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ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
伝
記
を
書
く
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
そ
こ
に
逆
説
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
自
伝
的
性
格
を
も
つ
数
多
く
の
著
作
を

残
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
旅
行
記
（『
東
方
紀
行
』、『
ロ
ー

レ
ラ
イ
』）、
幼
年
期
の
思
い
出
、
パ
リ
近
郊
と
パ
リ
の
遍
歴
記
（「
塩
密

輸
人
た
ち
」、「
粋
な
放
浪
生
活
」、『
十
月
の
夜
』、「
シ
ル
ヴ
ィ
」、「
散
策

と
回
想
」）
そ
し
て
最
も
重
要
な
告
白
で
あ
る
「
オ
ー
レ
リ
ア
」
の
作
品

が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
八
五
四
年
に
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
・
ミ
ル
ク
ー
ル
が
ジ

ェ
ラ
ー
ル
の
最
初
の
伝
記
を
書
き
、
続
い
て
数
多
く
の
伝
記
作
者
が
こ
れ

ら
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
作
品
か
ら
、
特
に
恋
愛
に
関
わ
る
部
分
を
借
用
し
た
の

だ
っ
た
。
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス
は
、
自
分
自
身
の
足
で
『
東
方
紀
行
』
の

語
り
手
が
結
婚
を
も
く
ろ
ん
だ
ド
ル
ー
ズ
教
徒
の
娘
サ
レ
マ
の
足
跡
を
辿

っ
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
ま
で
足
を
運
ぶ
こ
と
さ
え
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
と
い
う
生
身
の
人
間
が
レ
バ
ノ
ン
で
結
婚
願
望

を
抱
い
た
確
か
な
保
証
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
と
「
シ
ル
ヴ

ィ
」
に
出
て
く
る
内
気
な
恋
人
を
混
同
し
て
は
い
な
い
か
。
作
家
が
一
人

称
の
「
私
」
を
用
い
て
物
語
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
作
家
は
現
実
生
活

を
自
由
に
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
文
学
を
文
学

た
ら
し
め
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
の
だ
が
。

ア
リ
ス
チ
ー
ド
・
マ
リ
ー
に
し
て
も
、
ピ
エ
ー
ル
・
ガ
ス
カ
ー
ル
に
し

て
も
、
ピ
エ
ー
ル
・
プ
チ
フ
ィ
ス
に
し
て
も
、
信
用
に
値
す
る
エ
ド
ゥ
ア

ー
ル
・
ペ
ル
ー
ゼ
さ
え
も
、
人
生
を
語
ろ
う
と
す
る
者
を
魅
了
す
る
ネ
ル

ヴ
ァ
ル
作
品
の
幻
惑
に
抗
え
な
か
っ
た
の
だ）

1
（

。〈
プ
レ
イ
ア
ー
ド
叢
書
〉

の
旧
『
全
集
』
の
監
修
者
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
リ
シ
ェ
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、

神
秘
学
に
偏
り
す
ぎ
て
、
全
体
像
を
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
た
。

以
下
の
一
例
を
見
れ
ば
、
我
々
が
危
惧
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

伝
記
作
者
の
ピ
エ
ー
ル
・
プ
チ
フ
ィ
ス
の
誠
実
な
記
述
に
よ
る
と）

2
（

、

ま
え
が
き
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ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
年
若
い
母
が
病
弱
だ
っ
た
の
で
、
幼
い
彼
は
ロ
ワ

ジ
ー
の
乳
母
の
も
と
に
預
け
ら
れ
た
。
モ
ル
ト
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
近

く
の
集
落
だ
っ
た
。﹇
…
…
﹈

幼
子
は
、
善
良
な
農
家
の
娘
の
つ
つ
ま
し
い
家
で
、
都
市
の
喧
噪

を
離
れ
、
瞑
想
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
静
け
さ
の
中
で
育
っ
た
。
彼

に
は
も
と
も
と
「
小
さ
な
パ
リ
っ
子
」
と
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
て
い

て
、「
グ
ラ
ン
・
フ
リ
ゼ
」
と
呼
ば
れ
る
乳
兄
弟
が
い
た
と
い
う
こ

と
ぐ
ら
い
し
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。

ラ
ブ
リ
ュ
ニ
ー
夫
人
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
も
、
幼
児
が
乳
母
に
預
け

ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
も
、
確
か
な
こ
と
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
プ

チ
フ
ィ
ス
は
乳
兄
弟
を
「
シ
ル
ヴ
ィ
」
の
第
一
〇
章
「
グ
ラ
ン
・
フ
リ

ゼ）
3
（

」
か
ら
出
し
て
き
た
。
こ
の
章
の
内
容
は
さ
も
あ
り
な
ん
、
と
い
う
感

じ
が
す
る
し
、
実
際
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
乳
兄
弟
が

実
在
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証
言
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
東
方
紀
行
』
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
フ
ォ
ン
フ
リ
ー

ド
の
こ
と
は
明
か
さ
れ
な
い
。
こ
の
人
物
は
一
八
四
三
年
の
旅
で
ジ
ェ
ラ

ー
ル
の
道
連
れ
だ
っ
た
が
、
カ
イ
ロ
で
女
奴
隷
ゼ
イ
ナ
ブ
と
最
初
に
知
り

合
う
こ
と
に
な
る
の
は
フ
ォ
ン
フ
リ
ー
ド
の
方
だ
っ
た
。『
東
方
紀
行
』

で
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
買
わ
れ
た
女
奴
隷
ゼ
イ
ナ
ブ
が
レ
バ
ノ
ン
ま
で

同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
伝
記
で
、
一
八
四
三
年

五
月
二
日
に
彼
が
カ
イ
ロ
か
ら
ゴ
ー
チ
エ
に
宛
て
た
手
紙
を
提
示
す
る

の
は
よ
し
と
し
よ
う
。
そ
の
手
紙
で
は
（『
東
方
紀
行
』
で
は
ジ
ャ
ワ
人

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
）「
イ
ン
ド
人
の
女
奴
隷）

4
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
些
細
と
い
う
以
上
の
相
違
点
が
わ
か
る
。
女
奴
隷
を
買
っ
た
の
は

フ
ォ
ン
フ
リ
ー
ド
な
の
だ
。
別
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
短
編
小
説
「
オ
ク
タ

ヴ
ィ）

5
（

」
は
詩
人
が
ナ
ポ
リ
に
滞
在
し
た
と
き
の
話
だ
。「
オ
ク
タ
ヴ
ィ
」

は
ま
ず
、
一
八
五
三
年
一
二
月
一
七
日
の
雑
誌
（『
銃
士
』）
に
掲
載
さ
れ
、

一
八
五
四
年
一
月
に
『
火
の
娘
た
ち
』
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
二
回
の
発

表
の
間
に
は
数
週
間
の
隔
た
り
し
か
な
い
が
、
驚
く
べ
き
異
文
が
あ
る
。

『
銃
士
』
で
は
ナ
ポ
リ
に
滞
在
し
た
年
が
一
八
三
二
年
だ
と
書
か
れ
、『
火

の
娘
た
ち
』
で
は
一
八
三
五
年
と
な
っ
て
い
る
。
読
者
は
驚
き
、
い
ぶ
か

し
が
る
。「
一
八
三
二
年
と
一
八
三
五
年
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
ん
だ
？
」

と
。
実
は
そ
の
ど
ち
ら
も
正
し
く
な
い
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
が
最
初
に
ナ
ポ
リ

に
行
っ
た
の
は
一
八
三
四
年
の
秋
で
、
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
山
中
腹
の
こ
の
町

を
再
び
訪
れ
た
の
は
一
八
四
三
年
末
だ
。

次
に
述
べ
る
こ
と
を
よ
く
心
に
留
め
て
お
こ
う
。
幾
多
も
の
伝
記
作
家

が
探
求
し
続
け
た
よ
う
に
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
自
身
も
自
分
が
何
者
で
あ
る
の

か
を
探
し
求
め
て
い
た
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
開
示
し
て
く
れ
る
彼
の
人
生
に

関
わ
る
情
報
を
な
お
ざ
り
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
だ
が
伝
記
を
書
く
場

合
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
慎
重
に
扱
い
、
で
き
る
限
り
の
調
査
を
し
て
、
豊

富
な
情
報
源
を
注
釈
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。『
幻
視

者
た
ち）

6
（

』
の
序
文
で
語
ら
れ
る
「
回
想
」
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
が
よ
く

わ
か
る
だ
ろ
う
。
作
品
で
人
物
描
写
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
た
ち
へ
の
関
心
を
も
っ
と
も
ら
し
く
語
る
た
め
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
彼

が
育
っ
た
家
の
、
危
険
な
書
物
で
満
た
さ
れ
て
い
た
書
斎
の
持
ち
主
で
あ

る
、
田
舎
の
老
い
た
叔
父
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
幼
く
し
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て
「
魂
に
と
っ
て
は
不
消
化
で
不
健
全
な
食
物
を
吸
収
し
た
」
の
だ
と
い

う
。
批
評
家
た
ち
は
、
こ
の
叔
父
と
は
ヴ
ァ
ロ
ワ
地
方
に
住
ん
で
い
た

母
方
の
大
叔
父
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ブ
ー
シ
ェ
だ
と
特
定
し
た
。
な
る
ほ

ど
、
よ
か
ろ
う
。
だ
が
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
六
歳
か
七
歳
で
ヴ
ァ
ロ
ワ
地
方
を

離
れ
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ブ
ー
シ
ェ
が
一
八
二
〇
年
に
亡
く
な
っ
た
と
き
、

ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
一
二
歳
だ
っ
た
。
作
家
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に

早
熟
で
、
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
た
よ
う
な
書
斎
を
こ
の
叔
父
は
持
っ
て

い
た
の
か
。
社
会
規
範
か
ら
外
れ
た
蔵
書
を
叔
父
に
結
び
つ
け
る
や
り
方

は
、
こ
の
時
代
の
文
学
的
な
ト
ポ
ス
で
あ
り
、（『
ル
イ
・
ラ
ン
ベ
ー
ル
』

の
）
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ス
イ
ス
の
作
家
ロ
ド
ル
フ
・
テ
プ
フ
ェ
ー
ル）

7
（

も
用
い

て
い
る
。
こ
の
危
険
な
蔵
書
が
あ
っ
た
の
は
パ
リ
だ
と
考
え
る
方
が
真
実

に
近
い
だ
ろ
う
。
父
親
の
家
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ヴ
ァ
サ
ー
ル
博

士
と
い
う
心
霊
主
義
者
で
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
代
表
の
蔵
書
と
す
る
方
が

さ
ら
に
真
実
味
が
あ
る
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
が
「
父
方
」
の
パ
リ
で
の
実
体
験

を
、「
母
方
」
の
ヴ
ァ
ロ
ワ
地
方
へ
と
移
し
て
い
る
理
由
に
言
及
す
る
の

は
、
注
釈
者
の
仕
事
な
の
だ
。

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
一
人
称
作
品
を
留
保
付
き
で
し
か
用
い
て
は
い
け
な
い

と
す
る
と
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
が
生
き
た
時
代
の
人
々
が
残
し
た
証
言
か
ら
情

報
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
も
同
様
に
批
評
的
な

姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
フ
ィ
ロ
ク
セ
ー
ヌ
・
ボ
ワ
イ
エ）

8
（

は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル

が
一
八
四
三
年
三
月
七
日
、
ユ
ゴ
ー
作
《
城
主
》
の
初
演
時
に
劇
場
に
い

た
と
書
い
て
い
る
が
、
悪
気
が
あ
っ
て
間
違
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
同
時
に
カ
イ
ロ
と
パ
リ
に
い
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
。
だ
が
そ
れ
以
外
に
、
油
断
し
て
い
る
う
ち
に
情
報
が

間
違
っ
て
い
た
り
、
事
実
が
歪
曲
さ
れ
た
り
す
る
と
、
そ
の
間
違
い
を
正

す
の
は
さ
ら
に
難
し
い
。
ア
ル
セ
ー
ヌ
・
ウ
ー
セ
ー
は
『
ア
ル
チ
ス
ト
』

誌
の
編
集
長
だ
っ
た
。
一
八
五
五
年
〔
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
の
没
年
〕
の
前
の
時
期
に
も
、
後

で
も
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
仕
事
を
利
用
し
た
。
一
九
世
紀
末
に
書
か
れ
た
回
想

に
は
『
私
の
筆
の
歴
史
』
と
控
え
め
な
題
が
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

『
迷
子
の
小
道
』
の
冴
え
な
い
詩
人
で
あ
る
ウ
ー
セ
ー
は
、『
文
学
的
殉
教

者
』
と
い
う
署
名
の
な
い
誹
謗
文
書
の
作
者
が
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
で
あ
る
と
記

し
て
い
る
。
一
八
四
七
年
に
、
剽
窃
の
告
発
に
対
し
て
、
こ
の
文
書
は
な

ん
と
ウ
ー
セ
ー
を
擁
護
し
て
い
た）

9
（

。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
良
き
友
で
あ
る
ゴ
ー

チ
エ
、「
善
良
な
テ
オ
」
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
死
後
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
若

き
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
者
を
讃
え
る
た
め
、
ゲ
ー
テ
自
ら
「
大
理
石
の
手

で）
10
（

」
手
紙
を
書
い
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
手
紙
を
見
て
み
た
い

も
の
だ
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
孫
で
あ
る
マ
リ

ー
・
ド
・
ソ
ル
ム
に
宛
て
て
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
手
紙
も
同
様
に
見

て
み
た
い
も
の
だ
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
死
後
、
か
な
り
経
っ
て
か
ら
、
マ
リ

ー
は
、
情
熱
的
な
手
紙
、
涙
な
し
で
は
読
め
な
い
詩
句
の
数
々
を
証
拠
品

と
し
て
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
が
「
愛
情
と
献
身
を
も
っ
て
彼
女
を
崇
拝
し
て
い

た
」
と
断
言
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
手
紙
と

詩
句
は
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
手
に
よ
る
も
の
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
と
、
断

言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か）

11
（

。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
真
の
愛
情
を
あ
ふ

れ
ん
ば
か
り
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
同
時
代
人
た
ち
が
み
な
、
彼

に
つ
い
て
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
と
か
、
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
か
結

論
づ
け
た
り
は
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
証
言
を
無
視
す
る
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こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
機
嫌
次
第
で
、
羨
望
か
ら
、
あ

る
い
は
、
た
だ
単
に
目
立
ち
た
い
と
い
う
欲
望
に
よ
っ
て
、
亡
き
作
家

ジ
ェ
ラ
ー
ル
に
つ
い
て
の
話
が
で
き
あ
が
る
。
一
八
五
五
年
二
月
一

七
日
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
埋
葬
の
数
日
後
に
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
バ
ブ
ー
は

『
フア

テ

ネ

ウ

ム
・
フ

ラ

ン

セ

ラ
ン
ス
の
学
芸
の
殿
堂
』
の
中
で
激
し
く
抗
議
し
て
い
る
。

嘆
か
わ
し
い
出
来
事
だ
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
氏
の
死
亡
を
ネ
タ
に
し
て
、

新
聞
・
雑
誌
の
コ
ラ
ム
執
筆
者
が
相
変
わ
ら
ず
熱
弁
を
振
る
っ
て
い

る
。
無
遠
慮
な
文
章
に
耳
を
傾
け
て
み
た
ま
え
。
最
初
に
誰
か
が
ざ

っ
く
り
そ
の
話
を
し
て
、
お
国
言
葉
で
「
ジ
ェ
ラ
ー
ル
は
私
の
親
友

だ
っ
た
」
と
叫
ぶ
。
そ
し
て
次
か
ら
次
に
、
小
耳
に
挟
ん
だ
の
だ
と

い
う
逸
話
が
山
の
よ
う
に
届
く
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
友
達
と
い
う
奴
が

い
つ
も
お
い
し
い
役
柄
で
登
場
す
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
逸
話
に
は
、

墓
を
踏
み
台
に
す
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
、
情
け
容
赦
の
な
い
慢
心

が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
壇
に
は
美
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
他
に
も
不
都
合
が
あ
る
。
自
分
た
ち
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
、

「
証
言
者
」
や
自
称
証
言
者
は
自
分
た
ち
の
体
験
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ

以
前
に
発
表
さ
れ
た
話
か
ら
、
思
い
出
話
を
引
き
出
し
て
、
そ
れ
を
裏
付

け
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
伝
説
が
作
ら
れ
、
人
と
作
品
に
つ
い
て
、
不

透
明
な
層
が
積
も
っ
て
い
く
の
だ
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
ジ

ェ
ニ
ー
・
コ
ロ
ン
の
謎
が
典
型
的
な
例
だ
。
伝
記
を
書
く
時
、
ジ
ェ
ラ
ー

ル
の
死
後
、「
友
人
た
ち
」
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
罠
を
避
け
る
よ
う

に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
幻
想
詩
篇
』
の
作
者
の
人
格
を
明

ら
か
に
し
た
い
な
ら
、
そ
れ
と
平
行
し
て
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
に
つ
い
て
語
っ

た
人
た
ち
の
こ
と
も
知
る
必
要
が
あ
る
。

作
品
の
持
つ
伝
記
的
な
魅
力
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
は
最
晩

年
に
「
散
策
と
回
想
」
で
こ
う
説
明
し
て
い
る
。「
私
は
、
人
生
が
、
そ

の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
た
作
品
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
作
家
の
一

人
で
あ
る）
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」
と
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
伝
記
が
書
け
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、

事
実
の
み
を
考
慮
す
る
伝
記
で
あ
る
。
し
か
し
真
実
だ
と
証
明
さ
れ
る
事

実
と
い
う
の
は
稀
で
あ
る
し
、
基
礎
的
な
年
譜
し
か
描
け
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
伝
記
は
、
夢
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
作
品
を
考
察
す

る
伝
記
で
あ
り
、
脈
絡
の
な
い
話
を
も
許
容
し
て
し
ま
う
。
ネ
ル
ヴ
ァ
ル

自
身
、
二
重
の
人
生
を
意
識
し
て
い
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
、
ド
イ
ツ

へ
の
最
後
の
旅
行
の
前
に
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
・
ミ
ル
ク
ー
ル
が
自
分
の

伝
記
を
書
き
、
彼
の
こ
と
を
「
小
説
の
主
人
公
」
と
し
て
扱
っ
て
い
た
こ

と
を
知
っ
て
、
父
親
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
人
々
に
語
る
こ
と
を
や
め

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
歴
史
が
綴
ら
れ
る
の
で
す
、
そ

れ
に
つ
け
て
も
、
ぼ
く
は
自
分
の
人
生
を
、
詩
的
人
生
と
実
人
生
に
分
け

て
お
い
て
よ
か
っ
た
で
す）
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」。
プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
の
考
え
方
に
感
銘
を
受

け
た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
は
ま
た
、
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
作
品
を
知
的
か
つ
繊
細

に
解
釈
し
た
最
初
の
人
物
と
な
っ
た
。
そ
し
て
正
真
正
銘
を
目
指
す
伝
記

作
家
は
慎
み
深
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
の
言
葉
は
示
し
て
い

る
。こ

の
「
詩
的
人
生
」
を
示
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
「
実
人
生
」

の
中
に
慎
重
に
書
き
入
れ
る
こ
と
こ
そ
、
本
書
の
意
図
で
あ
る
。
た
ま
た


