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シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
と
プ
ラ
ト
ン

今　

村　

純　

子

は
じ
め
に

　
「
わ
た
く
し
」
が
確
か
に
「
わ
た
く
し
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、

眠
り
か
ら
目
覚
め
「
自
覚
」
へ
と
至
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
在
は
、
自
ず
か

ら
し
て
世
界
と
他
者
へ
と
、
す
な
わ
ち
、
倫
理
へ
と
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
。

こ
れ
は
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
索
を
一
貫
す
る
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ

に
は
つ
ね
に
プ
ラ
ト
ン
の
思
索
が
並
走
さ
せ
ら
れ
て
い
る
１
。

　

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
プ
ラ
ト
ン
を
、「
真
正
の
神
秘
家
で
あ
り
、

西
洋
神
秘
主
義
の
父
で
さ
え
あ
る
」(SG

, 70

）
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
こ

で
言
わ
れ
て
い
る
「
神
秘
家
」
と
は
、「
人
と
神
」、「
有
限
と
無
限
」、「
自

然
と
超
自
然
」、「
絶
対
と
相
対
」
等
、
絶
対
的
に
相
矛
盾
し
、
絶
対
的
に

相
異
な
る
両
者
の
交
差
点
に
立
つ
存
在
者
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

神
秘
家
の
存
在
は
、
絶
対
的
な
無
で
あ
り
、
場
所
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
場
所
を
指
し
て
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、「
真
空
（vide

）」
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
従
来
、
科
学
の
領
野
に
お
い

て
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
こ
の
言

葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
な
事
柄
に
関
し
て
も
、
科

学
同
様
の
厳
密
さ
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、「
見
え
る
世
界
」
を
生
き
、「
見
え
る
世
界
」
を
知
覚

し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
「
見
え
る
世
界
」
を
根
柢
で
支
え
て
い
る
の
は
、

見
え
な
い
「
心
の
世
界
」
で
あ
り
、「
動
機
の
世
界
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
「
見
え
な
い
世
界
」
が
充
溢
し
て
は
じ
め
て
「
見
え
る
世
界
」

が
開
花
す
る
こ
と
は
、
そ
の
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
わ
た
し
た
ち
す
べ
て

の
人
間
が
一
様
に
経
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
た

し
た
ち
は
い
っ
た
い
何
処
で
「
一
枚
の
絵
の
美
し
さ
」
に
出
会
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
美
し
さ
は
一
枚
の
絵
を
見
た
直
後
か
も
し
れ
な
い
し
、
数
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時
間
後
、
あ
る
い
は
、
数
週
間
後
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
一
枚
の
絵
の
美
し
さ
は
、
一
枚
の
絵
と
い
う
現
象
か
ら
や

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
、
一
枚
の
絵
と
い
う
現
象
か
ら
解
き

放
た
れ
た
、
一
枚
の
絵
と
は
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
の
う
ち
に
、
す
な
わ

ち
、「
一
枚
の
絵
の
真
空
」
の
う
ち
に
、「
一
枚
の
絵
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が

浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
通
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
一
枚
の
絵
の
美
し
さ
に

出
会
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
た
し
た
ち
の
観
照
の
本
質
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
生
の
逆
説
、
生
の
矛
盾
を
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、

プ
ラ
ト
ン
の
諸
著
作
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
に
立
ち
止
り
、
彼
女
自
身
の
心

に
「
映
し
出
さ
れ
て
く
る
も
の
／
移
し
出
さ
れ
て
く
る
も
の
」
を
捉
え

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
女
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
共
振
し
つ
つ
、

自
ら
の
う
ち
か
ら
迸
り
出
る
象
徴
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
繊
細
に
、
深
く
織
り

な
す
こ
と
を
通
し
て
、
各
々
の
読
者
の
心
の
う
ち
に
、
揺
る
が
ぬ
実
在
性

が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

誰
し
も
が
「
暗
い
時
代
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
二
〇
世
紀
初
頭
と
い
う

激
動
の
時
代
に
あ
っ
て
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
特
殊
の
徹
底
、
つ

ま
り
、
主
体
が
完
全
に
客
体
に
「
映
し
出
さ
れ
て
く
る
／
移
し
出
さ
れ
て

く
る
」
ま
で
特
殊
に
あ
っ
て
特
殊
を
離
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、

真
の
「
自
覚
」
の
確
立
に
お
い
て
、
普
遍
の
地
平
を
見
出
し
て
い
る
。
そ

の
「
表
現
」
の
有
り
様
は
、
数
々
の
社
会
的
実
践
を
遠
景
に
も
ち
つ
つ
、

あ
く
ま
で
言
葉
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
は
具
体
的
な
も
の
に

衝
突
し
、
否
定
さ
れ
、
再
生
し
、
は
じ
め
て
そ
の
実
在
性
を
獲
得
す
る
。

こ
の
と
き
言
葉
は
、
確
実
に
、
普
遍
を
提
示
し
う
る
抽
象
性
を
も
つ
。
哲

学
者
シ
モ
ー
ヌ・ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

彼
女
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
を
書
い
た
プ
ラ
ト
ン
に
向
け
て
発
し
た
次
の

言
葉
は
、
な
に
よ
り
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
そ
の
人
に
妥
当
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
「『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
は
創
造
の
物
語
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
ど
の

対
話
篇
と
も
類
似
し
て
い
な
い
。
ま
っ
た
く
別
の
場
所
か
ら
や
っ
て

来
た
と
さ
え
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
な

い
源
泉
か
ら
着
想
を
得
た
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
対
話
篇
と
突
き
合

わ
せ
る
な
か
で
、
何
か
が
プ
ラ
ト
ン
の
う
ち
に
や
っ
て
来
た
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
推
察
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン

は
、
洞
窟
か
ら
出
て
、
太
陽
を
観
て
、
そ
れ
か
ら
洞
窟
に
戻
っ
た
の

で
あ
る
。『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
は
、
洞
窟
に
再
び
戻
っ
た
人
間
に
よ

る
著
作
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
は
、
感
じ
ら

れ
る
こ
の
世
界
は
、も
は
や
洞
窟
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
。」（SG

, 

119

）

　
「
洞
窟
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
」
世
界
を
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、

プ
ラ
ト
ン
と
同
様
に
、
し
か
し
彼
女
独
自
の
思
考
に
則
っ
て
、『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』か
ら
得
た
着
想
を
中
心
に
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。そ
れ
は
、「
死

を
中
心
に
し
た
生
の
配
置
」と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、こ
の「
死
」

に
、
読
者
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
参
与
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た

ち
人
間
は
、
死
へ
投
企
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
死
へ
同
意
し
て
ゆ
く

0

0

0

0

0
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こ
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と
に
よ
っ
て
、「
世
界
の
美
」
に
触
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
主
体
が
完
全

に
客
体
の
側
に
「
映
る
／
移
る
」、
な
い
し
、「
主
客
が
一
致
す
る
こ
と
」

に
お
い
て
、「
物
と
な
っ
て
見
、
物
と
な
っ
て
考
え
る
こ
と
」
を
通
し
て

生
き
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
、
客
体
の
属
性
で
は
な
く
、
主
体
の
瑞
々
し

い
感
性
に
お
い
て
、
美
と
し
て
表
象
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
主
体
は
「
自

覚
」
へ
と
至
り
、
真
の
自
由
が
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉
、
思
想
、
著
作
す
べ
て
が
、
美
に
収
斂
さ

れ
て
ゆ
く
有
り
様
に
接
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
か

ら
哲
学
的
出
発
を
果
し
た
２
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
哲
学
思
想
が
、「
美

に
よ
る
神
の
完
全
性
の
証
明
」
に
収
斂
し
て
ゆ
く
の
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
有
限
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
自
身
が
、
自
ら
の
う
ち
に
無
限

で
あ
る
「
神
の
観
念
」
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
一
点
に
お
い
て
人
間

で
あ
る
わ
た
し
た
ち
が
神
と
繋
が
る
と
考
え
た
３
。
一
方
、
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
諸
著
作
の
な
か
に
分
け
入
り
、
プ
ラ
ト
ン
そ

の
人
を
見
出
す
こ
と
を
通
し
て
、
ど
ん
な
放
埒
な
人
で
あ
っ
て
も
、
ど
ん

な
悪
徳
な
人
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
恥
辱
に
ま
み
れ
た
人
で

あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
が
美
の
感
情
を
持
つ
が
故
に
、
わ
た
し
た
ち
は

神
と
繋
が
り
う
る
こ
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
あ
ら
わ
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
社
会
思
想
と
美
学
・
詩
学
が
連
続
性
を
も
っ
て
あ
ら
わ

れ
る
倫
理
の
地
平
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
全
思

索
の
源
泉
を
な
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
形
而
上
学
性
が
高
い
、
プ
ラ
ト

ン
解
釈
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
書
で
あ
る
『
前
キ
リ
ス
ト
教
的
直

観
』４
を
中
心
に
し
て
、
も
う
一
つ
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
の
書
で
あ
る
『
ギ

リ
シ
ア
の
泉
』５
を
こ
れ
に
寄
り
添
わ
せ
る
か
た
ち
で
、
三
つ
の
局
面
か

ら
一
つ
の
真
理
が
浮
彫
に
な
る
よ
う
、
開
示
し
て
み
た
い
。

一 

美
と
は
何
か

　
「
不
幸
と
真
理
と
の
一
致
」、
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
の
交
差
点
を
「
十
字

架
上
の
キ
リ
ス
ト
」
に
見
出
し
、
そ
れ
を
「
キ
リ
ス
ト
の
美
」
と
し
て
表

象
す
る
文
人
・
哲
学
者
は
、
古
来
数
知
れ
な
い
。
彼
ら
は
各
々
の
時
空
に

お
い
て
、
各
々
の
仕
方
に
お
い
て
、
こ
の
真
理
の
有
り
様
を
提
示
し
て
い

る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
不
幸
か
ら
美
へ
の
存
在
の
位
相
転
換
が
孕
ま
れ
る

こ
の
事
態
は
、
前
者
に
お
い
て
、
不
幸
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
に
着
目
さ

れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
、
美
が
実
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

単
な
る
抒
情
な
い
し
耽
美
主
義
に
回
収
さ
れ
る
危
険
性
が
孕
ま
れ
る
。
こ

の
二
つ
の
危
険
性
を
回
避
す
る
た
め
に
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、『
前

キ
リ
ス
ト
教
的
直
観
』
の
終
わ
り
部
分
に
お
け
る
注
記
に
お
い
て
、
き
わ

め
て
明
晰
・
判
明
か
つ
詩
的
に
、
こ
の
存
在
の
位
相
転
換
を
描
写
し
て
い

る
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
た
い
。

 「
不
幸
の
主
な
効
果
は
、
キ
リ
ス
ト
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、『
な
ぜ
』
と
魂
に
叫
ば
せ
、
疲
れ
に
よ
っ
て
中
断
さ
せ
ら
れ
る

場
合
を
除
い
て
、
こ
の
叫
び
を
絶
え
間
な
く
繰
り
返
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
い
か
な
る
応
答
も
な
い
。
励
ま
し
と
な
る
応
答
を
見
出
す
な
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ら
ば
、
ま
ず
第
一
に
そ
れ
は
、
自
分
で
つ
く
り
出
し
た
応
答
で
あ
り
、

次
に
、
そ
れ
を
つ
く
り
出
す
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
苦
し

み
が
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
強
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

水
が
九
九
℃
で
は
沸
騰
し
な
い
の
と
同
様
に
、
不
幸
と
い
う
特
別
の

段
階
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
『
な
ぜ
』

と
い
う
言
葉
で
原
因
が
探
究
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
応
答
は
す
ぐ
さ

ま
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
探
究
さ

れ
て
い
る
の
は
目
的
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
全
体
に
は
合
目
的
性
が
欠

如
し
て
い
る
。
不
幸
の
た
め
に
引
き
裂
か
れ
た
魂
は
、
合
目
的
性
を

求
め
て
絶
え
間
な
く
泣
き
叫
び
、
真
空
に
触
れ
る
。
も
し
魂
が
愛
す

る
の
を
止
め
な
い
の
な
ら
ば
、
魂
は
い
つ
の
日
か
魂
が
泣
き
叫
ぶ
そ

の
問
い
に
対
す
る
応
答
で
は
な
く
、
と
い
う
の
も
そ
れ
は
な
い
の
だ

か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
、
い
か
な
る
応
答
よ
り
も
は
る
か
無
限
に
意

味
に
溢
れ
た
沈
黙
そ
の
も
の
を
聴
く
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
魂
は
、

こ
の
世
に
お
け
る
神
の
不
在
を
、
天
空
に
居
る
神
の
こ
の
世
に
お
け

る
秘
め
ら
れ
た
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
知
悉
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

神
の
沈
黙
を
聴
く
た
め
に
、
こ
の
世
に
お
い
て
空
し
く
合
目
的
性
を

探
究
す
る
よ
う
魂
が
強
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
二

つ
の
事
柄
だ
け
が
そ
う
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
不
幸
な
い
し
は
美
の
感

情
に
よ
る
純
粋
な
歓
び
で
あ
る
。
美
は
そ
う
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

い
か
な
る
特
殊
な
合
目
的
性
が
な
く
て
も
、
美
は
、
合
目
的
性
の
あ

ら
わ
れ
を
直
ち
に
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
不
幸
と
極
度
の
純
粋

な
歓
び
は
、
二
つ
の
唯
一
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
等
価
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
幸
は
キ
リ
ス
ト
の
道
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（IP, 168 

強
調
引
用
者
）。

　

カ
ン
ト
は
、
目
的
が
な
い
の
に
目
的
に
適
っ
た
心
の
状
態
が
あ
る
と
い

う
、
絶
対
的
に
矛
盾
し
た
も
の
が
一
致
す
る
心
の
状
態
を
、
唯
一
、
美
の

感
情
に
見
出
し
、
美
を
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
と
定
義
し
た
６
。
表
立

っ
て
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
プ
ラ
ト

ニ
ズ
ム
に
は
、
カ
ン
ト
が
こ
れ
を
も
っ
て
自
ら
の
批
判
書
を
完
結
さ
せ
る

と
し
た
７
『
判
断
力
批
判
』
で
あ
ら
わ
し
た
美
の
位
相
が
地
下
水
脈
と
な

っ
て
流
れ
て
い
る
。
美
的
判
断
は
趣
味
判
断
で
あ
り
、
そ
の
個
人
の
感
情

を
他
人
に
強
要
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
当
に
美
し
い
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち

は
、
そ
の
美
し
さ
を
他
の
人
に
も
伝
達
し
た
い
と
思
う
。
ど
ん
な
に
思
い

を
凝
ら
し
て
も
そ
の
美
し
さ
を
伝
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
も
う
一
度
、
本
当
に
思
い
を
込
め
れ
ば
、
そ
の
思
い
は
絶

対
に
伝
達
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
せ
る
何
か
が
美
の
う
ち
に
は
あ

る
。
美
的
判
断
は
、
概
念
に
よ
る
「
規
定
的
判
断
」
で
は
な
く
、
主
観
の

0

0

0

感
情
に
よ
る

0

0

0

0

0

「
反
省
的
判
断
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
概
念
を
超
え

た
普
遍
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
指
し
て
カ
ン
ト
は
、「
主
観
的
普

遍
性
」
と
定
義
し
た
の
で
あ
る
８
。

　

一
方
プ
ラ
ト
ン
は
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』（253d–257a

）
に
お
い
て
、
わ

た
し
た
ち
の
魂
を
善
い
馬
と
悪
い
馬
と
馭
者
と
い
う
三
つ
の
部
分
を
も
つ

馬
車
に
な
ぞ
ら
え
て
、
わ
た
し
た
ち
が
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
も
の
に
出
会

っ
た
と
き
に
、
わ
た
し
た
ち
の
魂
が
そ
の
対
象
を
眼
の
前
に
し
て
、
そ
の
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対
象
を
貪
り
食
お
う
と
す
る
欲
望
が
消
失
し
、
立
ち
止
る
こ
と
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
魂
が
対

象
と
隔
た
り
を
保
つ
に
は
、「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
苦
痛
」（SG

, 113

）
が

伴
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
切
な
の
は
、
苦
痛
を
経
て
、

最
終
的
に
魂
の
三
分
の
一
の
部
分
で
あ
る
悪
い
馬
の
部
分
が
、
善
い
馬
と

馭
者
の
求
め
に
応
じ
、
同
意
し
、
立
ち
止
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
と
プ
ラ
ト
ン
と
の
交
差
点
と
そ
の
差
異
、
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン

に
お
け
る
エ
ロ
ー
ス
（
愛
）
と
い
う
わ
た
し
た
ち
主
体
の
側
か
ら
の
眼
差

し
・
方
向
性
が
、
美
の
感
情
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ

モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
カ
ン
ト
を
拠
り
所
と
し
な
が
ら
も
、
プ
ラ
ト
ン

の
ほ
う
に
ぐ
っ
と
重
心
を
傾
け
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ

ェ
イ
ユ
哲
学
思
想
の
花
咲
く
場
所
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
の
詩

的
な
叙
述
に
お
い
て
詩
学
と
哲
学
と
の
交
差
点
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
す
べ
て
の
弟
子
に
見
捨
て
ら
れ
、
さ
ら
に
、
父
な
る
神
に
見

捨
て
ら
れ
、
恥
辱
に
ま
み
れ
、
呪
い
と
な
っ
た
「
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
」

で
あ
り
、
こ
の
醜
悪
さ
の
直
中
に
お
い
て
「
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
」
の

う
ち
に
溢
れ
出
る
「
美
の
感
情
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
彼
女
の
言

葉
は
際
立
っ
て
美
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
何
処
に
も
慰
め
の
な
い
こ

の
「
不
幸
」
の
状
態
は
、
逆
説
的
に
も
、
何
処
に
も
自
ら
の
想
像
力
の
働

く
余
地
の
な
い
、
自
我
が
対
象
に
投
影
さ
れ
ず
、
対
象
が
そ
れ
自
体
と
し

て
、
自
ら
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
有
り
様
で
あ
る
。
真
に
リ
ア
リ
テ
ィ
と
接

触
し
て
い
る
有
り
様
で
あ
る
。
神
が
不
在
と
し
て

0

0

0

0

0

、
神
の
声
が
沈
黙
と
し

0

0

0

0

て0

あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
れ
こ
そ
が
、神
が
、

こ
の
世
界
に
お
い
て
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す

る
証
で
あ
り
、「
わ
た
く
し
」
の
欲
望
が
、
完
全
に
「
わ
た
く
し
」
を
超
え
、

こ
の
世
界
を
超
え
た
場
所
に
向
か
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
、
わ
た

し
た
ち
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
世
界
の
美
」
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、「
キ
リ
ス
ト
の
道
」
で
あ
る
「
不
幸
」
に
お
い
て
美
の
感
情
が
溢

れ
出
る
こ
と
は
、
そ
の
人
が
「
正
義
の
人
」
で
あ
り
、
善
を
把
持
し
て
い

る
証
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
必
然
性
を
観
照
し
愛
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
、
そ
れ
は
世
界

の
美
で
あ
る
。
美
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
同
意
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
同
意
は
魂
の
超
自
然
的
部
分
に
固
有

の
働
き
で
あ
る
と
は
い
え
、
実
の
と
こ
ろ
、
魂
の
自
然
的
部
分
と
身

体
さ
え
も
の
、
あ
る
確
か
な
恊
働
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
同
意
は
為
さ

れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
恊
働
の
充
溢
、
そ
れ
は
、
歓
び
の
充

溢
で
あ
る
。
極
度
の
不
幸
は
、
そ
の
反
対
に
、
少
な
く
と
も
一
時
の

間
こ
の
恊
働
を
ま
っ
た
く
不
可
能
に
す
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
に
参
与
す
る
と
い
う
、
無
限
に
貴
重
な
特
権
を
持
つ
人
で

あ
っ
て
さ
え
も
、
も
し
歓
び
を
通
過
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
恊

働
に
到
達
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
は

0

0

0

0

0

、
人
間
の
苦
悶
の
奥

0

0

0

0

0

0

0

底
で
破
滅
さ
せ
ら
れ
る
前
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
間
の
歓
び
の
完
全
性
を
知
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

そ
し
て

0

0

0

、
純
粋
な
歓
び
と
は

0

0

0

0

0

0

0

、
美
の
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（IP, 
157 

強
調
引
用
者
）
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「
だ
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
ど
ん
な
種
類
の
苦
し
み
も
、
と
り

わ
け
ど
ん
な
種
類
の
よ
く
耐
え
ら
れ
た
不
幸
も
、
一
つ
の
扉
の
向
う

側
へ
と
移
行
さ
せ
、
そ
の
真
実
の
面
に
お
い
て
、
一
つ
の
調
和
を
見

せ
し
め
る
。
そ
の
面
は
、
高
み
に
向
か
っ
て
お
り
、
わ
た
し
た
ち
を

世
界
の
美
と
神
の
美
か
ら
隔
て
て
い
る
ヴ
ェ
ー
ル
の
一
枚
を
引
き
裂

く
。
こ
の
こ
と
を
、『
ヨ
ブ
記
』
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
苦
悶
の
果

0

0

0

0

て
に
0

0

、
外
観
は
と
も
あ
れ

0

0

0

0

0

0

0

、
完
全
に
よ
く
耐
え
た
苦
悶
の
果
て
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

ヨ
ブ
は
世
界
の
美
の
啓
示
を
受
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（IP, 164 

強
調
引
用
者
）

　

不
幸
か
ら
美
へ
の
転
換
な
い
し
不
幸
に
お
け
る
美
の
あ
ら
わ
れ
は
、『
前

キ
リ
ス
ト
教
的
直
観
』
に
お
い
て
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
再
解
釈
を
出

発
点
と
し
て
解
き
明
か
さ
れ
て
ゆ
く
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
、
芸
術

創
造
か
ら
世
界
創
造
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
一
人
一
人
の

生
を
創
造
を
導
き
出
す
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
芸
術

と
学
問
と
不
幸
、
こ
の
三
つ
が
、
自
然
性
に
お
い
て
超
自
然
性
が
流
れ
込

む
た
だ
三
つ
の
裂
け
目
で
あ
る
（IP, 127

）、
と
彼
女
が
み
な
し
て
い
る
こ

と
と
深
く
通
底
し
て
い
る
。「
世
界
の
秩
序
」
す
な
わ
ち
、「
物
」
を
美
し

い
と
感
じ
ら
れ
る
心
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
以
外
の
対
象
に
愛
を

傾
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
と
隔
た

り
を
保
て
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
自
ら
の
生
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
芸
術
家
は
、
才
能
に
先
立
っ
て
、
自
分
以
外
の
対
象
に
愛
が
向
か
い
、

「
世
界
の
秩
序
」
を
「
世
界
の
美
」
と
し
て
表
象
す
る
が
故
に
、
作
品
を

創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
「
自
覚
」

を
あ
ら
わ
す
用
語
で
あ
る
「
脱
創
造
（décréation)

」
は
、
芸
術
創
造
に

立
ち
返
っ
て
観
照
さ
れ
る
と
き
、
真
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
美
は
、
諸
々
の
特
殊
な
目
的
を
排
除
す
る
。
あ
る
詩
に
お
い
て
、

こ
れ
こ
れ
の
言
葉
が
、
こ
れ
こ
れ
の
効
果
を
出
す
た
め
に
詩
人
に

よ
っ
て
置
か
れ
て
い
る
と
説
明
で
き
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
豊
か

な
リ
ズ
ム
や
畳
韻
法
や
あ
る
確
か
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
な
ど
で
あ
る
が
、

そ
の
詩
は
二
流
で
あ
る
。
完
璧
な
詩
に
つ
い
て
は
、
言
葉
が
そ
こ
に

あ
り
、
そ
し
て
、
言
葉
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
絶
対
的
に
適
っ
て
い

る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
を
も
含
め
て
、
あ

ら
ゆ
る
存
在
者
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
つ
い
て
も
、
時
間

の
流
れ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
長
い
不
在
を
経
て
激
し
く
愛
す
る
人
に
再
会
し
、
そ
の
人

が
わ
た
く
し
に
話
し
か
け
る
と
き
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
は
無
限

に
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
言
葉
が
持
つ
意
味
の
た
め
で
は
な

く
、
わ
た
く
し
が
愛
す
る
人
の
あ
ら
わ
れ
を
一
つ
一
つ
の
音
節
の
う

ち
に
聴
く
か
ら
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
の
と
き
に
と
て
も
激
し
い
頭

痛
に
苦
し
ん
で
い
て
、
一
つ
一
つ
の
音
が
苦
し
ま
せ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
苦
し
ま
せ
る
愛
す
る
人
の
声
は
、
そ
の
人
の
あ
ら
わ
れ

を
包
み
込
む
も
の
と
し
て
、
か
ぎ
り
な
く
愛
し
く
貴
重
な
も
の
で
あ

る
。
同
様
に
、
神
を
愛
す
る
人
は
、
生
じ
た
出
来
事
か
ら
や
っ
て
く

る
善
を
思
い
浮
か
べ
る
必
要
は
な
い
。
成
し
遂
げ
ら
れ
た
出
来
事
は

す
べ
て
、
愛
の
声
か
ら
発
せ
ら
れ
た
音
節
な
の
で
あ
る
。」（IP, 40

）
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激
し
い
頭
痛
の
苦
し
み
が
そ
の
苦
し
み
の
奥
底
に
お
い
て
苦
し
み
で
な

く
な
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
が
苦
か
ら
美
へ
と
転
換
し
う
る
の
は
、

対
象
へ
の
愛
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
愛
が
あ
る
が
故
に
苦
し
み
の
直
中
に

あ
っ
て
「
わ
た
く
し
は
」
苦
し
み
を
超
え
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
直
中
に
あ
る
。

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
「
見
え
る
世
界
」
を
根
柢
で
支
え
て
い

る
「
見
え
な
い
世
界
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
愛
を
跳
躍
盤
と
し
て
描
き
出

さ
れ
、
こ
の
愛
は
芸
術
へ
と
遡
及
さ
れ
る
。
第
一
級
の
芸
術
作
品
は
、
神

の
創
造
で
あ
る
世
界
の
流
れ
な
い
し
宇
宙
の
運
行
が
、
何
の
目
的
も
孕
ま

な
い
の
に
合
目
的
性
が
あ
る
の
と
同
様
に
、
な
に
よ
り
も
、「
目
的
な
き

合
目
的
性
」
で
あ
る
美
と
し
て
あ
る
。
こ
の
世
界
に
倣
っ
て
わ
た
し
た
ち

が
生
き
る
こ
と
は
、
芸
術
家
が
真
に
芸
術
家
で
あ
れ
ば
、
学
者
が
真
に
学

者
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
不
幸
の
直
中
に
お
い
て
じ
っ
と
不
幸
を
観
照

し
う
る
な
ら
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
存
在
は
美
と
し
て
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
美
は
、
他
者
の
存
在
を
震
わ
せ
、
他
者
の

心
の
う
ち
に
住
ま
う
悪
を
消
滅
さ
せ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
存
在
論
か
ら

倫
理
に
至
る
道
程
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二 

善
へ
の
欲
望

　

善
は
、
た
だ
善
を
欲
望
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
お
い
て
善
い
。
こ
の

「
善
へ
の
欲
望
」
は
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
哲
学
思
想
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
善
へ
の
欲
望
」
は
、「
善
は
、
た
だ

善
を
意
志
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
お
い
て
善
い
」
と
い
う
、
カ
ン
ト
の

「
善
へ
の
意
志
」９
を
基
底
と
し
て
い
る
も
の
の
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ

ユ
に
お
い
て
、
意
志
が
欲
望
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
自
由
の

開
け
が
見
出
さ
れ
る
。
善
が
こ
の
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を

知
り
、
そ
こ
に
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
の
困
難
を
深
く
認
識
し
て
い
な
が

ら
、
そ
の
困
難
を
打
ち
破
る
可
能
性
を
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
か
ら
俯
瞰
す

る
か
た
ち
で
探
究
す
る
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
眼
差
し
は
、
苛
酷
な
外

的
必
然
性
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
を
観
照
す
る
こ
と
に
お
い
て
ひ
ら
か
れ
る
自
由
の
位
相
を
提
示
し
て

い
る
。

　
「
物
質
は
、
た
だ
神
が
欲
望
し
た
か
ら
存
在
し
て
い
る
と
は
い
え
、

仲
介
と
し
て
の
必
然
性
は
神
の
意
志
に
い
っ
そ
う
近
い
。
必
然
性
と

は
、
物
質
の
神
へ
の
従
順
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
物
質
に
お
け
る
必

0

0

0

0

0

0

0

然
性
と

0

0

0

、
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
な
る
自
由
と
い
う
相
反
す
る
も
の
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

対
は
0

0

、
従
順
に
お
い
て
そ
の
統
一
を
も
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し

0

0

0

た
ち
が
自
由
で
あ
る
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
神
に
従
順
で
あ
る
こ
と
を
欲
望
す
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
他
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
は
虚
偽
で

あ
る
。」（IP 152 

強
調
引
用
者
）

　

守
銭
奴
は
金
を
貯
め
る
。
す
る
と
守
銭
奴
は
ま
す
ま
す
金
が
欲
し
く
な

る
。
欲
望
は
肥
大
す
る
一
方
で
あ
り
、
満
足
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
得
ら

れ
な
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
欲
望
す
べ
て
が
、
本
来
、
無
限
を
目
指

し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
限
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
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る
。
欲
望
が
無
限
を
有
限
な
も
の
に
求
め
る
と
い
う
転
倒
の
う
ち
に
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、『
饗
宴
』
と
『
国

家
』
を
連
続
的
に
読
み
込
む
こ
と
に
お
い
て
開
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
善
へ
と
眼
差
し
を
向
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
単
純
な
真
理
の
根
拠
は
、

「
洞
窟
の
比
喩
」
に
お
け
る
善
で
あ
る
太
陽
を
見
る
視
力
は
、
そ
も
そ
も

わ
た
し
た
ち
自
身
が
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
視
力
を
太

陽
の
方
へ
向
け
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
マ
リ
オ
ネ
ッ

ト
の
影
は
影
で
あ
っ
て
も
確
か
に
そ
こ
に
実
在
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
、

権
威
・
名
誉
・
金
銭
と
い
っ
た
社
会
的
威
信
に
か
か
わ
る
も
の
は
わ
た
し

た
ち
の
魂
を
釘
付
け
に
し
て
し
ま
う
の
み
な
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
魂
を

氷
ら
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
何
段
階
か
の
ハ
ー
ド
ル
を
経
て
、
洞
窟

を
出
た
人
は
、
太
陽
に
先
立
っ
て
月
に
出
会
う
。

　
「
洞
窟
の
神
話
に
お
い
て
、
観
照
の
最
後
の
対
象
、
す
な
わ
ち
、

太
陽
の
直
前
に
出
会
う
も
の
は
、
月
で
あ
る
。
月
は
太
陽
の
映
し
で

あ
り
、
太
陽
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
太
陽
は
善
な
の
で
、
月
が
美

で
あ
る
こ
と
を
推
察
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
美
に
到
達
し
た
人
は
、

ほ
ぼ
到
達
し
た
と
言
う
こ
と
で
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
至
高
の
美
は
神
の

子
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
、
絶

対
的
な
美
は
天
な
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ

ば
、
月
は
欠
け
て
ゆ
き
、
消
失
し
、
そ
れ
か
ら
再
生
す
る
の
で
、
月

は
子
な
る
神
の
象
徴
に
適
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
月
は
受
難
の

象
徴
に
も
適
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（IP, 88

）

　

あ
る
善
行
に
心
底
感
動
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
行
為
を
「
善

い
」
と
は
言
わ
ず
、
そ
の
行
為
を
「
美
し
い
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
行

為
の
善
さ
は
美
し
さ
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
心
の
う
ち
に
映
し
出
さ
れ

る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
受
難
の
本
質
を
、
苦
し
み
に
お
い
て
で

は
な
く
、「
社
会
的
威
信
の
剥
奪
」
に
お
い
て
見
る
の
で
あ
る
が
、
社
会

か
ら
の
全
的
放
擲
を
意
味
す
る
社
会
的
威
信
の
剥
奪
は
、
逆
説
的
に
も
、

そ
の
大
部
分
を
構
成
し
て
い
る
「
力
」
か
ら
逃
れ
て
い
る
た
め
に
、
す
な

わ
ち
、い
か
な
る
力
に
も
依
拠
し
な
い
「
や
わ
ら
か
い
心
」
で
あ
る
た
め
に
、

エ
ロ
ー
ス
が
宿
る
唯
一
の
場
所
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ギ
リ
シ

ア
語
のΠ

άσχειν (paskhein)

に
、「
堪
え
忍
ぶ
」
と
い
う
意
味
を
深
く
読

み
込
む
こ
と
を
通
し
て
、
自
我
が
消
失
し
、
あ
た
か
も
月
が
真
っ
暗
闇
の

な
か
か
ら
再
生
す
る
が
ご
と
く
に
第
二
の
誕
生
を
遂
げ
る
と
き
に
、
わ
た

し
た
ち
は
真
の
自
己
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

　
「
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
々
の
王
で
あ
る
神
が

働
き
を
な
す
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
神
が
、
堪
え
忍
ぶ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。Π

άσχειν (paskhein ) 

に
は
、
変
容
さ
せ
ら
れ
る
、

堪
え
忍
ぶ
、苦
し
む
、の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。Π

άθημα (pathêm
a ) 

は
、Π

άσχειν (paskhein ) 

か
ら
派
生
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
で
、
受
難

を
あ
ら
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
エ
ロ
ー
ス
は
、
変
容
さ
せ
ら

れ
、
堪
え
忍
び
、
苦
し
む
。
だ
が
そ
れ
は
、
強
制
に
よ
っ
て
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、同
意
に
よ
っ
て
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（IP, 55 

強
調
引
用
者
）
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無
辜
の
正
義
の
人
が
、
不
正
義
の
最
大
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
と
き
、

そ
れ
ま
で
自
我
が
拠
り
所
と
し
て
い
た
す
べ
て
が
瓦
解
す
る
。
そ
れ
は
、

苦
し
み
が
底
な
く
苦
し
く
、
痛
み
が
底
な
く
痛
く
、
白
が
底
な
く
白
く
立

ち
あ
ら
わ
れ
る
、
も
の
が
そ
の
自
性
に
お
い
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、

真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
接
触
す
る
こ
と
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
最
愛
の
弟

子
ペ
テ
ロ
に
ま
で
「
あ
な
た
の
こ
と
は
知
ら
な
い
」
と
言
わ
し
め
た
「
社

会
的
威
信
の
剥
奪
」
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
「
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
」
の

状
態
に
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
世
界
を
、
他
者
を
、
自
我
の
投
影

0

0

0

0

0

さ
れ
た

0

0

0

世
界
、
自
我
の
投
影
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

他
者
と
し
て
、
遠
近
法
の
錯
覚
の
も

と
で
し
か
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
一
般
は
、
自
己
愛
で

は
な
い
。
そ
れ
は
遠
近
法
の
結
果
で
あ
る
。
自
分
が
居
る
場
所
か
ら

見
え
る
物
事
の
配
置
が
変
わ
る
こ
と
を
、
人
々
は
悪
と
呼
ぶ
。
事
物

が
自
分
の
居
る
場
所
か
ら
少
し
で
も
離
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
で
百
万
人
の
大
虐
殺
が
起
こ
っ

て
も
、
自
分
が
知
覚
し
て
い
る
世
界
の
秩
序
は
、
な
ん
ら
変
わ
ら
な

い
。
一
方
、
自
分
の
隣
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
給
料
が
ほ
ん
の
少

し
上
が
っ
た
の
に
、
自
分
の
給
料
が
上
が
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

世
界
の
秩
序
は
転
倒
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
自
己
愛
で
は
な
い
。
人

間
は
、
有
限
で
あ
る
た
め
に
、
正
し
い
秩
序
の
観
念
を
、
自
分
の
心

情
に
ご
く
近
い
と
こ
ろ
に
し
か
適
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」（IP, 

73

）

　

真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
の
接
触
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
我
の
死
を
意
味
す

る
の
で
、
自
我
は
、
自
ら
が
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
直
面
す
る
こ
と
を
避
け

よ
う
と
す
る
。
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
眼
を
自
分
の
眼
で
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
心
が
自
分
以
外
の
物
に
「
映
し
出
さ
れ
た
／

移
し
出
さ
れ
た
」
と
き
に
の
み
自
分
自
身
に
出
会
う
。「
創
造
さ
れ
た
も

の
（crée

）」
が
「
創
造
さ
れ
な
い
も
の
（incrée

）」
に
、
す
な
わ
ち
、
人

間
か
ら
動
物
、
動
物
か
ら
植
物
、
植
物
か
ら
物
へ
の
移
り
ゆ
く
過
程
に
お

い
て
、「
芥
子
種
」
や
「
柘
榴
の
種
」
あ
る
い
は
「
葉
緑
素
」
の
よ
う
に
、

「
主
体
的
受
動
性
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
見
出

さ
れ
る
。
こ
の
微
小
な
一
点
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
な
る
超
自
然
性

が
開
花
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
な
る
神

が
生
き
る
こ
と
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
自
身
に
出
会
う
。
植
物

は
、
同
一
の
場
所
を
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
光
の
ほ
う
に
身
を
寄
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
う
ち
に
も
つ
葉
緑
素
が
感
光
し
、
自
ら

の
う
ち
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
光
の
ほ
う
に
身
を
寄

せ
る
過
程
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
は
美
に
出
会
う
。
そ
し
て
美
は
、
わ
た

し
た
ち
の
う
ち
な
る
眠
ら
さ
れ
て
い
る
善
の
部
分
を
覚
醒
す
る
の
で
あ
り
、

「
非
業
な
強
制
で
あ
る
必
然
性
の
本
質
が
神
へ
の
従
順
で
あ
る
と
い
う
感

情
が
美
の
感
情
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
「
美
の
感
情
」
を
指
し
て
、
シ

モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、「
芸
術
家
が
密
か
に
記
し
た
サ
イ
ン
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
」（IP, 155

）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
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三 

力
と
愛

　

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
数
少
な
い
論
考
の
一
つ
に
「『
イ
ー
リ
ア
ス
』

あ
る
い
は
力
の
詩
編
」（
一
九
四
一
年
、SG

 11–42

）
と
題
さ
れ
た
も
の

が
あ
る
。
彼
女
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
お
い
て
着
目
す
る
の
は
、
敗
者
だ

け
で
は
な
く
勝
者
も
、
自
ら
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
力
の
支
配

下
に
あ
り
、
生
命
は
保
っ
て
い
る
も
の
の
、
す
で
に
人
間
で
は
な
く
「
物
」

と
な
っ
て
い
る
有
り
様
で
あ
る
。
外
的
に
課
さ
れ
た
苛
酷
な
必
然
性
へ

同
意
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
盲
目
的
に
隷
属
し
て
い
る
有
り
様
で
あ

る
。
わ
た
し
た
ち
を
自
由
へ
と
導
き
、
そ
の
証
と
し
て
美
の
感
情
が
溢
れ

出
る
「
物
へ
の
同
意
」
と
、
物
へ
と
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
「
物
へ
の
隷

属
」
と
い
う
、こ
の
似
て
あ
り
な
が
ら
、絶
対
的
に
異
な
る
有
り
様
は
、『
前

キ
リ
ス
ト
教
的
直
観
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　
「
神
は
創
造
し
た
。
す
な
わ
ち
、
神
は
自
分
の
外
側
に
何
か
を
生

み
出
し
た
の
で
は
な
く
、
神
は
引
き
下
が
り
、
存
在
の
一
部
分
に
、

神
で
は
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
許
し
た
。
こ
の
神
の
放
棄
に
創

造
の
放
棄
が
呼
応
す
る
。
つ
ま
り
、
従
順
が
呼
応
す
る
。
全
宇
宙

は
、
従
順
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
か
た
ま
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
従
順
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
か
た
ま
り
に
は
、
光
り
輝
く
点
が
ち

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
点
は
、
神
を
愛
し

0

0

0

0

、
神0

に
従
順
で
あ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
理
性
を
も
つ
被
造
物
の
魂

の
超
自
然
的
な
部
分
で
あ
る
。
魂
の
残
り
の
部
分
は
、
従
順
が
ぎ
っ

し
り
詰
ま
っ
た
か
た
ま
り
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
理
性
を

授
け
ら
れ
て
い
る
が
神
を
愛
し
て
い
な
い
存
在
者
は
、
ぎ
っ
し
り
と

し
た
不
透
明
な
か
た
ま
り
の
断
片
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
も
ま

た
、
丸
ご
と
全
て
従
順
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
落
下
す
る
石
の

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
従
順
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
か
れ
ら
の
魂
も
物
質
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
重
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
同
様
に
厳
密
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
従
う
心
的
な
物
質
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
自
由
意

志
を
信
じ
る
こ
と
を
も
含
め
て
、
傲
慢
と
い
う
幻
想
、
挑
戦
、
反
抗

と
い
っ
た
も
の
は
す
べ
て
、
光
の
反
射
と
同
じ
よ
う
に
厳
密
に
決
定

さ
れ
た
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
動
か
ぬ
物
質

と
同
じ
よ
う
に
、極
悪
な
犯
罪
者
も
世
界
の
秩
序
を
な
し
、し
た
が
っ

て
、
世
界
の
美
を
な
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
神
に
従
順
で
あ
る
の
で
、

す
べ
て
は
完
璧
に
美
し
い
。
こ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は

本
当
に
知
る
こ
と
は
、
天
に
い
る
父
な
る
神
が
完
璧
で
あ
る
の
と
同

じ
よ
う
に
完
璧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（IP, 161 

強
調
引
用

者
）

　

通
り
で
誰
か
と
す
れ
違
う
と
き
、
ポ
ス
タ
ー
の
横
を
通
り
過
ぎ
る
の
と

は
異
な
る
心
的
作
用
が
、
部
屋
に
誰
か
が
い
る
と
き
、
部
屋
に
一
人
で
い

る
と
き
と
は
異
な
る
心
的
作
用
が
、
わ
た
く
し
に
及
ぼ
さ
れ
る
。
人
が
そ

こ
に
居
る
と
い
う
こ
と
は
わ
た
く
し
の
存
在
を
震
わ
せ
る
。
し
か
し
、『
イ

ー
リ
ア
ス
』
に
お
い
て
、
勝
者
も
敗
者
も
等
し
く
未
来
に
死
が
定
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
生
に
お
い
て
、
勝
者
は
敗
者
を
一
つ
の
「
物
」
と
み
な
す
。
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そ
し
て
、
な
ぜ
一
人
の
人
間
を
「
物
」
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
と

問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
勝
者
で
あ
る
そ
の
人
自
身
が
「
物
」
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
勝
者
も
敗
者
も
、
同
等
の
眼
差
し
の
も
と
で
、
あ
た
か

も
万
人
に
光
と
雨
を
降
り
注
ぐ
神
の
よ
う
に
描
写
す
る
こ
と
は
、
自
然
・

本
性
的
に
は
な
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、『
イ

ー
リ
ア
ス
』
を
書
い
た
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
天
才
を
、
そ
の
詩
才
に
先
立
っ
て
、

こ
の
超
自
然
的
な
営
み
を
な
し
う
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
神
の
放
棄
に

な
ら
っ
て
創
造
［
自
ら
が
創
造
さ
れ
た
こ
と
］
の
放
棄
を
な
し
得
て
い
る

こ
と
に
、
自
己
が
自
己
か
ら
離
れ
て
在
る
こ
と
に
、
つ
ま
り
、
自
己
以
外

に
自
ら
の
欲
望
が
向
か
う
こ
と
に
見
る
の
で
あ
る
。
天
才
と
は
、
天
賦
の

才
能
や
努
力
で
は
な
く
、
対
象
の
リ
ア
ル
な
自
性
を
と
ら
え
る
眼
差
し
を

も
つ
こ
と
で
あ
る
。

　
「
真
の
詩
や
技
術
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
知
性
が
創
造

的
で
あ
る
と
こ
ろ
で
真
に
新
た
な
も
の
を
発
見
す
る
な
ら
ば
、
知
性

は
超
自
然
的
な
愛
か
ら
直
に
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
に
核
と
な
る
真
理

が
あ
る
。
知
性
が
十
全
に
効
力
を
発
揮
し
う
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ

込
む
の
は
、
自
然
的
な
能
力
や
天
賦
の
才
能
で
は
な
い
。
ま
し
て
や

努
力
や
意
志
や
勉
強
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
欲
望
、

す
な
わ
ち
、
美
へ
の
欲
望
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
欲
望
は

0

0

0

、
一
定
の
強

0

0

0

0

さ
と
純
粋
さ
か
ら
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
天
才
と
同
じ
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
あ
ら
ゆ
る
段
階

に
お
い
て
、
欲
望
は
、
注
意
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
れ
ば
、

教
育
は
、
現
行
の
も
の
と
ま
っ
た
く
別
の
も
の
に
な
ろ
う
。
知
性
が

行
使
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
歓
び
に
お
い
て
の
み
で
あ
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
知
性
は
、
わ
た
し
た
ち
の
能
力
の
な
か
で
、

歓
び
が
不
可
欠
な
唯
一
の
能
力
で
あ
ろ
う
。
歓
び
が
な
け
れ
ば
知
性

は
窒
息
し
て
し
ま
う
。」（IP, 61– 62 

強
調
引
用
者
）

　
「『
イ
ー
リ
ア
ス
』
あ
る
い
は
力
の
詩
編
」
に
お
い
て
は
、「
不
幸
の
神

秘
」、「
不
幸
の
謎
」
が
構
造
的
に
、
幾
何
学
的
正
確
さ
を
も
っ
て
描
写
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
無
辜
な
人
は
、
魂
の
奥
底

に
深
い
傷
跡
が
残
り
、
本
来
加
害
者
の
心
の
う
ち
で
罪
と
し
て
感
じ
ら
れ

る
べ
き
悪
が
、
あ
た
か
も
加
害
者
の
心
か
ら
被
害
者
の
心
に
転
移
し
た
か

の
よ
う
に
、
被
害
者
の
心
の
う
ち
で
自
己
へ
の
侮
蔑
、
恥
辱
、
醜
悪
さ
と

な
っ
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論

考
に
お
い
て
、
力
の
支
配
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
魂
の
救
い
の
道
は
描
か
れ

て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
の
救
い
の
道
は
、『
前
キ
リ
ス
ト
教
的
直
観
』
に

お
け
る
『
饗
宴
』
と
『
国
家
』
解
釈
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
力
は
、
人
間
の
魂
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
部
分
や
魂
が
内
包
す

る
あ
ら
ゆ
る
思
惟
や
感
情
も
含
め
て
、
自
然
全
体
に
お
い
て
、
絶
対
0

0

的
な
権
限
を
持
つ
の
と
同
時
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
絶
対
的
に
軽
蔑
す
べ
き
も
の
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
0

0

と
み
な
し
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
偉
大
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
…
…
）［
力
の
威
力
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
力
を
軽
蔑
す
る
と
い

う
］
こ
の
二
重
の
認
識
は
、
お
そ
ら
く
、
最
も
純
粋
な
神
へ
の
愛
の
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源
泉
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
心
理
学
的
な
自
然
も
含
め
て
、
自

然
に
お
け
る
す
べ
て
は
、
重
力
の
よ
う
に
、
情
け
容
赦
な
く
、
有
無

を
言
わ
さ
ず
下
方
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
力
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
抽
象
的
に
で
は
な
く
、
魂
全
て
を
挙
げ
て
そ
れ
を
知
る
と
い
う

認
識
は
、
も
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
独
房
の
窓
に
貼
り

付
く
囚
人
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
光
の
ほ
う
に
向
か
お
う
と
し
て

ビ
ン
の
底
に
貼
り
付
く
ハ
エ
の
よ
う
に
、
魂
を
祈
り
へ
と
向
か
わ
せ

る
か
ら
で
あ
る
。」（IP, 53 

強
調
引
用
者
）

結
び
に
か
え
て

　

自
然
・
本
性
に
し
た
が
っ
て
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
は
超
自
然
的
な
も

の
を
知
り
得
な
い
。
人
間
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
は
神
と
の
出
会
い
を
知
り

得
な
い
。
知
性
が
知
性
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、「
わ
た
く
し
」
よ

り
も
高
く
も
低
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
知
性
が
愛
に
よ
っ

て
息
吹
を
吹
き
か
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
ビ
リ
ア
ー
ド
の
ス
テ
ィ

ッ
ク
に
よ
っ
て
突
か
れ
た
球
の
よ
う
に
、
わ
た
く
し
は
、
わ
た
く
し
自
身

に
お
い
て
、
わ
た
く
し
自
身
を
超
え
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
唯
一
の

証
が
、
わ
た
し
た
ち
の
感
性
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
「
美
の
感
情
」
で
あ

る
。
世
界
が
「
わ
た
く
し
」
に
美
し
く
立
ち
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
わ
た
し
た
ち
が
、
わ
た
し
た
ち
以
外
の
も
の
に
同
意
し
て
い
る
証
で
あ

り
、
わ
た
し
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
以
外
の
も
の
に
「
映
し
出
さ
れ
る
／
移

し
出
さ
れ
る
」
証
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
わ
た
く
し
が
わ
た
く
し
以

外
の
ど
の
よ
う
な
も
の
に
も
嫉
妬
し
な
い
証
で
あ
り
、
わ
た
く
し
が
わ
た

く
し
で
あ
る
証
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、「
世
界
の

秩
序
」
が
「
世
界
の
美
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
「『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の

中
心
観
念
は
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
る
こ
の
宇
宙
の
基
体
で
あ
り
、
実
体

で
あ
る
も
の
は
、愛
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（IP. 37

）
と
、さ
ら
に
、「『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
第
二
の
観
念
は
、
神
自
身
で
あ
る
神
の
愛
を
映
す
鏡
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
世
界
は
、
わ
た
し
た
ち
が
倣
う
べ
き
モ
デ
ル
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（IP, 39

）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
愛

と
は
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
「
世
界
の
魂
」
で
あ
る
の
と
同
時
に
、

か
ぎ
り
な
く
力
を
逃
れ
て
ゆ
く
、「
弱
さ
の
強
さ
」
と
し
て
あ
る
『
饗
宴
』

に
お
け
る
「
エ
ロ
ー
ス
」
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、『
国
家
』
に
お
け
る
「
社

会
的
威
信
の
剥
奪
」
を
課
さ
れ
た
「
正
義
の
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
事
象
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
お
い
て
、
善
の
外
観
が
「
見
え
る

世
界
」
を
な
し
、
善
の
実
在
が
「
見
え
な
い
世
界
」
を
な
し
て
い
る
。
わ

た
し
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
時
空
を
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、「
見
え
な
い

世
界
」
を
突
き
詰
め
て
ゆ
け
ば
、「
見
え
る
世
界
」
は
瓦
解
し
て
し
ま
う

危
険
に
つ
ね
に
曝
さ
あ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
見
え
な

い
世
界
」
を
、
す
な
わ
ち
、「
善
の
実
在
」
の
ほ
う
を
欲
望
さ
せ
る
方
向
性
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
た
だ
一
つ
、
愛
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
愛

を
開
花
さ
せ
る
こ
と
が
、
真
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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註１　

cf.
「
今
世
紀
の
哲
学
思
想
家
で
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
ほ
ど
プ
ラ

ト
ン
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
は
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ニ

ズ
ム
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
基
本
的
な
問
い
は
、
彼
女
の
著
作
に
お
い
て
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
著
作
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
、
プ
ラ
ト
ン
的
・

キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
義
に
基
づ
く
思
索
の
唯
一
の
例
で
あ
る
」（M
ik-

los V
ET

Ö
, La m

étaphysique religieuse de Sim
one W

eil, Paris, Vrin, 1971, 
p.149. [2e édition, Paris, H

arm
attan, 1998.]

／
ミ
ク
ロ
ス
・
ヴ
ェ
ト
ー
、

拙
訳
『
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
哲
学
』［
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
年
、
三
四
一
頁
］）。「
実
存
主
義
、
弁
証
法
神
学
、
聖
書
学

復
興
の
時
代
に
あ
っ
て
、
彼
女
の
思
弁
的
神
秘
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教

的
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
偉
大
さ
と
、
そ
れ
が
現
代
に
お
い
て
欠
如
し
て
い

る
こ
と
を
、た
だ
一
人
孤
高
に
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」（ibid. p.149

／
前
掲
、
三
四
二
頁
）。

２　

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
高
等
師
範
学
校
に
提
出
し
た
学
士
論
文
は
、

「
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
科
学
と
知
覚
」［
一
九
三
一
年
］( Œ

uvres com
-

plètes de Sim
one W

eil I, Prem
iers écrits philosophiques, Paris, G

allim
ard, 

1988, pp.161–221.)

で
あ
る
。
な
お
、
デ
カ
ル
ト
と
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ

イ
ユ
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
参
照
の
こ
と
：「
Ｓ・ヴ
ェ

イ
ユ
『
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
科
学
と
知
覚
』
を
ど
う
読
む
の
か
」（『
人

文
知
の
新
た
な
総
合
に
向
け
て
』
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
第
五
回

報
告
書
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
七
年
）。

３　

R
ené D

escartes, M
editationes de prim

a philosophia (1641)

［
デ
カ
ル

ト
「
第
三
省
察
」『
省
察
』］

４　

Sim
one W

eil, Intuitions Pré–Chrétiennes, Paris, La C
olom

be, 1951 [2e 
édition, Paris, Fayard, 1985.]

／
引
用
箇
所
は
略
記
号 IP 

で
表
示
。

５　

Sim
one W

eil, La Source greque, Paris, G
allim

ard, 1953. 

／
引
用
箇
所

は
略
記
号 SG

 

で
表
示
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Im
m

anuel K
ant, K

ritik der U
rteilskraft ( 1790), §17.

［
カ
ン
ト
『
判
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批
判
』
第
一
七
節
］
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ibid, Vorrede. ［
前
掲
序
文
］

８　

ibid, §22. ［
前
掲
第
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二
節
］
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Im
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rund legung zur M
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Erstes Buch.

［
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］


