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レ
オ
ン
・
ド
オ
デ
が
、
ジ
ュ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
の
芸
術
を
指
し
て
、
「
小
さ
さ
の
偉
大
さ
」
と
呼
ん
で

ゐ
る
が
、
そ
の
ジ
ュ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
を
ま
た
、
「
月
並

で
、
し
か
し
て
、
偉
大
」
と
評
し
た
。
こ
の
二
つ
の
「
偉
大
」
と
い
ふ
言
葉
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
評
者
の

「
使
ひ
癖
」
も
現
は
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
が
、
兎
も
角
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
讃
辞
は
、
私
に
、
作
家
の

稟
質
と
い
ふ
問
題
を
考
へ
さ
せ
る
と
同
時
に
、
芸
術
の
本
体
に
つ
い
て
少
し
く
視
野
を
拡
げ
さ
せ
て
く
れ

る
や
う
に
思
ふ
。

　
私
は
、
先
づ
こ
こ
で
、
戯
曲
の
こ
と
に
つ
い
て
語
り
た
い
の
だ
。
さ
て
、
そ
れ
を
始
め
る
に
当
つ
て
、

上
述
の
や
う
な
前
置
き
が
自
然
に
浮
ん
で
来
た
。
こ
れ
は
畢
竟
、
私
自
身
が
、
戯
曲
作
家
と
し
て
、
絶
え

ず
自
分
の
仕
事
の
上
に
も
つ
希
望
と
疑
ひ
か
ら
出
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
更
に
、
公
平
な

立
場
か
ら
、
と
い
ふ
意
味
は
、
一
個
の
芸
術
愛
好
家
と
し
て
の
見
地
か
ら
、
文
学
の
一
様
式
た
る
戯
曲
の

地
位
が
、
「
文
学
的
標
準
」
に
於
て
、
他
の
様
式
、
例
へ
ば
小
説
に
比
し
て
、
遥
か
に
「
卑
い
」
と
い
ふ

概
念
を
肯
定
し
、
し
か
も
、
そ
の
概
念
に
、
理
論
と
し
て
一
応
の
反
駁
を
加
へ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
戯
曲
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
一
つ
の
観
方
が
あ
る
。
　
　
そ
れ
は
、
文
学
の
一
様
式
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
文
学
的
規
範
の
う
ち
に
、
他
の
諸
様
式
と
同
一
角
度
か
ら
の
批
判
に
堪
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
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の
で
あ
り
、
小
説
を
計
る
尺
度
は
直
ち
に
戯
曲
を
律
す
る
尺
度
で
あ
つ
て
差
支
へ
な
い
と
す
る
も
の
、
即

ち
、
上
演
に
よ
つ
て
生
じ
る
効
果
、
又
は
、
舞
台
化
を
想
像
し
て
の
価
値
は
、
お
の
づ
か
ら
別
で
あ
つ
て
、

そ
れ
は
、
文
学
と
し
て
の
戯
曲
批
評
の
圏
外
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
議
論
は
、
文
学
の
純
粋
性
を
飽
く
ま
で
も
高
め
育
く
む
上
に
於
て
、
た
し
か
に
熱
情
に
富
む
態
度

で
あ
る
が
、
一
方
こ
れ
と
や
や
異
つ
た
観
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
戯
曲
を
文
学
の
一
様
式
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
に
反
対
は
し
な
い
が
、
「
戯
曲
文
学
」
は
、
要

す
る
に
、
「
詩
文
学
」
で
も
、
「
小
説
文
学
」
で
も
な
い
の
で
あ
つ
て
、
戯
曲
を
計
る
の
に
、
小
説
を
律

す
る
尺
度
を
以
て
す
る
こ
と
は
凡
そ
意
味
を
な
さ
ず
、
従
つ
て
、
戯
曲
批
評
な
る
も
の
は
、
そ
の
戯
曲
の

上
演
、
即
ち
舞
台
化
の
創
造
的
全
面
を
予
想
し
得
な
け
れ
ば
、
断
じ
て
成
立
た
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ

に
の
み
、
所
謂
、
文
学
的
価
値
の
問
題
が
悉
く
含
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

　
こ
の
議
論
は
、
私
に
云
は
せ
れ
ば
、
文
学
の
多
様
性
を
徹
底
的
に
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
十
分
注
意

に
値
し
、
且
つ
、
演
劇
芸
術
の
進
化
と
独
立
の
た
め
に
、
誠
に
気
強
い
態
度
で
あ
る
が
、
果
し
て
、
さ
う

云
ひ
き
る
こ
と
が
「
必
要
」
で
あ
る
か
ど
う
か
。

　
そ
こ
で
、
再
び
、
本
文
の
前
置
き
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
ジ
ュ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
が
、
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
の
戯
曲
（
芸
術
）
を
評
し
て
、
「
月
並
で
、
し
か
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し
て
、
偉
大
」
と
云
つ
た
意
味
は
、
察
す
る
に
、
彼
れ
エ
ド
モ
ン
・
ロ
ス
タ
ン
は
、
「
小
説
家
ル
ナ
ア
ル
」

の
眼
か
ら
は
「
月
並
」
で
あ
り
、
「
劇
詩
人
ル
ナ
ア
ル
」
の
眼
か
ら
は
「
偉
大
」
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
、
仏
蘭
西
劇
壇
の
巨
星
ロ
ス
タ
ン
の
芸
術
は
、
文
学
一
元
論
者
の
前
で
は
、
そ
の
価
値
の

大
部
を
失
ひ
、
戯
曲
至
上
主
義
者
の
前
で
、
初
め
て
そ
の
文
学
的
光
芒
を
放
つ
の
で
あ
ら
う
か
？

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
仏
蘭
西
の
文
壇
に
於
て
さ
へ
も
、
当
時
ル
ナ
ア
ル
の
如
き
「
ロ
ス
タ
ン
評
」
を
数

多
く
見
か
け
な
い
事
実
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ス
タ
ン
は
、
「
偉
大
な
」
芸
術
家
で
あ

る
と
奉
る
も
の
、
「
月
並
な
」
作
家
に
す
ぎ
ぬ
と
断
ず
る
も
の
、
こ
の
二
つ
の
党
派
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
立

し
て
相
降
ら
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
一
例
を
も
つ
て
し
て
も
、
戯
曲
批
評
の
角
度
乃
至
観
点
に
、
ど
こ
か
「
曖
昧
さ
」
を
感
じ
な
い
も

の
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
が
、
そ
れ
も
、
ま
だ
、
幸
ひ
に
し
て
仏
蘭
西
の
如
く
、
戯
曲
が
常
に
舞
台
を
通
じ

て
発
表
さ
れ
、
作
者
の
創
造
が
作
者
の
欲
す
る
俳
優
に
よ
つ
て
遺
憾
な
く
評
者
の
前
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

る
場
合
な
ら
兎
も
角
、
わ
が
国
に
於
て
は
、
少
数
の
例
外
を
除
き
、
多
く
の
新
作
戯
曲
が
、
殆
ん
ど
す
べ

て
、
活
字
の
み
に
よ
つ
て
世
に
問
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
状
態
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
「
曖
昧
さ
」
が
、
一

層
痛
切
に
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
し
ば
ら
く
、
「
偉
大
」
な
ど
と
い
ふ
言
葉
を
差
控
へ
よ
う
。
今
日
、
何
人
と
雖
も
ル
ナ
ア
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ル
流
に
、
「
月
並
で
、
し
か
し
て
、
達
者
な
」
脚
本
作
家
を
、
現
在
の
日
本
に
於
て
二
三
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
家
は
、
そ
の
「
月
並
さ
」
の
た
め
に
、
所
謂
、
「
文
学
的
批
評
」

の
圏
外
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
、
必
ず
し
も
不
当
と
は
思
は
ぬ
。
何
故
な
ら
、
そ
の
「
月
並

さ
」
は
卑
俗
に
近
く
、
そ
の
「
達
者
さ
」
は
、
多
く
「
職
業
的
熟
練
」
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
月
並
で
、
し
か
し
て
、
優
れ
た
」
戯
曲
を
、
わ
が
文
壇
の
批
評
家
は
見
逃
が
し

て
は
ゐ
な
い
だ
ら
う
か
。
し
か
も
、
そ
の
優
れ
た
部
分
こ
そ
、
戯
曲
の
た
め
に
、
「
月
並
で
」
あ
る
こ
と

を
さ
へ
幾
分
救
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
こ
の
観
方
か
ら
、
「
戯
曲
文
学
」
の
領
域
が
開
け
て
来
る
の
だ
と
思
ふ

が
、
ど
う
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
、
か
う
い
ふ
と
、
私
は
、
前
に
述
べ
た
「
戯
曲
至
上
主
義
者
」
の
仲
間
と
見
ら
れ
る
惧
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
に
断
つ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
、
理
想
か
ら
云
へ
ば
、
小
説
と
戯
曲
と

は
、
同
じ
尺
度
を
も
つ
て
計
る
べ
き
だ
と
い
ふ
意
見
に
、
私
は
賛
成
し
た
い
こ
と
だ
。

　
こ
れ
は
つ
ま
り
、
人
間
の
感
受
性
が
、
極
度
に
発
達
し
て
ゐ
れ
ば
、
「
言
葉
」
の
芸
術
は
、
帰
す
る
と

こ
ろ
、
単
一
な 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

に
到
達
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
小
説
的
価
値
と
戯
曲
的
価
値
と
は
、
微
々
た
る
形

式
の
限
界
を
越
え
て
、
叡
智
の
あ
ら
ゆ
る
襞
に
作
用
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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こ
れ
を
、
逆
に
考
へ
れ
ば
、
最
も
純
粋
且
つ
豊
富
な
文
学
的
作
品
は
、
そ
の
頂
点
に
於
て
、
一
切
の
類

型
を
超
越
し
た
「
美
」
の
創
造
を
企
て
て
ゐ
る
。

　
小
説
だ
、
戯
曲
だ
と
騒
ぐ
の
は
、
抑
も
末
の
末
だ
。

　
悲
し
い
哉
、
私
は
、
ま
だ
、
文
学
に
対
し
て
、
そ
れ
程
の
野
心
は
も
て
な
い
。
そ
こ
で
、
小
説
だ
、
戯

曲
だ
と
騒
ぐ
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
あ
、
そ
こ
ま
で
突
き
つ
め
て
考
へ
な
い
ま
で
も
、
既
に
、
こ
れ
ま
で
の

経
験
に
於
て
、
甚
だ
「
戯
曲
的
」
な
る
戯
曲
、
必
ず
し
も
優
れ
た
戯
曲
で
な
く
、
甚
だ
「
小
説
的
」
な
る

小
説
、
必
ず
し
も
芸
術
的
価
値
あ
り
と
は
云
へ
な
い
こ
と
を
気
づ
い
て
ゐ
る
し
、
殊
に
、
意
外
と
も
云
ふ

べ
き
は
、
嘗
て
あ
る
小
説
の
朗
読
を
聴
い
て
、
私
は
、
す
ば
ら
し
い
「
戯
曲
的
」
感
動
を
し
み
じ
み
と
味

つ
た
記
憶
が
あ
る
。

　
そ
し
て
、
更
に
、
声
を
大
に
し
て
云
ひ
た
い
こ
と
は
、
古
来
、
東
西
の
戯
曲
作
家
を
通
じ
、
そ
の
作
品

の
芸
術
的
高
さ
を
以
て
論
じ
る
な
ら
、
こ
れ
を
純
然
た
る
「
戯
曲
」
と
し
て
み
る
時
に
於
て
す
ら
、
大
多

数
の
専
門
戯
曲
作
家
は
、
小
数
の
小
説
家
兼
戯
曲
作
家
に
、
遠
く
及
ば
な
い
事
実
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
少
し
、
小
説
家
の
肩
を
持
ち
す
ぎ
た
や
う
だ
。

　
誰
で
も
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
、
小
説
は
一
人
で
読
む
も
の
で
あ
り
、
戯
曲
は
多
数
に
見
せ

る
も
の
だ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
小
説
は
、
い
く
ら
「
高
踏
的
」
で
も
か
ま
は
な
い
が
、
戯
曲
は
、
あ
る
程
度
ま
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で
「
普
遍
性
」
を
も
つ
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
従
つ
て
こ
の
二
つ
の
も
の
を
、
芸
術
的
深
遠
さ
乃
至
潔

癖
さ
に
於
て
比
較
す
る
こ
と
は
、
元
来
無
理
で
あ
る
　
　
と
。

　
し
か
し
、
私
は
、
戯
曲
を
多
勢
に
見
せ
る
も
の
と
限
る
因
襲
的
見
解
に
服
し
難
い
。
こ
こ
に
少
々
贅
沢

な
演
劇
愛
好
者
が
ゐ
て
、
自
分
一
人
が
見
物
す
る
た
め
の
劇
場
を
設
備
し
、
自
分
一
人
の
た
め
に
俳
優
を

傭
つ
て
、
静
か
に
幕
を
あ
げ
さ
せ
る
こ
と
が
、
果
し
て
不
可
能
だ
ら
う
か
。

　
こ
れ
は
、
だ
が
、
譬
へ
で
あ
る
。
私
の
云
は
う
と
す
る
こ
と
は
、
さ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
上
演
の
望

み
が
な
い
や
う
な
戯
曲
も
、
あ
る
種
の
「
読
者
」
を
も
つ
こ
と
に
依
つ
て
、
立
派
に
、
「
戯
曲
的
生
命
」

を
伝
へ
得
る
磯
会
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。

　
随
分
廻
り
く
ど
い
こ
と
を
並
べ
て
来
た
が
、
い
よ
い
よ
、
本
論
に
は
ひ
る
こ
と
に
す
る
。

　
戯
曲
を
文
学
と
し
て
読
む
場
合
に
、
作
者
の 

幻  

象 

イ
メ
エ
ジ

が
、
そ
の
ま
ま
読
者
の
幻
象
と
な
り
得
る
こ
と
を
、

戯
曲
作
家
と
雖
も
、
小
説
作
家
と
等
し
く
期
待
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
戯
曲
作
家
は
、
普
通
、
「
舞
台
を

頭
に
置
い
て
ゐ
る
」
と
云
ふ
が
、
こ
れ
が
、
「
舞
台
な
ど
頭
に
置
い
て
ゐ
な
い
」
読
者
、
乃
至
批
評
家
の

気
に
入
ら
ぬ
と
こ
ろ
ら
し
い
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
手
前
味
噌
は
意
に
か
け
な
い
方
が
よ
ろ
し
い
。
万
一

「
舞
台
」
を
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
、
面
白
く
な
い
や
う
な
戯
曲
が
あ
れ
ば
、
「
舞
台
」
を
頭
に
お
い
て
も

面
白
く
な
い
に
極
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
た
だ
、
「
舞
台
」
と
い
ふ
言
葉
を
、
「
戯
曲
の
世
界
」
又
は
、
「
戯
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曲
の
時
間
的
空
間
的
生
命
」
と
い
ふ
意
味
に
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
別
だ
。
つ
ま
り
、
さ
う
な
る
と
、

劇
場
や
俳
優
は
問
題
で
な
く
、
作
家
の
観
察
と
想
像
が
描
き
出
す
物
語
の
一
場
面
を
、
記
憶
と
連
想
に
よ

つ
て
立
体
化
し
、
耳
と
眼
の
仮
感
に
ま
で
歴
々
と
訴
へ
得
る
能
力
、
こ
れ
さ
へ
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
戯
曲
で

も
、
隅
々
ま
で
わ
か
る
道
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
一
脈
の
生
命
感
を
と
ら
へ
得
た
ら
、
そ
の
戯

曲
は
、
読
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
当
り
前
の
こ
と
の
や
う
だ
が
、
実
際
は
、
な
か
な
か
、
こ
れ
だ
け
の
仕
事
が
、
相
当
の
修
業
（
？
）
を

必
要
と
す
る
の
で
、
第
一
に
多
く
の
読
者
に
欠
け
て
ゐ
る
の
は
、
記
憶
の
集
中
と
、
耳
を
通
じ
て
感
じ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
心
理
的
リ
ズ
ム
の
キ
ャ
ッ
チ
だ
。

　
小
説
の
鑑
賞
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
、
印
象
の
継
続
か
ら
成
立
つ
が
、
戯
曲
の
鑑
賞
は
印
象
の
積
み

重
ね
で
あ
る
。

　
翻
つ
て
、
現
在
の
わ
が
戯
曲
壇
を
顧
み
て
み
よ
う
。

　
私
は
、
今
ま
で
、
戯
曲
批
評
に
対
す
る
意
見
ら
し
い
も
の
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
多
く
の
戯

曲
作
家
　
　
殊
に
、
こ
れ
か
ら
世
に
出
よ
う
と
す
る
人
々
と
共
に
、
私
自
身
も
亦
、
更
め
て
取
上
げ
る
べ

き
問
題
な
の
だ
。

　
今
日
、
新
し
い
戯
曲
に
関
心
を
も
つ
人
々
は
、
異
口
同
音
に
、
か
う
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
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「
昨
日
ま
で
の
戯
曲
は
、
あ
ま
り
に
も
文
学
的
で
あ
つ
た
。
今
日
以
後
の
戯
曲
は
、
よ
り
舞
台
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
。

　
固
よ
り
、
新
し
い
戯
曲
に
志
す
ほ
ど
の
人
々
は
、
既
成
俳
優
の
舞
台
に
何
等
期
待
を
も
ち
得
ぬ
こ
と
は

云
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
云
ふ
舞
台
と
は
、
よ
り
理
想
的
な
、
よ
り
自
由
な
舞
台
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と

は
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
、
「
文
学
的
」
で
あ
る
こ
と
が
、
「
舞
台
的
」
で
な
い
と
い
ふ
宣
言

に
は
、
可
な
り
は
つ
き
り
し
た
条
件
を
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
即
ち
、
「
文
学
的
」
と

は
、
狭
い
意
味
に
於
て
で
あ
り
、
「
舞
台
的
」
と
は
、
新
し
い
意
味
に
於
て
で
あ
る
と
い
ふ
条
件
だ
。

　
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、
今
日
ま
で
の
戯
曲
が
、
少
し
も
、
広
い
意
味
に
於
て
「
文
学
的
」
で
あ
つ
た
と
は

考
へ
ら
れ
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
所
謂
、
「
文
学
的
戯
曲
」
の
中
に
も
、
旧
い
意
味
で
は
、
「
舞
台
的
」

で
あ
り
す
ぎ
た
も
の
さ
へ
決
し
て
少
く
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

　
私
の
考
へ
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
戯
曲
が
、
そ
の
文
学
性
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り
「
舞
台

的
」
に
進
化
の
道
を
辿
る
以
外
、
演
劇
は
遂
に
滅
び
る
運
命
に
あ
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
演
劇
を
文
学
に
従

属
さ
せ
よ
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
寧
ろ
演
劇
が
、
文
学
の
領
域
を
拡
大
さ
せ
、
文
学
に
於
け
る
戯
曲
の

分
野
を
、
豊
饒
に
し
、
且
つ
、
多
彩
な
ら
し
め
る
、
貴
重
な
、
そ
し
て
、
伝
統
的
な
る
役
割
を
継
続
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
最
後
の
問
題
と
し
て
、
多
く
の
戯
曲
が
、
殊
に
、
わ
が
国
現
代
の
所
謂
芸
術
的
新
戯
曲
が
、

何
故
に
、
文
学
的
レ
ベ
ル
に
於
て
、
平
均
、
小
説
の
下
位
に
あ
る
か
と
い
ふ
機
微
な
点
を
暴
い
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
小
説
は
、
古
来
、
わ
が
国
で
も
、
既
に
幾
人
か
の
巨
匠
を
生
み
、
そ
の
光
輝
あ
る
伝
統
は
、

十
分
に
、
現
代
の
中
に
育
つ
て
ゐ
る
。
然
る
に
、
戯
曲
の
方
面
で
は
、
舞
台
の
偏
質
的
発
達
と
共
に
、
そ

の
伝
統
は
、
外
国
文
学
の
移
入
に
よ
つ
て
中
断
さ
れ
、
現
代
の
新
戯
曲
壇
は
、
文
学
的
に
栄
養
不
良
の

「
親
無
し
子
」
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
こ
れ
は
屡
々
云
つ
た
通
り
、
優
れ
た
現
代
演
劇
の
な
い
国
に
、
優
れ
た
劇
作
家
の
出
る
筈
は

な
く
、
偉
大
な
才
能
は
ま
た
偉
大
な
自
己
愛
護
者
で
あ
る
か
ら
、
名
優
の
出
演
望
み
難
き
現
代
劇
な
ど
書

く
よ
り
も
、
小
説
を
書
い
て
、
直
接
そ
の
価
値
を
世
に
問
ふ
こ
と
に
、
満
身
の
熱
情
を
燃
え
立
た
せ
る
の

で
あ
る
。

　
第
三
に
、
余
程
、
偶
然
の
機
会
に
、
戯
曲
的
表
現
に
興
味
を
覚
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
大
概
の
作
家

志
望
者
は
、
文
学
的
野
心
の
対
象
を
、
分
野
の
広
い
、
好
い
お
手
本
の
あ
る
小
説
に
向
け
、
教
養
の
高
ま

る
に
つ
れ
て
、
ま
た
、
自
信
が
つ
け
ば
つ
く
ほ
ど
、
標
準
の
低
い
戯
曲
か
ら
は
絶
縁
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ

る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
文
学
的
稟
質
の
稀
薄
な
、
そ
れ
で
ゐ
て
、
徒
ら
に
名
誉
心
の
強
い
青
年
が
誤
つ
て
文
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学
雑
誌
な
ど
読
み
耽
り
、
偶
々
素
人
劇
団
の
舞
台
で
も
見
て
歩
く
と
、
す
ぐ
に
書
い
て
み
た
く
な
る
の
は
、

「
自
分
た
ち
が
喋
る
や
う
に
書
け
れ
ば
い
い
ら
し
い
」
戯
曲
な
の
だ
。

　
第
四
に
…
…
。
も
う
こ
れ
く
ら
ゐ
で
よ
か
ら
う
。
こ
ん
な
こ
と
を
い
く
ら
云
つ
て
み
て
も
愉
快
ぢ
や
な

い
。
そ
れ
よ
り
、
実
は
、
か
く
の
如
き
情
勢
の
う
ち
か
ら
、
や
は
り
、
優
れ
た
戯
曲
作
家
が
、
こ
れ
か
ら

は
、
少
く
と
も
、
出
て
来
て
出
て
来
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
ふ
希
望
を
、
私
は
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

　
や
や
予
言
め
く
が
、
か
の
、
ト
オ
キ
イ
の
出
現
は
な
に
よ
り
も
、
そ
の
機
運
を
促
進
さ
せ
る
の
で
は
な

い
だ
ら
う
か
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
翻
訳
劇
の
埋
め
合
せ
を
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
さ
て
ま
た
、
こ
の
辺
で
あ
と
戻
り
を
し
よ
う
。

　
私
は
、
こ
の
文
章
の
中
で
、
し
き
り
に
、
「
文
学
的
」
と
い
ふ
言
葉
を
用
ひ
た
。
こ
と
に
よ
る
と
誤
解

を
招
く
と
思
ふ
か
ら
、
も
う
一
度
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
の
議
論
を
進
め
て
行
か
う
。

　
早
速
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
が
、
仏
蘭
西
十
七
世
紀
の
大
作
家
に
、
ボ
ッ
ス
ュ
エ
と
い
ふ
博
学
な
坊

さ
ん
が
あ
る
。
こ
の
坊
さ
ん
は
、
職
業
柄
、
そ
の
書
く
も
の
は
、
文
学
と
し
て
類
の
少
い
「
弔
詞
」
と
い

ふ
形
式
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
仏
蘭
西
古
典
文
学
の
傑
作
で
あ
る
。

　
こ
の
「
弔
詞
」
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
小
説
よ
り
も
、
戯
曲
に
近
く
、
誠
に
ル
イ
十
四
世
時
代
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の
「
演
劇
時
代
」
を
思
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
若
し
、
戯
曲
の
中
の
、
更
に
特
殊
な
一
形
式
に
結

び
つ
け
れ
ば
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
「  

独    

白  

モ
ノ
ロ
オ
グ

」
な
の
で
あ
る
。
ラ
シ
イ
ヌ
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
有
名
な

「  
長    
白  

チ
イ
ラ
ア
ド

」
も
亦
、
こ
れ
に
髣
髴
た
る
も
の
が
あ
る
と
云
へ
よ
う
。

　
ま
た
、
同
じ
時
代
の
、
卓
抜
な
閨
秀
作
家
、
ド
・
セ
ヴ
ィ
ニ
エ
夫
人
の
同
著
作
は
、
悉
く
こ
れ
、
「
書

簡
」
で
あ
る
。
彼
女
の
娘
に
宛
て
た
惻
々
た
る
母
の
声
だ
。
舞
台
的
独
白
の
一
見
本
だ
。

　
こ
れ
ら
の
二
作
家
は
、
何
れ
も
、
そ
の
文
学
的
稟
質
に
於
て
必
ず
し
も
「
戯
曲
家
の
息
ス
ツ
フ
ル」
を
感
じ
さ
せ

る
と
は
云
へ
な
い
が
、
偶
々
、
か
く
の
如
き
特
殊
な
形
式
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
戯
曲
的
」
領
域

に
ま
で
、
そ
の
才
能
の
一
端
を
光
ら
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
「
書
簡
」
を
通
じ
て
み
た
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
や
、
夏
目
漱
石
な
ど
に
な
る
と
、
そ
の

文
体
の
も
つ
リ
ズ
ム
が
、
「
戯
曲
的
な
」
何
も
の
を
も
感
じ
さ
せ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
却
つ

て
、
「
小
説
的
」
な
事
象
の
把
握
が
目
立
つ
て
来
る
。

　
そ
し
て
、
極
端
な
例
に
な
る
と
、
名
小
説
家
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
の
「
戯
曲
」
な
る
も
の
が
、
「
戯
曲
的
」

に
、
申
分
な
く
「
月
並
な
」
も
の
で
あ
り
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
傑
作
「
盲
目
物
語
」
が
、
そ
の
「
独
白
」

と
い
ふ
戯
曲
に
近
き
形
式
に
拘
は
ら
ず
、
意
識
的
に
も
せ
よ
、
見
事
に
「
戯
曲
的
」
な
分
野
か
ら
離
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
私
は
、
ひ
そ
か
に
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
「
戯
曲
的
表
現
」
を
生
む
作
家
の
稟
質
と
い
ふ
も
の

は
、
「
小
説
的
表
現
」
を
生
む
そ
れ
と
、
同
時
に
、
裏
表
の
関
係
で
一
作
家
の
う
ち
に
存
在
し
、
あ
る
作

家
は
、
主
に
そ
の
一
面
を
、
ま
た
あ
る
作
家
は
他
の
面
を
育
て
上
げ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

そ
の
両
面
に
挟
ま
れ
た
部
分
が
、
創
造
的
中
枢
の
働
き
を
す
る
一
個
の
詩
的
精
神
に
違
ひ
な
い
の
だ
。

　
こ
の
ナ
イ
ィ
ヴ
な
比
喩
を
、
思
ひ
切
つ
て
、
も
う
少
し
敷
衍
さ
せ
て
貰
ふ
。

　
こ
の
両
面
は
、
文
学
的
活
動
の
総
て
の
面
で
は
な
い
が
、
や
や
対
蹠
的
な
位
置
に
あ
る
も
の
で
、
そ
の

活
動
期
は
、
自
然
に
委
す
時
は
、
作
家
の
年
代
に
応
じ
て
、
「
小
説
面
」
が
先
へ
、
「
戯
曲
面
」
が
や
や

後
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
前
に
述
べ
た
創
造
中
枢
の
訓
練
が
、
先
づ
「
抒
情
詩
の
面
」

を
通
じ
て
行
は
れ
、
次
で
、
小
説
の
面
と
い
ふ
順
序
を
踏
む
の
が
普
通
で
あ
り
、
戯
曲
の
面
は
最
も
複
雑

で
殻
が
固
い
と
い
ふ
や
う
な
理
由
か
ら
、
そ
の
面
を
通
じ
て
は
、
余
程
の
天
才
か
、
文
学
的
壮
年
期
に
達

し
た
作
家
で
な
い
限
り
、
内
に
あ
る
も
の
を
滲
み
出
さ
せ
、
外
に
あ
る
も
の
を
吸
収
す
る
こ
と
が
困
難
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
方
の
凡
庸
な
才
能
は
、
若
年
に
し
て
い
き
な
り
戯
曲
に
手
を
染
め
た
が
最
後
、

た
だ
、
そ
の
面
の
処
理
と
飾
り
立
て
に
忙
殺
さ
れ
、
遂
に
、
僅
か
で
も
あ
つ
た
文
学
的
創
造
の
芽
を
、
む

ざ
む
ざ
枯
ら
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
項
の
結
論
を
急
げ
ば
、
年
少
に
し
て
文
学
に
志
す
も
の
は
、
先
づ
抒
情
詩
の
面
に
熱
情
を
集
中
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す
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
偶
々
、
こ
れ
を
飛
び
越
え
て
、
小
説
の
面
に
興
味
が
触
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
ま
だ
、
多
少
の
「
背
伸
び
」
に
よ
つ
て
、
「
小
説
ら
し
き
も
の
」
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
万
一
、
二
十
歳
に
し
て
戯
曲
に
傾
倒
し
、
自
ら
、
筆
を
執
ら
う
と
す
る
も
の
が
あ
つ
た

ら
、
先
づ
、
天
才
の
折
紙
を
つ
け
て
貰
は
な
く
て
は
、
危
険
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
戯
曲
家
的
稟
質
の
成
長
は
、
想
像
よ
り
も
観
察
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
か

ら
で
あ
る
。

　
こ
の
一
文
は
、
「
戯
曲
及
び
戯
曲
作
家
に
つ
い
て
」
時
評
的
な
感
想
を
纏
め
る
の
が
目
的
で
あ
つ
た
が
、

徒
ら
に
、
空
言
を
弄
し
た
傾
き
が
な
い
で
も
な
い
。
殊
に
、
読
み
返
し
て
み
て
気
に
な
る
の
は
、
聊
か
傍

若
無
人
な
八
つ
当
り
だ
。
読
む
人
に
よ
つ
て
は
滑
稽
で
あ
ら
う
が
、
私
は
、
こ
の
蕪
雑
な
感
想
を
、
将
に

興
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
新
戯
曲
時
代
の
た
め
に
「
捧
げ
」
た
つ
も
り
だ
。

「
月
並
で
、
し
か
し
て
、
偉
大
」
な
戯
曲
が
一
つ
で
も
出
て
く
れ
れ
ば
、
私
は
、
黙
つ
て
引
退
ら
う
。

（
一
九
三
二
・
六
）
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