
観
入
し
、
万
物
と
の
本
質
的
調
和
と
合
一
に
至
り
う
る
学
こ
そ
が
、
彼
に
と
っ
て
は
た
だ

一
つ
の
宗
教
で
あ
り
、
た
だ
一
つ
の
科
学
で
あ
り
、
た
だ
一
つ
の
あ
ら
ゆ
る
知
的
営
為
の
完
成
形
な
の
で
あ
る
。 

 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
『
無
神
論
者
の
ミ
サ
』
の
中
で
、
「
偉
大
な
人
間
に
あ
っ
て
は
、
様
々
な
性
質
が
互
い
に
密
接
な
関
係
に

あ
る
」（
（L

a m
esse de l’athée, P

léiade III, p
.38

8

）
と
述
べ
、
「
天
才
は
み
な
当
然
の
こ
と
と
し
て
精
神
の
視
覚u

n
e vu

e 

m
orale

を
持
っ
て
い
る
」
（ibid

.

）
と
述
べ
、
天
才
の
一
人
で
あ
る
デ
プ
ラ
ン
は
「
外
科
医
と
し
て
偉
大
に
な
り
え
た
と
同
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様
に
、
大
臣
に
な
っ
て
も
偉
大
に
な
り
え
た
ろ
う
」
（ibid

.

）
と
書
い
て
い
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
あ
ら
ゆ
る
天
才
は
、
た
と

え
そ
の
天
才
が
発
揮
さ
れ
る
領
域
が
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
共
通
の
特
質
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
も
の
に
は
普
遍
性
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
ど
の
分
野
に
あ
っ
て
も
、
天
才
は
自
己
の
内
部
に
持
つ
「
円
形
鏡
」
ゆ
え

に
卓
越
し
た
能
力
を
発
揮
し
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

  

そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
自
分
自
身
も
、
こ
の
特
殊
能
力
を
持
つ
天
才
だ
と
考
え
て
い
た
。 

  

そ
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
小
説
家
の
仕
事
と
は
何
か
、
「
文
学
芸
術
の
目
的
は
観
念
に
よ
っ
て
自
然
を
再
現
す
る
こ

と
で
あ
る
」
（P

réface de la Peau de chagrin, P
léiade X

, p
.5

1

）
。
そ
れ
は
、
己
の
精
神
が
持
つ
「
鏡
」
に
映
る
世
界
を

見
、
あ
る
い
は
感
じ
て
、
そ
の
抽
象
的
本
質
か
ら
具
体
的
物
語
を
表
象
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ル
ザ
ッ

ク
に
と
っ
て
、
芸
術
と
は
、
こ
の
世
界
の
諸
事
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た
本
質
的
な
も
の
を
、
再
び
想
像
力
に
よ
っ
て
現
実
的
な

事
象
へ
、
つ
ま
り
物
語
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
質
が
見
え
、
そ
の
本
質
が
置
か
れ
た
状
況
が
出
来
上
が
れ
ば
、
描
く

べ
き
対
象
は
、
方
向
性
さ
え
与
え
れ
ば
、
お
の
ず
と
運
動
を
始
め
る
。 

 

そ
こ
か
ら
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
の
形
式
も
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
最
初
に
長
い
描
写
が
あ
る
の
は
、
「
原

理
」
の
「
環
境
」
を
、
あ
る
い
は
任
意
の
本
質
が
運
動
す
る
た
め
の
場
を
作
っ
て
い
る
、
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。 

 

『
あ
ら
皮
の
序
』
で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。 

 

「
詩
人
や
、
真
に
哲
学
的
な
作
家
に
は
、
科
学
で
は
容
易
に
理
解
し
え
な
い
、
説
明
し
が
た
く
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
、
あ
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る
精
神
現
象
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
千
里
眼u

n
e sorte d

e secon
d

e vu
e

で
、
想
定
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
、

真
実
を
看
取
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
彼
ら
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
い
た
い
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
、
彼
ら
を
転
送
す
る
何
か
の
能
力
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
類
推
か
ら
、

真
実
を
見
い
出
す
。
あ
る
い
は
描
く
べ
き
も
の
が
見
え
て
く
る
。
あ
る
時
は
対
象
が
彼
ら
の
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
く
る
し
、

あ
る
と
き
は
彼
ら
の
ほ
う
が
対
象
の
ほ
う
へ
と
向
っ
て
行
く
。
」
（P

réface de la Peau de chagrin, op
.cit, p

.5
2

） 

  

内
部
に
「
円
形
鏡
」
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
真
実
が
見
え
る
。
真
実
に
具
体
的
状
況
を
設
定
し
て
運
動
を
与
え
て
や
れ
ば
、

そ
の
物
語
は
自
動
的
に
動
き
出
す
。
そ
の
と
き
「
描
く
べ
き
も
の
が
見
え
て
く
る
」
の
で
あ
る
。
状
況
は
無
限
に
あ
る
。
様
々

な
物
語
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
究
極
的
に
は
、
そ
の
す
べ
て
に
唯
一
の
真
実
が
貫
き
通
っ
て
い
る
。 

 

再
度
『
人
間
喜
劇
の
総
序
』
を
引
用
し
た
い
。 

 

「
組
成
の
単
一
性
は
、
用
語
の
使
い
方
に
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
既
に
、
い
ま
に
先
立
つ
二
世
紀
間
、
最
も
優
れ
た
精
神

の
人
々
を
捉
え
続
け
て
き
た
。 

（
中
略
） 
動
物
は
た
だ
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
。
造
物
主
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
を
作

る
に
際
し
て
、
た
だ
一
つ
の
同
じ
型
紙
し
か
用
い
な
か
っ
た
。
動
物
と
は
、
一
つ
の
原
理
が
外
的
形
態
を
取
っ
た
も
の
で
あ

り
、
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、
一
つ
の
原
理
が
、
発
展
す
る
こ
と
を
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
環
境
の
中
で
、
様
々
に
異
な

る
形
態
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
動
物
種
〉
と
は
、
こ
の
違
い
の
結
果
で
き
あ
が
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
動
物
の
体
系

と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
表
明
し
、
こ
の
考
え
を
持
ち
続
け
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
サ
ン
＝
チ
エ
イ
ー
ル
の
永

遠
の
栄
光
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
略
）
。
し
か
も
、
こ
の
考
え
は
、
わ
れ
わ
れ
が
神
の
力
に
つ
い
て
抱
い
て
い
る
観
念
と
合
致

し
て
い
る
（
略
）
。 
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こ
の
体
系
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
論
争
よ
り
は
る
か
以
前
か
ら
、
こ
の
体
系
を
深
く
確
信
し
て
い
た
私
は
、
〈
社
会
〉
も

〈
自
然
〉
も
よ
く
似
て
い
る
と
考
え
た
。
〈
社
会
〉
は
、
人
間
が
活
動
を
展
開
す
る
環
境
に
し
た
が
っ
て
、
動
物
学
に
お
い

て
い
ろ
い
ろ
な
変
種
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
様
々
に
異
な
る
人
間
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」

（A
vant-propos de la C

om
édie hum

aine, P
léiade I, p

.8

） 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
「
動
物
と
は
、
一
つ
の
原
理
が
外
的
形
態
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、
一
つ
の

原
理
が
、
発
展
す
る
こ
と
を
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
環
境
の
中
で
、
様
々
に
異
な
る
形
態
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

「
〈
社
会
〉
も
〈
自
然
〉
も
よ
く
似
て
」
お
り
、
「
〈
社
会
〉
は
、
人
間
が
活
動
を
展
開
す
る
環
境
に
し
た
が
っ
て
、
動
物
学

に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
変
種
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
様
々
に
異
な
る
人
間
を
作
っ
た
」
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
人
間
も

「
一
つ
の
原
理
が
外
的
形
態
を
取
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。 

 

「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
家
が
当
然
享
受
す
る
こ
と
を
強
く
願
う
賞
賛
に
値
す
る
た
め
に
は
、
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
社
会
の
様
々

な
事
象
の
諸
原
因
を
、
あ
る
い
は
唯
一
の
原
因
を
、
探
求
し
、
人
物
や
情
熱
や
出
来
事
の
膨
大
な
集
合
の
中
に
隠
さ
れ
て
い

る
意
味
を
つ
か
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
社
会
を
動
か
す
元
で
あ
る
こ
の
原
因
を
追
究
し
た
後
に
（
私

は
す
で
に
そ
れ
を
見
出
し
て
い
る
と
は
言
わ
な
い
で
お
く
が
）
、
自
然
の
諸
原
理
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
、
社
会
は
何
に

よ
っ
て
真
実
や
美
の
永
遠
の
基
準
か
ら
離
れ
た
り
近
づ
い
た
り
す
る
の
か
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
」
（A

vant-propos de la C
om

édie hum
aine, op

.cit, pp
.1

1-12

） 

  

世
界
の
諸
事
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た
本
質
的
関
係
は
「
原
因
」
で
あ
り
、
諸
「
原
因
」
の
分
析
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
さ
ら
に
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高
次
の
抽
象
が
「
原
理
」
で
あ
り
、
「
原
理
」
に
し
た
が
っ
て
「
原
因
」
を
具
体
化
し
現
実
化
し
た
も
の
が
「
結
果
」
、
す
な

わ
ち
物
語
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
賞
賛
に
値
す
る
「
結
果
」
と
し
て
の
物
語
を
書
く
た
め
に
は
、
「
原
因
」
を
探
求
し
、

そ
の
見
い
出
さ
れ
た
「
原
因
」
か
ら
「
結
果
」
に
い
た
る
「
原
理
」
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
『
人
間
喜
劇
』
を
、
真
の
学
問
が
み
な
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
全
体
が
緻
密
に
連
携
す
る
一
つ
の
大
き
な

体
系
に
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
著
作
全
体
を
可
能
な
限
り
人
物
再
登
場
の
手
法
に
よ
っ
て
有
機
的
に
す
る
と
同

時
に
、
『
人
間
喜
劇
』
を
「
風
俗
研
究
」
、
「
哲
学
的
研
究
」
、
「
分
析
的
研
究
」
の
三
部
に
分
け
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
底
辺
か
ら

頂
点
に
達
し
て
全
体
が
完
成
す
る
よ
う
に
構
成
し
た
い
と
考
え
た
。
「
風
俗
研
究
」
は
『
人
間
喜
劇
』
の
「
土
台

assise

」

（A
vant-propos, op

.cit., p
.1

9
）
で
あ
り
、
「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
結
果
を
表
し
た
も
の
」
（L

ettre à M
adam

e H
anska, 

D
elta tom

e 1
, p

.26
9

）
）
で
あ
る
。
「
そ
の
上
に
、
著
作
の
第
二
部
、
「
哲
学
的
研
究
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

ど
う
い
う
社
会
の
筋
道le m

oyen
 social

か
ら
あ
ら
ゆ
る
結
果
が
生
じ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
」
。
こ
の
「
社
会
の
筋
道le 

m
oyen

 social

」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
結
果
を
作
り
だ
す
「
原
因
」
の
探
求
を
中
心
に
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

の
「
結
果
」
と
「
原
因
」
を
表
象
す
る
二
つ
の
範
疇
の
上
に
、
第
三
部
「
分
析
的
研
究
」
が
来
る
。
「
原
因
と
結
果
の
後
に

は
、
そ
の
原
理
が
研
究
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
風
俗
は
舞
台
上
の
光
景
で
あ
り
、
原
因
は
舞
台
裏
と
仕
掛
で
す
。
原
理
、

そ
れ
は
作
者
に
当
た
り
ま
す
」
（L

ettre à M
adam

e H
anska, ibid

., p
.2

70

）
）
と
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
。 

 

内
視
を
と
お
し
て
把
握
さ
れ
た
人
間
に
関
す
る
諸
法
則
の
本
源
こ
そ
、
人
間
行
動
を
律
し
て
い
る
大
原
理
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
「
特
殊
能
力
」
を
持
っ
た
自
分
に
よ
っ
て
見
い
出
さ
れ
た
、
謂
わ
ば
芸
術
の
「
言
葉
」
で
あ
り
「
神
」
で
あ
る
。
す
べ

て
の
作
品
は
、
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
唯
一
の
「
実
体
」
か
ら
、
唯
一
の
「
原
理
」
に
し
た

が
っ
て
、
す
べ
て
が
運
動
し
、
「
外
的
形
態
」
が
形
成
さ
れ
、
「
原
因
」
か
ら
「
結
果
」
に
い
た
る
一
部
始
終
と
し
て
の
物
語
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が
出
来
上
が
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
〈
生
き
た
原
理
〉
を
、
自
分
だ
け
の
限
定
的
な
真
実
と
は
ま
っ
た
く

考
え
て
い
な
い
。
彼
が
「
鏡
」
に
見
る
も
の
は
、
〈
彼
の
真
理
〉
で
は
な
く
、
〈
普
遍
的
真
理
〉
で
あ
り
、
こ
の
真
理
が
虚
構

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
物
語
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
虚
構
で
あ
っ
て
虚
構
で
は
な
い
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
小
説
に
お
い

て
、
常
に
、
真
理
を
、
あ
る
い
は
真
実
を
表
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
真
実
の
姿
を
社
会
の
様
々
な
場
に
還
元
し

て
表
現
し
て
い
る
、
と
自
負
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
虚
構
で
真
実
を
語
る
こ
と
は
、
「
歴
史
と
い
う
無
味
乾
燥
で
う
ん

ざ
り
さ
せ
ら
れ
る
事
実
の
羅
列
」
（A

vant-propos, op.cit., p
.9

）
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
。
小
説
と
は
、
歴
史
で

は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
〈
外
的
形
態
を
と
っ
た
真
実
〉
で
あ
り
、
〈
生
き
て
い
る
真
実
〉
な
の
で
あ
る
。 

 

「
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
の
密
か
な
不
幸
の
物
語
を
読
ん
だ
後
で
も
、
自
分
の
無
感
動
ぶ
り
の
責
任
を
、
話
が
大
げ
さ
だ
か
ら
と
か
、

情
緒
が
盛
ら
れ
す
ぎ
て
る
か
ら
と
か
と
難
じ
て
、
作
者
の
せ
い
に
し
、
読
者
諸
氏
は
夕
食
を
お
い
し
く
い
た
だ
く
こ
と
だ
ろ

う
。
あ
あ
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
ド
ラ
マ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
け
れ
ば
小
説
で
も

な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
真
実
な
の
だ

A
l

l
 

i
s

 
t

u
r

e

 

。
あ
ま
り
に
も
真
実
な
の
で
、
誰
で
も
自
分
の
中
に
、
お
そ
ら
く
自
分
の
心
に
、

同
様
の
要
素
を
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
」
（L

e P
ère G

oriot, P
léiad

e III, p
.5

0

） 

 

ゴ
リ
オ
の
物
語
は
、A

ll is tru
e

「
す
べ
て
が
真
実
な
の
だ
」
。
虚
構
こ
そ
が
、
真
実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ

ク
の
『
人
間
喜
劇
』
は
、
「
す
べ
て
が
真
実
な
の
だ
」
。 

  

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
、
小
説
に
描
か
れ
た
す
べ
て
の
ド
ラ
マ
が
、
す
べ
て
の
場
面
が
、
す
べ
て
の
細
部
が
、

「
原
理
」
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
わ
れ
わ
れ
読
者
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
の
人
間
観
察
に
基
づ
い
た
鋭
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い
「
真
実
」
の
表
現
よ
う
で
あ
り
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
レ
ア
リ
ス
ト
と
呼
称
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の

認
識
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
認
識
と
の
間
に
は
深
淵
と
も
い
い
う
る
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
自
己
の
創
作
の
根

底
に
は
、
普
遍
的
真
実
、
永
遠
の
真
実
、
不
動
の
真
実
が
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
方
は
、
凡
そ
そ
ん
な
こ
と
を

意
識
せ
ず
、
た
だ
物
語
の
展
開
に
、
人
物
の
動
き
に
、
リ
ア
ル
さ
を
感
じ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
の
特
徴
は
、
物
語
や
人
物
の
リ
ア
ル
さ
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
比
類
な
い
圧
倒
的
な
想
像
力
、
「
幻
視

vision

」
に
あ
る
。
た
し
か
に
、
想
像
の
核

心
に
は
「
真
実
」
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
真
実
が
表
現
さ
れ
て
い
る
場
は
、
あ
る
い
は
『
人
間
喜
劇
』
の
「
場
景
」
は
、
実

は
き
わ
め
て
観
念
的
で
あ
り
、
少
し
も
現
実
的
で
は
な
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
従
え
ば
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
人
物
は
下
層
民
か

ら
貴
族
に
い
た
る
ま
で
み
な
天
才
で
あ
る
。
抜
き
ん
出
た
欲
望
や
知
性
や
情
熱
や
徳
や
美
学
や
そ
の
他
諸
々
の
並
大
抵
で
は

な
い
濃
密
に
凝
縮
さ
れ
た
人
間
的
属
性
を
持
っ
て
い
る
。
物
語
は
、
初
め
と
終
わ
り
だ
け
見
る
な
ら
、
あ
ま
り
に
劇
的
で
、

人
物
も
物
語
も
、
と
う
て
い
本
当
に
あ
り
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
の
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
「
幻
視

者

vision
n

aire

」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
巨
大
な
想
像
力
な
の
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
『
人
間
喜
劇
』
は
き
わ
め
て
豊
か

な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
一
種
の
観
念
劇
の
集
合
で
あ
り
、
少
し
も
リ
ア
ル
で
は
な
い
。 

し
か
し
、
初
め
と
終
わ
り
を
繋
ぐ
筋
道
の
何
と
真
実
で
あ
る
こ
と
か
。
情
熱
の
、
欲
望
の
、
心
の
動
き
の
、
何
と
真
実
ら

し
い
こ
と
か
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
に
は
、「
あ
ま
り
に
も
真
実
な
の
で
、
誰
で
も
自
分
の
中
に
、
お
そ
ら
く
自
分
の
心
に
、

同
様
の
要
素
を
認
め
ら
れ
る
」
、
そ
う
い
う
種
類
の
、
現
実
に
あ
り
う
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
き
わ
め
て
本
当
ら
し
い
、
特

別
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
レ
ア
リ
ス
ム
が
、
「
結
果
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
原
理
」
に
あ
る

か
ら
な
の
で
あ
る
。 
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第
一
の
注 

 
こ
こ
で
参
照
し
た
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
ェ
』
の
中
で
書
か
れ
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
一
節

を
、
以
下
に
翻
訳
す
る
。 

 

「
私
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
偉
大
な
る
栄
光
が
、
観
察
家
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
聞
い
て
、
い
く
ど
と
な
く
驚

か
さ
れ
た
。
彼
の
主
要
な
功
績
は
幻
視
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
し
か
も
熱
烈
な
幻
視
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
、
と
、

常
に
私
に
は
思
わ
れ
て
い
た
。
彼
の
登
場
人
物
は
、
み
な
、
彼
自
身
を
も
活
気
づ
け
て
い
る
生
の
熱
気
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

彼
の
書
く
物
語
は
、
す
べ
て
、
夢
の
よ
う
な
深
い
色
彩
に
富
ん
で
い
る
。
貴
族
階
級
の
頂
点
に
い
る
人
物
か
ら
下
層
階
級
の

底
に
い
る
人
物
ま
で
、
『
人
間
喜
劇
』
を
演
じ
る
人
物
は
、
み
な
、
実
際
の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
も
の
以
上
に
、
生

活
に
お
い
て
は
過
酷
で
あ
り
、
諍
い
に
お
い
て
は
能
動
的
で
狡
猾
で
あ
り
、
不
幸
に
お
い
て
は
忍
耐
強
く
、
享
楽
に
お
い
て

は
貪
欲
で
あ
り
、
献
身
に
お
い
て
は
ま
る
で
天
使
の
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
誰
も
が
、
門

番
で
さ
え
も
、
天
才
な
の
で
あ
る
。
」
（B

aud
elaire : T

héophile G
autier, p

.4
6

, É
d

. Pou
let-M

alassis et d
e B

roise, 

Paris 1
8

5
9

） 

  

第
二
の
注 

  

聖
書
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は
、
「
言
葉
」
はParole

で
は
な
くV

erbe
で
あ
る
。
ま
た
、
邦
訳
聖
書
で
は
「
言
葉
は
神
と
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共
に
あ
っ
た
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
聖
書
か
ら
翻
訳
す
れ
ば
、
「
言
葉
は
神
の
中
に
あ
っ
た
」
で
あ
る
。 

 

A
u com

m
encem

ent était le V
erbe, et le V

erbe était en D
ieu, et le V

erbe était D
ieu. 

Il était au com
m

encem
ent en D

ieu. 

Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. 

 

Parole

とV
erbe

は
ど
う
違
う
の
か
、V

erbe

に
つ
い
てG

ran
d

 R
obert

は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。 

 

 
V

erbe : Parole (de D
ieu) adressé aux hom

m
es 

 

つ
ま
り
、
人
間
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
がV

erbe

だ
と
い
う
。 

 

さ
て
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
詩
集L

es C
ontem

plations

の
中
にS

uite

と
い
う
詩
が
あ
り
、

そ
の
最
後
に
、
次
の
様
な
条
が
見
え
る
。 

 

 
C

ar le m
ot, c’est le V

erbe, et le V
erbe, c’est D

ieu 

  
m

ot

も

verbe

も

p
arole

も
、
み
な
「
言
葉
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ユ
ゴ
ー
で
は
、m

ot

の
形
而
上
的
上
位
に

V
erbe

が
あ
り
、
聖
書
の
記
述
同
様
、
そ
れ
が
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
で
はV

erbe

の
形
而
上
的
上
位
にParole

が
あ

る
。Parole

こ
そ
が
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
言
葉V

erbe
は
神Parole

の
中
に
あ
っ
た
」
。V

erbe

の
形
而
上
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的
上
位
にParole

が
あ
る
。 


