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「
老
境
に
つ
い
て
』
解
題

ロ
ー
マ
の
政
治
家
・
哲
学
者
・
弁
論
家
と
し
て
名
高
い
マ
ル
ク
ス

・
ト
ゥ
ッ
リ
ウ
ス
・
キ
ケ
ロ
(
∞
-
h
・Hgiお
)
に
よ
る
著
作
の
一
つ

に
「
老
境
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
対
話
編
が
あ
る
。
執
筆
さ
れ
た

の
は
お
そ
ら
く
紀
元
前
四
四
年
の
春
ご
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ

れ
は
ち
ょ
う
ど
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
(
切
-n-Hoc-hE)
、
が
や
フ
ル
ー
ト

ゥ
ス
(
出
・
ゎ

-glお
)
ら
の
手
に
か
か
っ
て
暗
殺
さ
れ
て
か
ら
間
も
な

い
頃
で
あ
っ
た
。
当
時
キ
ケ
口
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
ら
を
中
心
と
す
る

共
和
派
は
、
(
寡
頭
制
を
経
て
独
裁
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
カ
エ
サ
ル
な

ど
の
一
派
に
対
し
、
古
え
の
口

i
マ
共
和
制
を
擁
護
し
て
論
陣
を
張

っ
て
い
た
。
だ
が
カ
エ
サ
ル
亡
き
後
、
そ
の
養
子
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ

ス(出(い・

8
1
Pロ
・
工
、
後
の
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
)
が
ア
ン
ト

ニ
ウ
ス
(
∞

-n・8
i包
)
ら
と
と
も
に
第
二
国
三
頭
政
治
を
組
織
し
て

(出

-n-C)
、
プ
ル

i
ト
ゥ
ス
一
派
を
フ
ィ
リ
ッ
ピ
の
戦
い
(
∞
(
い
ム
N
)

秋

山

学

で
破
り
、
ロ
lapse-

マ
は
以
後
帝
政
へ
の
道
を
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
過
程

で
キ
ケ
口
も
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
遣
わ
し
た
刺
客
に
追
わ
れ
、
紀
元

前
四
三
年
に
暗
殺
さ
れ
る
(
自
害
し
た
と
の
説
も
あ
る
)
。
六
三
年

の
生
涯
の
中
で
、
こ
の
『
老
境
に
つ
い
て
』
が
記
さ
れ
た
の
は
ほ
ぼ

六
二
歳
の
頃
、
キ
ケ
ロ
最
晩
年
の
作
品
の
一
っ
と
言
え
る
。

キ
ケ
ロ
は
、
哲
学
史
上
の
分
類
で
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
・
ス
ト
ア
派

・
ア
カ
デ
ミ
ア
派
を
折
衷
し
た
折
衷
学
派
に
属
し
、
学
説
的
に
特
記

す
べ
き
点
の
な
い
人
生
哲
学
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
ギ
リ
シ
ア

の
哲
学
用
語
を
ラ
テ
ン
語
に
翻
案
し
定
着
さ
せ
て
、
以
降
近
現
代
に

到
る
ま
で
の
西
洋
哲
学
の
基
礎
概
念
の
確
立
に
貢
献
し
た
点
は
高
く

評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
老
境
に
つ
い
て
』
は
キ

ケ
ロ
の
円
熟
し
た
ラ
テ
ン
語
で
記
さ
れ
た
ロ

i
マ
散
文
文
学
を
代
表

す
る
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
全
二
三
章
(
小
一
区
分
で
は
八
五
節
)
か

ら
な
る
(
以
下
『
老
境
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
笛
所
指
示
は
、
章
一
区
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分
を
ロ

i
マ
数
字
で
、
節
区
分
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
す
こ
と
に
す

る
)
。
老
キ
ケ
ロ
の
人
生
哲
学
が
、
か
つ
て
古
き
善
き
時
代
の
ロ

i

マ
精
神
を
体
現
す
る
マ
ル
ク
ス
・
ポ
ル
キ
ウ
ス
・
カ
ト
!
日
・
(
い
・
Nω
ム

i
H

色
)
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

カ
ト

i
は
十
七
歳
で
兵
役
に
就
き
、
一
一
一
六
歳
で
プ
ラ
エ
ト
ル
(
法

務
官
)
、
三
九
歳
で
コ
ン
ス
ル
(
執
政
官
)
と
な
っ
た
。
著
作
と
し

て
は
、
こ
の
吋
老
境
に
つ
い
て
」
で
も
語
ら
れ
る
と
お
り
(
0
・m
k
?

ω
∞
)
、
吋
起
源
論
い

(
O
ユ
包
コ

2)
を
遺
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼

は
ギ
リ
シ
ア
文
学
・
哲
学
の
研
究
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の

「
老
境
に
つ
い
て
」
で
も
ほ
の
め
か
さ
れ
る
が
(
江
沢
ア
ω
∞
)
、
『
起
、
源

論
」
に
は
そ
う
い
っ
た
彼
の
博
識
が
あ
ち
こ
ち
に
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
老
境
に
つ
い
て
』
は
カ
ト

i
の
死
の
直
前
(
切
-
h
・Hg¥

ニ
む
)
の
頃
に
場
面
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
カ
ト

1
は
八

四
歳
、
対
話
相
手
と
し
て
登
場
す
る
ス
キ
ピ
オ
、
ラ
エ
リ
ウ
ス
は
と

も
に
三
五
歳
の
頃
で
あ
る
。
こ
の
ス
キ
ピ
オ
と
は
い
わ
ゆ
る
小
ス
キ

ピ
オ
(
ス
キ
ピ
オ
@
ア
フ
リ
カ

i
ヌ
ス
)
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
征
服
者
で

あ
る
ル
キ
ウ
ス
・
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
・
。
ハ
ウ
ル
ス
の
子
で
あ
り
、
紀
元

前
一
八
五
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
一
方
ラ
エ
リ
ウ
ス
と
は
ガ
イ
ウ
ス

・
ラ
エ
リ
ウ
ス
、
先
の
ス
キ
ピ
オ
と
ほ
と
ん
ど
同
年
で
、
キ
ケ
ロ
に

よ
っ
て
同
時
期
に
記
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
対
話
編
『
友
情
論
』

5
0

m
5
J
E
Z
m
w
)

に
お
け
る
主
要
登
場
人
物
で
も
あ
る
。

吋
老
境
に
つ
い
は
全
体
と
し
て
、
老
年
は
自
然
の
摂
理
で
あ

る
こ
と
、
失
う
も
の
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
に
相
応
し
い
役
割
と
喜

び
(
例
え
ば
読
書
や
学
問
、
農
作
業
)
が
あ
る
こ
と
、
魂
は
不
死
で

あ
る
が
ゆ
え
に
老
年
は
「
永
遠
の
生
へ
の
序
曲
」
で
あ
る
こ
と
な
ど

を
説
い
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
人
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
(
切
-
h
ムω01ω
印日)の

吋
」
家
政
論
」

(020コ
0
2
2
ω
)
を
訪
締
と
さ
せ
る
文
体
で
書
か
れ
た

こ
の
短
い
対
話
編
で
は
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
『
キ
ユ

ロ
ス
の
教
育
』
(
わ
三
O
七

ω
E
o
g
)
の
中
で
描
か
れ
る
キ
ュ
ロ
ス
大
王

と
同
じ
よ
う
に
カ
ト

i
が
理
想
化
さ
れ
、
賢
明
で
人
間
性
に
あ
ふ
れ

る
「
農
夫
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
訳
出
等
に
際
し
て
は
、
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
と
し
て
〕
の
・
H
Y

P)宅
巴
}
(
め
己
・
宅
一
己
μ

円コ可
0

・
2
丘
わ
O
B
B
-
y
h
一のめ「
O
一
hmw汁
O

民
位
同
門

b
m
M自
問
区
間
H

わ
き
佳
江
巳
m
o
E∞
∞
を
使
用
し
、
英
訳

と
し
て
一
宅
・
〉

-Fニの
O

コ
め
吋
に
よ
る

F
c
m
b
版
(
白
山
門
〈
山
三

S
N
ω
)
を

参
照
し
た
。
す
で
に
出
版
さ
れ
た
邦
訳
と
し
て
は
生
活
社
版
・
膏
藤

為
三
郎
訳
(
忌
お
)
、
お
よ
び
岩
波
文
庫
版
・
吉
田
正
通
訳
(
H
8
0
)

が

あ
り
、
両
書
と
も
に
注
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

二
「
老
境
に
つ
い
て
』
本
文
よ
り

ま
ず
キ
ケ
ロ
に
よ
る
友
人
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
へ
の
献
辞
が
あ
る
(
円
l

H
J
ω
)
。
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
(
∞
わ
・
H
S
l
S
)
は
『
友
情
論
』
に
お
い
て

も
キ
ケ
ロ
か
ら
の
献
呈
先
と
さ
れ
て
い
る
友
人
で
あ
り
、
彼
に
宛
て
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た
キ
ケ
ロ
の
書
簡
が
多
数
遺
さ
れ
て
い
る
(
『
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
へ
の

書
簡
』
)
。
キ
ケ
ロ
と
の
友
情
は
幼
少
時
代
に
始
ま
り
、
紀
元
前
回
三

年
に
キ
ケ
ロ
が
亡
く
な
る
ま
で
保
た
れ
た
口
こ
の
冒
頭
の
献
辞
の
中

で
キ
ケ
ロ
は
『
老
境
に
つ
い
て
』
執
筆
時
の
軽
や
か
な
楽
し
さ
を
次

の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
に
と
っ
て
、
こ
の
書
の
執
筆

は
極
め
て
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
老
境
の
煩
わ
し
さ

が
取
り
除
か
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
老
境
が
過
ご
し
ゃ
す
く
さ
ら
に

は
喜
び
に
満
ち
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
哲
学
と
は
、
ど

れ
ほ
ど
称
賛
し
て
も
決
し
て
十
分
足
り
え
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
哲
学
に
従
う
者
は
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
時
期
を
思
い
煩
い
な
く

過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
」
(
円
1
N
)

。

続
い
て
ス
キ
ピ
オ
、
ラ
エ
リ
ウ
ス
と
カ
ト
!
と
の
対
話
が
第
二
章

よ
り
始
ま
る
。
若
い
二
人
は
ま
ず
、
カ
ト

i
が
老
年
を
送
っ
て
い
る

そ
の
高
貴
な
様
に
賛
辞
を
送
る

O
i
l
-
(
ス
キ
ピ
オ
臼
く
)
、
「
マ
ル

ク
ス
・
カ
ト

i
様
、
わ
た
し
は
こ
こ
に
い
る
ガ
イ
ウ
ス
・
ラ
エ
リ
ウ

ス
と
共
に
、
い
つ
い
か
な
る
時
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
関
し
て
あ

な
た
の
秀
で
た
完
壁
な
知
恵
に
驚
嘆
し
て
い
る
の
で
す
が
、
と
り
わ

け
そ
う
思
い
ま
す
の
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
老
境
と
い
う
も
の
が

少
し
も
苦
痛
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
な
の
で
す
」

(
日
?
と
。

i
i
(ラ
エ
リ
ウ
ス
臼
く
)
、
「
わ
た
く
し
ど
も
は
、
も
と

よ
り
老
い
る
こ
と
を
望
み
、
ま
た
欲
し
て
お
り
ま
す
か
ら
に
は
、
ど

の
よ
う
な
心
掛
け
に
よ
れ
ば
次
第
次
第
に
寄
る
年
波
に
い
と
も
た
や

す
く
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
あ
な
た
か
ら
学
ん

で
お
け
れ
ば
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
」
(
口
1
5
0
カ
ト

i
は
答
え

る
。
「
老
境
に
対
す
る
最
も
相
応
し
い
武
器
と
は
、
諸
々
の
徳
に
関

す
る
学
知
と
鍛
練
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
一
生
か
か
っ
て
蓄
え
育
ま
れ

る
な
ら
ば
、
長
く
生
き
幾
多
の
経
験
を
積
ん
だ
人
の
場
合
、
驚
く
べ

き
実
り
を
も
た
ら
す
」
(
ロ
ア
中
)
。
カ
ト
!
は
更
に
続
け
て
、
理
想

的
な
老
人
と
し
て
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
・

ク
ン
ク
タ
ー
ト
ル
の
例
を
引
く
。
マ
ク
シ
ム
ス
は
紀
元
前
二

O
九

年
、
ハ
ン
ニ
パ
ル
に
占
領
さ
れ
て
い
た
イ
タ
リ
ア
南
部
の
町
タ
レ
ン

ト
ゥ
ム
を
、
ゲ
リ
ラ
戦
術
に
よ
り
敵
軍
を
疲
弊
さ
せ
る
こ
と
で
も
っ

て
奪
回
し
、
そ
の
戦
術
の
故
に
「
ク
ン
ク
タ
ー
ト
ル
」
(
引
き
延
ば

し
将
軍
)
の
異
名
を
得
た
知
将
で
あ
る
。
「
彼
は
極
め
て
高
齢
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
の
ご
と
く
戦
留
に
参
加
し
、
少
年
の

よ
う
に
暴
れ
ま
わ
る
ハ
ン
ニ
バ
ル
を
そ
の
忍
耐
で
も
っ
て
鎮
圧
し
た

の
で
あ
る
」
(
〕
〈

lg)。
続
い
て
、
老
境
に
至
り
つ
つ
も
活
躍
を
続

け
、
長
命
を
全
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
知
恵
者
た
ち
の
例
が
挙
げ
ら
れ

る
。
「
平
穏
に
し
て
柔
和
な
老
境
と
は
、
静
け
く
浄
ら
か
に
、
そ
し

て
高
雅
に
過
ご
さ
れ
た
生
涯
の
賜
物
で
あ
る
。
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
(
∞

-n・
お
?
に
∞
)
の
老
境
が
そ
う
で
あ
っ
た

と
言
う
。
彼
は
八
一
歳
に
し
て
な
お
書
を
著
し
つ
つ
死
ん
で
い
っ

た
。
ま
た
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
(
∞
・
ゎ
・
会
。

i
g∞
)
の
老
境
も
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
パ
ン
ア
テ
ナ
イ
コ
ス
」
と
題
し
た
著
書
を
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九
四
歳
で
執
筆
し
た
と
一
一
一
日
っ
て
お
り
、
そ
の
後
な
お
五
年
間
生
き
た

の
で
あ
る
。
ま
た
彼
の
師
、
レ
オ
ン
テ
ィ
ニ
の
人
ゴ
ル
ギ
ア
ス
(
切
・

(
ド
ム
∞
ω
1
ω

ミ
)
は
一

O
七
歳
の
生
涯
を
全
う
し
、
し
か
も
自
ら
の
勉
学

と
著
作
を
止
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
こ
れ
ほ

ど
ま
で
長
く
こ
の
世
に
い
た
い
の
か
と
向
わ
れ
た
と
き
、
彼
は
こ
う

答
え
た
。
〈
わ
た
し
は
自
分
の
老
境
を
と
が
め
る
べ
き
理
由
を
、
ま

っ
た
く
有
し
て
い
な
い
か
ら
〉
と
。
実
に
明
快
な
回
答
で
あ
り
、
学

を
修
め
た
人
物
に
相
応
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
愚
か
な
者
ど
も
こ

そ
、
自
ら
の
悪
徳
や
お
の
れ
の
欠
点
を
老
境
と
い
う
こ
と
に
負
わ
せ

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
か
の
エ
ン
ニ
ウ
ス
(
∞
・
ゎ
-
N
包
l

H

S

、

ラ
テ
ン
文
学
史
上
最
初
の
叙
事
詩
人
)
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な

愚
か
し
い
様
で
は
な
か
っ
た
。

あ
た
か
も
、
か
つ
て
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
競
技
で
し
ば
し
ば
優
勝
し

た
駿
馬
が
、
今
や
老
齢
の
た
め
に
衰
え
た
体
を
憩
わ
せ
て
い
る

が
ご
と
く

二
年
代
記
』
断
片
三
七
回
{
)
五
行
)

彼
は
自
分
の
老
境
を
、
か
つ
て
の
駿
馬
に
し
て
勝
ち
馬
の
老
境
に
な

ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
」
(
〈
l
H
ω
-
E
)

。

次
い
で
こ
れ
よ
り
本
論
に
入
り
、
老
年
が
憐
れ
む
べ
き
も
の
に
思

わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
四
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
一
つ
、

(
気
力
が
衰
え
〕
仕
事
の
遂
行
か
ら
遠
ざ
か
る
。
二
つ
、
肉
体
が
衰

弱
す
る
。
三
つ
、
あ
ら
ゆ
る
快
楽
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
四
つ
、
死
が
近
づ
く
」
(
〈

iE)
。
以
下
、
こ
の
四
項
に
関
し

(
キ
ケ
ロ
)
の
老
年
論
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ

て
カ
ト

i

〉つ。
ま
ず
「
老
齢
は
、
人
を
活
動
的
な
仕
事
か
ら
退
か
せ
る
」
と
い
う

批
判
に
対
し
て
(
〈
円
1
5
j
N
C
)

。
カ
ト

i
は
、
気
力
の
代
わ
り
に
分

別
が
備
わ
る
こ
と
を
も
っ
て
反
駁
す
る
。
「
偉
大
な
事
業
と
い
う
も

の
は
、
腕
力
や
瞬
発
力
や
敏
捷
さ
な
ど
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
思

議
、
威
厳
、
判
断
力
に
よ
っ
て
な
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う

な
適
性
は
老
境
に
あ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
む
し

ろ
増
し
備
わ
っ
て
ゆ
く
も
の
な
の
だ
」
(
〈
ア
ミ
)
。
「
実
に
、
向
こ

う
見
ず
と
は
若
き
青
春
の
な
せ
る
業
、
思
慮
は
老
境
の
賜
物
で
あ

る
」
(
〈
日
i
N
C
)

。

記
憶
力
の
減
退
(
〈
口
l
N
H
)

も
老
化
の
一
現
象
で
あ
る
が
、
カ
ト

i
は
学
び
つ
つ
老
い
ゆ
く
偉
大
な
人
々
の
例
を
挙
げ
て
こ
れ
に
反
駁

す
る
。
ま
ず
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
詩
人
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
(
出

-h-s。ー

色
。
)
の
例
が
引
か
れ
る
。
「
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
は
極
め
て
高
齢
に
到
る

ま
で
悲
劇
を
作
っ
た
。
彼
は
劇
作
へ
の
熱
意
ゆ
え
に
家
庭
の
こ
と
を

蔑
ろ
に
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
、
息
子
た
ち
に
よ
っ
て
裁
き
の
場

に
訴
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
わ
た
し
た
ち
の
習
慣
で
、
家
事

を
取
り
仕
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
両
親
が
、
家
産
の
扱
い
を
禁
ぜ
ら



137キケロの老年論

れ
る
の
が
常
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
を
い
わ
ば
精
神
的
無
能
力
者
と
し

て
、
裁
判
官
た
ち
に
よ
り
家
事
か
ら
退
け
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
す
る
と
こ
の
老
人
は
、
ち
ょ
う
ど
手
に
し
て
い
た
最
新
の
作

品
『
コ
ロ
ノ
ス
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
を
裁
判
官
に
向
か
っ
て
朗
読

し
、
果
し
て
そ
の
詩
が
精
神
的
無
能
力
者
の
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ど

う
か
を
尋
ね
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
詩
の
朗
読
に
よ
っ

て
、
裁
判
官
の
決
議
に
よ
り
彼
は
赦
さ
れ
た
。
で
は
い
っ
た
い
こ
の

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
あ
る
い
は
ホ
メ
ロ
ス
(
紀
元
前
八
世
紀
頃
)
や
へ

シ
オ
ド
ス
(
∞
-h-

一18
1
∞∞
C
)

、
シ
モ
ニ
デ
ス
(
∞
・
(
い
・
印
8

1

怠
∞
)
、
ス

テ
シ
コ
ロ
ス
(
∞
-
h
・8
0

1

8

5

、
ま
た
上
述
の
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ゴ

ル
ギ
ア
ス
、
ま
た
哲
学
者
た
ち
の
大
御
所
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
(
出
-
h
・ω
∞N
1

8
C
)

や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
(
∞
・
(
い
・
怠
C
l
ω
吋

C
)

、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
や
ク
セ

ノ
ク
ラ
テ
ス
(
出
・
わ
ω

ミ
1
2
ω
)

、
ま
た
そ
の
後
の
ゼ
ノ
ン
(
∞
-
h
・ω
ミ
l

N

S

)

や
ク
レ
ア
ン
テ
ス
(
∞
・
(
い
・
ω
ω
C
l
N
ω
H
)

、
あ
る
い
は
お
前
た
ち
も

ロ
!
マ
で
見
か
け
た
で
あ
ろ
う
ス
ト
ア
派
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
(
∞
・
ゎ
・

2

N

l

S

ど
と
い
っ
た
人
々
に
関
し
て
、
老
境
と
い
う
も
の
が
各
々
の

者
の
研
究
意
欲
を
黙
さ
せ
る
よ
う
に
強
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
否
む
し

ろ
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
場
合
に
は
、
熱
意
あ
る
仕
事
の
遂
行

が
そ
の
生
に
伴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
(
〈
口
i
N
N
)

。

さ
ら
に
、
多
く
の
人
々
は
老
齢
に
あ
っ
て
も
な
お
知
の
探
究
を
持
続

す
る
と
さ
れ
、
そ
の
例
と
し
て
ソ
ロ
ン
(
出
-
h
・8
∞
i
g∞
)
が
引
か
れ

る
。
「
例
え
ば
ソ
ロ
ン
は
〈
自
分
は
年
老
い
て
か
ら
、
日
々
向
か
を

学
び
続
け
て
い
る
〉
と
自
作
の
詩
で
誇
ら
か
に
歌
っ
て
い
る
の
を
わ

れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
わ
た
し
も
ま
た
そ
う
し
て
き
た
。
年

老
い
て
か
ら
ギ
リ
シ
ア
文
学
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
長
い
間

の
渇
き
を
癒
そ
う
と
望
む
か
の
よ
う
に
、
A

頁
る
よ
う
に
勉
強
し
た
の

だ
か
ら
」
(
〈
口
l

N

g

。

次
い
で
、
第
二
番
目
の
「
老
齢
に
あ
っ
て
は
肉
体
が
衰
弱
す
る
」

と
い
う
批
判
へ
と
論
題
が
移
行
す
る
(
円
一
円
i
N
?
(
何日
i
ω

∞
)
。
体
力
の

減
退
に
対
し
、
カ
ト

i
は
老
齢
に
あ
っ
て
は
体
力
が
必
ず
し
も
必
要

と
は
さ
れ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
反
駁
す
る
。
「
(
弁
舌
に
あ
っ
て
は
〕

音
声
の
響
く
よ
う
な
調
子
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
知
ら
な
い
が
老
境

に
至
っ
て
か
ら
輝
き
を
放
つ
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
実
に

今
に
到
る
ま
で
失
っ
て
い
な
い
。
:
:
:
静
か
で
落
ち
つ
い
た
語
り
口

こ
そ
老
人
に
は
相
応
し
く
、
雄
弁
な
老
人
の
整
っ
た
穏
や
か
な
話
し

方
は
、
そ
れ
自
体
、
人
が
耳
傾
け
る
よ
う
に
と
促
す
も
の
で
あ
る
」

(只
i
N
∞
)
。
そ
し
て
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
に
登
場
す
る
老
将

ネ
ス
ト
ー
ル
の
例
が
引
か
れ
る
。
「
ホ
メ
ロ
ス
の
中
で
、
ネ
ス
ト
ー

ル
が
頻
繁
に
自
分
の
美
点
に
つ
い
て
公
言
す
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
よ
う
。
実
に
彼
は
三
世
代
以
前
の
人
々
に
も
会
っ
て
い
た
の
だ
。

彼
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
真
実
を
公
言
す
る
以
上
、
あ
ま
り
に
も
大

胆
だ
と
か
、
鏡
舌
だ
と
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
恐
れ
る
必
要
は
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
実
に
、
ホ
メ
ロ
ス
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に

〈
彼
の
舌
か
ら
は
蜜
よ
り
も
甘
い
言
葉
が
流
れ
出
た
〉
(
え
・
「
イ
リ
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一
、
二
回
九
)
だ
が
そ
の
甘
美
さ
を
得
る
た
め
に
、

彼
は
何
ら
肉
体
の
力
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
か
の
ギ
リ

シ
ア
軍
の
総
帥
(
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
)
は
、
ア
イ
ア
ス
(
注
・
ア
キ
レ

ウ
ス
に
次
ぐ
ギ
リ
シ
ア
箪
の
強
者
。
豪
腕
を
も
っ
て
関
こ
え
る
)
に

似
た
者
で
は
な
く
、
ネ
ス
ト
ー
ル
の
よ
う
な
者
を
十
人
で
も
欲
し
い

と
望
ん
で
い
る
(
え
「
イ
リ
ア
ス
」
二
、
三
七
二
)
。
も
し
本
当
に

そ
れ
が
叶
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
ト
ロ
イ
ア
は
す
ぐ
に
も
焔
落
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

(
X
l
ω
己
。
結
局
「
少

年
期
に
は
脆
弱
、
青
年
期
に
は
大
胆
、
壮
年
期
に
は
重
厚
、
そ
し
て

老
年
に
は
円
熟
と
い
う
よ
う
に
、
各
時
期
に
応
じ
、
自
然
に
従
っ
て

身
に
つ
く
も
の
を
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
凶
lω
ど
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
年
齢
に
相
応
し
い
適
性
が
求
め
ら
れ
る
。

続
い
て
威
厳
あ
る
老
年
時
代
を
送
っ
た
人
と
し
て
、
ア
ッ
ピ
ア
街

道
を
建
設
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
紀
元
前
回
(
)
三
世
紀
の
人
ア
ッ
ピ

ウ
ス
@
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
@
カ
エ
ク
ス
の
例
が
引
か
れ
る
。
「
ア
ッ

ピ
ウ
ス
は
富
毘
で
老
齢
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
人
の
屈
強

な
息
子
、
五
人
の
娘
、
あ
れ
ほ
ど
の
大
家
族
、
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
顧

客
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
が
、
あ
た
か
も
弓
の
ご
と
く
に
張

り
詰
め
た
精
神
を
維
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
衰
弱
し
な
が

ら
も
老
齢
に
屈
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の

家
族
た
ち
に
対
し
て
威
厳
の
み
な
ら
ず
、
権
限
を
も
握
っ
て
い
た
。

奴
隷
た
ち
は
彼
を
恐
れ
、
子
供
た
ち
は
彼
を
畏
怖
し
て
い
た
。
皆
が

ア

の
だ
。

彼
を
大
切
に
し
て
い
た
。
こ
の
家
に
は
父
祖
伝
来
の
流
儀
と
規
律
が

保
た
れ
て
い
た
口
も
し
老
境
(
に
あ
る
も
の
〕
が
自
ら
を
保
持
し
、

自
ら
の
権
利
を
保
ち
、
誰
に
も
隷
属
す
る
こ
と
が
な
く
、
息
を
引
き

取
る
ま
で
自
ら
の
領
域
を
治
め
る
な
ら
ば
、
老
齢
と
い
う
も
の
は
貴

い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
ど
こ
か
老
熟
し
た
と
こ
ろ
の
あ

る
若
者
を
尊
重
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
こ
か
若
者
風
の
と
こ
ろ

が
あ
る
老
人
を
尊
重
す
る
。
そ
の
よ
う
な
若
者
気
質
を
追
い
求
め
る

老
人
は
、
確
か
に
肉
体
的
に
は
老
人
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
精

神
に
お
い
て
は
決
し
て
老
い
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
」
(
×
ナ

ω
ご
。
こ
の
章
の
末
尾
で
は
「
常
に
労
作
あ
る
い
は
仕
事
に
打
ち
込

ん
で
生
き
て
い
る
人
は
、
い
つ
老
境
が
忍
び
寄
る
の
か
ま
っ
た
く
気

づ
く
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
生
は
次
第
に
意
識
さ
れ
る
こ

と
も
な
く
老
い
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
打
ち
砕
か
れ

る
よ
う
な
こ
と
な
く
、
時
の
た
つ
に
つ
れ
て
消
え
て
ゆ
く
も
の
な
の

で
あ
る
」
(
)
ハ
ア
お
)
と
述
べ
ら
れ
る
。

第
三
に
「
老
年
期
に
は
快
楽
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
楽
し
み
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
(
)
ハ
ロ
ー

ω
旬
、
}
(
以
〈
口
日

ig)、
カ
ト

i
は
「
快
楽
と
は
人
を
そ
こ
な
う
最
大
の

破
滅
で
あ
る
」
と
す
る
。
「
実
に
、
い
か
な
る
悪
事
、
ど
ん
な
非
行

で
あ
ろ
う
と
も
、
快
楽
に
対
す
る
欲
望
が
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て
な
い

も
の
は
な
い
。
実
に
、
不
義
や
姦
淫
、
ま
た
す
べ
て
そ
の
類
の
破
廉

恥
へ
と
駆
り
立
て
る
の
は
、
快
楽
の
誘
惑
に
他
な
ら
な
い
」
(
)
ロ
ヤ
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ち
)
。
さ
ら
に
カ
ト

i
は
、
老
齢
と
は
人
を
青
年
期
の
誘
惑
か
ら
救

う
働
き
を
持
つ
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
老
齢
に
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。
「
も
し
快
楽
と
い
う
も
の
を
理
性
や
知
恵
で
撃
退
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
老
境
に
対
し
て
大
い
に

感
謝
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
老
境
は
、
な
す
べ
き
で
な
い
こ

と
が
ら
を
好
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
か
ら
で
あ
る
:
:
:
」

(
)
C
H
a
t
-

お
)
。
さ
ら
に
、
老
齢
期
に
は
多
く
の
浄
ら
か
な
喜
び
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
例
え
ば
対
談
の
楽
し
み
、
会
食
の
喜
び
が

挙
げ
ら
れ
る
。
「
わ
た
し
は
会
食
に
お
け
る
喜
び
を
、
肉
体
的
な
快

楽
よ
り
も
友
人
間
の
面
禁
と
懇
話
に
照
ら
し
て
量
る
よ
う
に
し
た
。

実
に
わ
れ
わ
れ
の
先
人
た
ち
は
、
友
人
仲
間
の
く
つ
ろ
い
だ
会
食
に

対
し
て
、
そ
れ
が
生
を
結
び
合
わ
せ
る
働
き
を
持
つ
が
ゆ
え
に
「
共

宴」

(
8コ〈
Z
5
5
)
と
い
う
名
を
与
え
た
の
で
あ
る
」
(
同
口
】
1
8
)
。

次
い
で
、
特
に
老
齢
期
に
お
け
る
性
的
快
楽
の
意
味
に
関
し
て
、

カ
ト

i
は
老
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
例
を
引
く
。
「
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
は
、

あ
る
人
が
年
老
い
た
彼
に
対
し
て
、
ま
だ
情
事
に
関
わ
る
こ
と
が
あ

る
か
ど
う
か
尋
ね
た
と
き
、
答
え
て
〈
と
ん
で
も
な
い
!
わ
た
し

は
実
際
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
言
わ
ば
暴
君
を
避
け
る
よ
う
に
遠
ざ

け
て
い
る
と
こ
ろ
だ
〉
と
言
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
、
そ
う
い
っ
た

類
の
こ
と
ど
も
を
熱
望
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
欠
く
と
い

う
こ
と
は
お
そ
ら
く
厭
わ
し
く
、
ま
た
悩
ま
し
く
も
あ
ろ
う
。
だ
が

現
に
満
た
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
、
飽
き
飽
き
し
て
い
る
者
た
ち
に

は
、
そ
れ
を
享
受
す
る
よ
り
は
欠
い
て
い
る
ほ
う
が
喜
ば
し
い
の

だ
」
(
)
口
〈
ー
ミ
)
。
そ
し
て
老
齢
に
お
け
る
楽
し
み
と
し
て
、
ま
ず

勉
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
こ
れ
ま
で
名
を
挙
げ
て
き
た
人
々
は
み
な
、

老
齢
に
あ
っ
て
も
な
お
各
々
の
学
業
に
熱
中
し
て
い
る
の
を
、
わ
た

し
た
ち
は
見
て
き
た
」
(
×
コ
?
ω
C
)
。
ま
た
農
耕
の
楽
し
み
が
語
ら

れ
、
農
事
に
つ
い
て
多
く
著
し
た
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
書
物
が
推
奨
さ

れ
る
。
「
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
著
作
は
多
く
の
事
柄
に
関
し
極
め
て
有

益
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
を
、
い
ま
君
た
ち
が
お
こ
な
っ
て
い
る

よ
う
に
熱
心
に
読
み
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
お
勧
め
し
た
い
。
家
事
を

い
か
に
扱
う
べ
き
か
を
論
じ
て
い
る
『
家
政
論
」
と
題
さ
れ
た
書
物

の
中
で
、
農
耕
が
、
彼
に
よ
っ
て
な
ん
と
豊
か
に
賛
美
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
」
(
×
〈
口
i

印。)。

最
後
に
、
老
齢
に
は
「
死
が
接
近
す
る
」
と
さ
れ
る
第
四
の
批
判

に
対
し
て
(
凶
円
以
一
1
8
J
Vハリロロ
i

∞ω)
、
カ
ト

i
は
ま
ず
「
死
は
人
生

の
あ
ら
ゆ
る
時
期
に
到
来
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
反
駁
す
る
。
「
第

四
の
理
由
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
年
齢
に
あ
る
者

を
最
も
悩
ま
せ
、
厭
わ
し
い
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

点
、
す
な
わ
ち
死
が
近
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
死
は
老

境
か
ら
遠
く
離
れ
て
あ
り
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
か

く
も
長
い
人
生
の
う
ち
に
、
死
が
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
悟
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
老
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
と

哀
れ
む
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
死
と
は
、
も
し
人
の
霊
魂
を
こ
と
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ご
と
く
消
し
去
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
無
視
し
て
然
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
一
方
ま
た
も
し
霊
魂
を
、
将
来
永
劫
に
落
ち
着
く

べ
き
場
所
へ
と
運
び
去
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
願
い
求
め
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
第
三
の
あ
り
方
と
し
て

は
、
ま
っ
た
く
何
も
考
え
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
死
後

わ
た
し
が
不
幸
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
幸
福
な
の
だ
ろ
う

か
な
ど
と
思
い
悩
む
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
方
、
人
が

ま
だ
若
い
か
ら
と
言
っ
て
、
自
分
は
夕
刻
に
も
生
き
て
い
る
だ
ろ
う

と
確
信
す
る
ほ
ど
に
愚
か
な
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
否
む
し
ろ
若
年

の
者
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
の
年
齢
の
者
よ
り
も
遥
か
に
多
く
死
の
機

会
を
有
し
て
い
る
の
だ
。
若
者
た
ち
は
老
人
よ
り
も
病
に
か
か
り
ゃ

す
く
、
よ
り
重
く
患
い
、
一
層
直
り
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
老
境
に
到

る
者
は
極
め
て
少
な
い
。
も
し
老
齢
に
到
る
者
が
も
っ
と
多
か
っ
た

な
ら
、
人
々
は
も
っ
と
善
い
生
き
方
を
し
、
も
っ
と
餐
明
な
生
活
を

営
む
こ
と
で
あ
ろ
う
に
。
分
別
や
理
性
、
思
患
な
ど
は
老
人
の
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
老
人
が
世
に
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
い
か
な
る
国
家
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
さ

て
、
死
が
老
齢
と
若
年
と
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
た
か

ら
に
は
、
な
ぜ
死
が
老
境
の
み
に
負
わ
さ
れ
る
径
と
言
え
よ
う
か
。

:
と
は
言
え
、
若
者
は
自
分
が
長
く
生
き
る
こ
と
を
期
待
で
き
る

が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
老
人
は
望
み
え
な
い
と
言
わ
れ
る
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
若
者
の
期
待
も
愚
か
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
確
か

な
事
柄
の
代
わ
り
に
不
確
か
な
こ
と
を
、
真
理
の
代
わ
り
に
偽
り
を

選
択
す
る
こ
と
ほ
ど
一
愚
か
し
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

l
lー
で
も
老
人

は
だ
い
た
い
期
待
し
う
る
こ
と
す
ら
持
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
老
人
は
若
者
よ
り
も

善
い
状
況
に
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
若
者
が
期
待
す
る
こ
と
を
老

人
は
す
で
に
成
就
し
て
い
る
か
ら
だ
。
若
者
は
長
く
生
き
た
い
と
望

む
。
老
人
は
も
う
長
ら
く
生
き
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
神
々
よ
、
人

の
世
の
な
ら
わ
し
に
お
い
て
、
何
か
長
い
と
言
え
る
も
の
が
あ
る
だ

ろ
う
か
」
(
)
口
同

i
g
J
S
)
。
こ
こ
か
ら
、
青
年
よ
り
も
老
人
の
方

が
生
に
関
し
て
大
胆
に
な
り
う
る
と
カ
ト

i
は
語
る
。
「
老
年
に
は
、

限
界
と
い
う
も
の
は
何
ら
定
ま
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
職
務
の

遂
行
を
注
意
深
く
果
た
し
う
る
か
ぎ
り
、
な
お
死
を
軽
ん
ず
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
人
は
老
境
に
あ
っ
て
も
立
派
な
生
き
方
が
で
き

る
。
か
く
し
て
老
境
に
あ
る
者
が
若
者
よ
り
も
大
胆
か
つ
屈
強
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
(
阿
凶
i

芯)。

カ
ト

i
に
よ
れ
ば
、
死
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ

る
。
「
全
き
精
神
と
確
か
な
感
覚
と
を
備
え
つ
つ
、
自
然
が
か
つ
て

結
び
合
わ
せ
た
の
と
同
じ
自
ら
の
作
品
を
解
体
す
る
時
、
生
命
は
最

も
善
き
終
駕
を
迎
え
る
。
船
や
家
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
組
み
立
て

た
者
が
最
も
容
易
に
解
体
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
人

間
も
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
自
然
が
最
も
巧
み
に
解
体
さ
せ
る
も
の

(
)
ハ
)
ハ

i

芯
)
。
人
間
に
は
、
死
の
訪
れ
が
何
時
と
分
か
る

な
の
だ
」



も
の
で
は
な
い
。
「
知
恵
者
ソ
ロ
ン
の
銘
が
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、

自
分
の
死
を
友
人
た
ち
が
嘆
き
悲
し
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
望
む
と
言

っ
て
い
る
。
思
う
に
彼
は
、
自
分
が
一
族
の
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
る

こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
だ
。
し
か
し
ど
う
も
、
エ
ン
ニ
ウ
ス
の
方
、
が

優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

誰
も
わ
た
し
を
涙
で
飾
っ
て
く
れ
る
な
。

ま
た
嘆
き
を
も
っ
て
弔
い
を
し
て
く
れ
る
な
。

(
ぐ

285u
断
片
一
七
)

141キケロの老年論

彼
は
、
死
と
は
嘆
か
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
は
死
の
後
に
永
劫
不
滅
が
続
く
か
ら
で
あ
る
。
実
に
、
死

の
意
識
と
い
う
も
の
は
確
か
に
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
特
に

老
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
僅
か
な
時
間
だ
と
忠
わ
れ
る
口
一

方
死
後
の
意
識
と
は
、
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
あ
る
い
は
全
く
の

無
意
識
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
死

を
軽
ん
ず
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
、
若
い
こ
ろ
か
ら
よ
く
よ
く
熟

考
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
省
察
な
し
に
は
、
誰
一

人
平
穏
な
精
神
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
定
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
が
こ
の
日
で
あ
る
と
は
定

ま
っ
て
は
い
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
死
が
あ
ら
ゆ
る
一
刻
一
刻
に
お

い
て
迫
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
恐
れ
て
い
た
の
で
は
、
誰
が
確
固

た
る
精
神
を
保
ち
続
け
ら
れ
ょ
う
か
」
(
)
ハ
)
ハ
ム
ω
J
芯)。

次
い
で
、
死
に
対
し
て
取
り
乱
す
こ
と
の
な
い
よ
う
「
霊
魂
の
不

死
」
を
信
ず
べ
き
こ
と
が
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
お
よ
び
プ
ラ
ト
ン
の
哲

学
、
さ
ら
に
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
著
作
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
(
同
)
ハ
ナ

コJ
M凶
日
l

∞N
)

。
「
霊
魂
が
不
滅
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
優
れ
た

人
の
魂
ほ
ど
不
滅
の
栄
誉
栄
光
を
目
指
し
て
精
進
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
決
し
て
起
こ
り
え
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
に
、
賢
明
な
人
ほ
ど

平
静
な
精
神
で
死
を
迎
え
、
愚
か
な
者
ほ
ど
穏
や
か
な
ら
ぬ
精
神
で

死
に
ゆ
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
よ
り
大
き
く
よ
り
遠
く
ま
で
及

ぶ
見
識
を
持
っ
た
精
神
は
、
自
分
が
よ
り
優
れ
た
も
の
に
向
か
っ
て

旅
立
つ
の
を
知
っ
て
い
る
が
、
視
界
の
曇
っ
た
精
神
に
は
そ
れ
が
見

え
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」

(
同
凶
日
i

忠
弘
ω)
。
カ
ト

i
が
持
つ
将
来
へ
の
希
望
の
力
は
次
の
よ

う
に
し
て
培
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
か
つ
て
多
く
の
学
識
あ
る

人
々
が
し
ば
し
ば
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
註
の
生
を
嘆
く
と
い

う
こ
と
は
わ
た
し
の
心
に
適
わ
な
い
。
ま
た
わ
た
し
は
、
今
ま
で
生

き
て
き
た
こ
と
を
悔
や
む
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
は
、

自
分
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
虚
し
か
っ
た
と
は
思
わ
な
い
よ
う
な
生
き

方
を
し
て
き
た
の
だ
か
ら
。
ま
た
わ
た
し
は
、
わ
が
家
か
ら
で
は
な

く
旅
の
宿
か
ら
出
発
す
る
よ
う
な
心
持
ち
で
、
こ
の
泣
か
ら
退
く
。

な
ぜ
な
ら
、
自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
宿
を
与
え
た
の
は
、
し
ば
し
の
滞

在
の
た
め
で
あ
っ
て
、
定
住
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
わ
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た
し
が
か
の
聖
な
る
諸
々
の
整
の
集
い
、
語
ら
い
の
う
ち
に
進
み
行

く
、
そ
し
て
こ
の
群
衆
と
雑
踏
の
世
か
ら
退
く
、
そ
れ
は
な
ん
と
素

晴
ら
し
い
日
で
あ
ろ
う
こ
と
か
」
(
×
)
ロ
ロ
i

∞
仏
)
。
「
わ
た
し
は
人
間

の
霊
魂
が
不
滅
で
あ
る
と
信
じ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
が
誤
っ
て
い
よ

う
と
も
、
わ
た
し
は
喜
ん
で
こ
の
誤
り
を
お
か
そ
う
。
ま
た
わ
た
し

が
生
き
て
い
る
限
り
、
わ
が
喜
び
と
す
る
こ
の
誤
り
を
奪
い
取
ら
れ

た
く
は
な
い
。
も
し
わ
た
し
が
死
ん
で
、
あ
る
浅
薄
な
哲
学
者
た
ち

が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
何
事
も
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

と
し
よ
う
。
な
ら
ば
一
層
、
わ
た
し
の
こ
う
い
う
思
い
違
い
に
対
し

て
、
か
の
哲
学
者
た
ち
が
峨
笑
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
彼
ら
と
て
死
ぬ
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
な
お
、
も
し
わ

れ
わ
れ
が
不
滅
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お

椙
応
し
い
時
に
こ
の
世
を
去
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら

自
然
は
、
す
べ
て
他
の
こ
と
と
同
様
、
生
命
に
も
限
界
と
い
う
も
の

を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
生
の
老
境
は
、
言
わ
ば
芝
居
の
幕

切
れ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
芝
居
に
飽
き
さ
せ
る

こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
〈
こ
れ
で
十
分
だ
〉
と
い

う
折
り
に
は
」
(
阿
凶
ロ
ヤ
∞
印
)
。

こ
う
し
て
「
以
上
が
、
老
境
に
つ
い
て
わ
た
し
が
述
べ
た
い
と
思

っ
て
い
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
君
た
ち
も
や
が
て
そ
の
老
境
に
到

り
、
か
つ
て
わ
た
し
か
ら
開
い
た
こ
と
が
ら
を
実
際
に
体
験
し
て
確

か
め
ら
れ
ん
こ
と
を
」
(
同
河
口
ア
∞
印
)
と
の
結
語
を
も
っ
て
こ
の
作

口
聞
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
「
老
境
に
つ
い
の
概
要
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
作
品
で

は
キ
ケ
ロ
の
老
年
論
が
、
老
カ
ト
!
の
口
を
借
り
て
実
践
的
な
知
恵

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
老
境
そ
の
も
の
に
関
す
る
著
作
は
意
外
に

珍
し
く
、
こ
の
著
作
は
古
典
と
し
て
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。
そ

こ
に
語
ら
れ
る
「
体
力
の
衰
え
に
は
思
慮
分
別
の
成
熟
を
も
っ
て
対

処
す
べ
し
」
「
老
い
て
な
お
学
び
つ
づ
け
よ
」
「
農
事
に
い
そ
し
み
自

然
と
一
体
た
る
べ
し
」
「
魂
の
不
死
を
信
じ
て
死
の
恐
怖
に
打
ち
勝

て
」
な
ど
の
提
一
一
一
一
口
は
、
現
代
人
に
も
な
お
、
快
適
な
老
年
時
代
を
送

る
た
め
に
有
効
な
ア
ド
バ
イ
ス
た
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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