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本
書
の
英
文
版
タ
イ
ト
ル
『D

o�N
othing�&

�D
o�Everything

』

で
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
が
、
中
文
版
タ
イ
ト
ル
『
無
為
而
無
不

為
』
か
ら
、
本
書
が
老
子
の
中
心
思
想
に
因
ん
で
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
最
も
わ
か
り
に
く
い
の
は
日
本
語
版
タ
イ
ト

ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
を
読
ん
で
最
も
納
得
の
い
く
タ
イ
ト
ル
と

し
て
は
日
本
語
版
の
そ
れ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
中
文
版
タ
イ
ト
ル
で

は
、『
老
子
』
の
思
想
が
解
説
さ
れ
て
い
る
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
し
、
英
文
版
タ
イ
ト
ル
で
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
混

乱
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
中
国
人
で
漢
字
で
書
け
ば
趙
啓
光
で
あ
る
が
、
本
書
表
紙

に
チ
ー
グ
ア
ン
・
ジ
ャ
オ
と
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
チ
ー
氏
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
チ
ー
氏
は
一
九
四
八
年
、
中
国
北
京
生
ま
れ
。
両
親
と
も

に
物
理
学
の
教
授
で
あ
っ
た
。
文
化
大
革
命
期
に
苛
酷
な
青
春
時
代
を

『
悩
ま
な
い
心
を
つ
く
る
人
生
講
義　

タ
オ

イ
ズ
ム
の
教
え
を
現
代
に
活
か
す
』
を
読
む

谷
中　

信
一

Book Review

四六判　256頁
日本僑報社
［本体1900円+税］

送
っ
た
。
そ
の
後
米
国
に
渡
り
、
比
較
文
学
研
究
で
博
士
号
を
取
得
後

そ
の
ま
ま
定
住
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
に
あ
る
私
立
名
門
大
学
カ
ー
ル
ト
ン
カ

レ
ッ
ジ
で
、主
に
中
国
語
、中
国
文
化
、比
較
文
学
な
ど
を
教
え
て
い
た
。

　

そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
型
ど
お
り
の
『
老
子
』
解
釈
で
は
な
く
、
中

国
人
と
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
中
で
育
ま
れ
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
感
性

を
も
と
に
彼
な
り
に
獲
得
し
た
、
い
わ
ば
体
験
的
『
老
子
』
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
タ
オ
イ
ス
ト
を
自
称
し
て
な
さ
れ
た
講
義
は
、
学
生
の

共
感
を
呼
び
大
変
評
判
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
本
書
が
生
ま
れ
る
機
縁
と

な
っ
た
。

　

従
っ
て
、
彼
は
『
老
子
』
の
研
究
者
で
も
な
け
れ
ば
、
学
生
に
中
国

古
典
と
し
て
の
『
老
子
』
を
講
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、『
老
子
』
中
の
最
も
有
名
な
一
節
「
無
為
而
不
無
為
（
無
為
に
し
て

為
さ
ざ
る
は
無
し
）」
を
採
っ
て
本
書
は
名
付
け
ら
れ
た
。

チ
ー
グ
ア
ン
・
ジ
ャ
オ
著
／
町
田
晶
訳

悩
ま
な
い
心
を
つ
く
る
人
生
講
義

タ
オ
イ
ズ
ム
の
教
え
を
現
代
に
活
か
す
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や
が
て
こ
れ
が
中
国
に
里
帰
り
し
て
、
先
に
紹
介
し
た
タ
イ
ト
ル
で

出
版
さ
れ
、
そ
し
て
日
本
で
も
町
田
晶
さ
ん
の
手
で
翻
訳
さ
れ
て
二
〇

年
来
に
亘
り
日
中
文
化
交
流
事
業
を
手
が
け
て
い
る
日
本
僑
報
社
か
ら

世
に
出
た
。
町
田
さ
ん
は
東
北
大
学
大
学
院
で
中
国
思
想
史
を
専
攻
さ

れ
た
気
鋭
の
翻
訳
家
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
ま
で
書
い
て
く
る
と
、
当
然
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
わ

が
国
で
も
英
文
学
者
と
し
て
長
年
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
き
た
加
島
祥

造
氏
が
や
は
り
『
老
子
』
に
つ
い
て
語
り
そ
し
て
そ
れ
が
大
変
な
評
判

を
呼
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
彼
も
立
て
続
け
に
『
老
子
』
本
を
出
版
し
、

一
般
読
者
に
向
け
て
自
己
流
の
『
老
子
』
解
釈
を
展
開
し
た
。
そ
の
時
、

彼
も
タ
オ
イ
ス
ト
を
自
称
し
て
い
た
。

　

評
者
は
、
か
つ
て
こ
の
加
島
氏
の
『
老
子
』
本
に
注
目
し
、「
現
代

日
本
に
お
け
る
『
老
子
』
の
受
容
―
―
加
島
祥
造
の
著
作
を
中
心
に
」

と
題
し
て
小
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
（
日
本
女
子
大
学
日
本
文
学
科

誌
『
國
文
目
白
』
第
五
一
号　

二
〇
一
二
年
）。
本
書
を
手
に
取
っ
て
、真
っ

先
に
思
い
出
し
た
の
が
加
島
氏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

相
前
後
し
て
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
で
、『
老
子
』
本
が
タ
オ
イ
ス
ト

を
自
称
す
る
大
学
教
授
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
評
者
は
中
国
思
想
史
研
究
を
方
法
論
に
『
老
子
』
を
研
究
し

て
い
る
の
で
、
彼
ら
の
『
老
子
』
解
釈
に
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
む
し
ろ
自
由
自
在
な
老
子
解
釈
に
か
え
っ
て
新
鮮
な
読
後
感
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

も
と
も
と
、『
老
子
』
は
二
千
年
以
上
も
前
か
ら
思
い
思
い
の
解
釈

を
許
容
し
て
い
る
不
思
議
な
文
献
で
あ
る
。
あ
る
時
は
処
世
哲
学
の
書

と
し
て
、
ま
た
あ
る
時
は
政
治
哲
学
の
書
と
し
て
、
ま
た
あ
る
時
は
宗

教
哲
学
の
書
と
し
て
読
ま
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
『
老
子
』
に
は
固
有
名

詞
が
何
一
つ
登
場
せ
ず
、
す
べ
て
が
抽
象
的
で
、
し
か
も
断
片
的
な
論

説
で
終
始
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
宇
宙
論
や
生
成
論

と
言
っ
た
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
哲
学
が
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
、『
老
子
』
の
難
解
さ
と
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
得
も
言
わ
れ
ぬ
魅
力

と
な
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
く
る
。
中
国
古
典
で
も
他

に
類
例
を
見
な
い
。

　

加
島
氏
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
英
訳
さ
れ
た
『
老
子
』
は

優
に
五
〇
種
を
超
え
、あ
る
ド
イ
ツ
人
は
『
老
子
』
を
翻
訳
し
た
後
で
、

自
分
に
は
『
老
子
』
を
誤
解
す
る
権
利
が
あ
る
と
言
っ
た
と
い
う
の
も
、

思
え
ば
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
（
同
氏
著
『
伊
那
谷
の
老
子
』
淡
交
社

一
九
九
五
年
）。

　

さ
て
加
島
氏
は
、
還
暦
を
過
ぎ
て
『
老
子
』
の
魅
力
の
虜
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
長
年
研
究
の
対
象
と
し
て
き
た
西
洋
文
学
と
訣
別
し
東

洋
の
古
典
に
回
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
長
年

住
み
慣
れ
た
都
会
を
捨
て
て
、
独
り
田
園
に
隠
棲
し
た
の
で
あ
る
。
彼

は
、
そ
う
し
た
生
き
方
を
『
老
子
』
か
ら
学
び
ま
さ
に
そ
れ
を
実
践
し
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た
。
心
の
安
静
を
得
る
た
め
に
。
そ
こ
で
彼
が
辿
り
着
い
た
の
は
「
求

め
な
い
」
と
い
う
境
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
境
地
は
程
な
く
し
て
同
名
の

詩
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
（『
求
め
な
い
』
小

学
館　

二
〇
〇
七
年
）。
ま
さ
に
彼
に
と
っ
て
は
人
生
の
終
着
点
に
『
老

子
』
が
あ
っ
た
、
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
思
い
が
け
な
い
こ
と

に
若
い
読
者
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
、
加
島
の
著
作
を

読
み
な
が
ら
心
の
安
静
安
心
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
一
方
の
チ
ー
氏
で
あ
る
。
本
書
第
一
章
の
現
代
タ
オ
イ
ス
ト

宣
言
に
は
、
彼
の
老
子
観
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
言
う
、

　
　

�

無
理
に
何
か
を
し
な
い
無
為
と
す
べ
て
を
為
す
無
不
為
。
こ
れ
こ

そ
現
代
人
が
生
活
上
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
対
し
て
取
る
べ
き
態

度
…
…
。
無
為
と
は
自
然
や
宇
宙
の
法
則
に
従
う
こ
と
…
…
。
無

為
を
習
慣
に
す
れ
ば
、
人
生
は
思
わ
ぬ
奇
跡
を
返
し
て
く
れ
る
。

…
…
無
不
為
と
は
、
良
い
習
慣
を
身
に
付
け
る
創
造
的
な
行
為

…
…
。
無
為
と
は
謙
遜
…
…
。
無
不
為
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
則
の

中
を
自
由
に
進
む
勇
気
…
…
。
無
為
と
は
す
べ
て
が
う
ま
く
ま

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
喜
び
…
…
。
無
為
と
は
無
駄
が
な
い
こ

と
で
あ
り
、
無
不
為
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
…
…
。
あ
ま
り
重
要

で
な
い
こ
と
は
や
り
過
ご
し
、
大
事
な
こ
と
に
集
中
す
る
。
…
…

無
為
は
元
気
の
秘
訣
…
…
。夜
空
で
無
心
に
輝
く
星
々
の
よ
う
に
、

人
の
こ
と
ば
か
り
気
に
せ
ず
、
人
の
不
幸
を
喜
ば
ず
、
人
の
成
功

に
嫉
妬
せ
ず
、
人
と
の
格
差
に
怒
ら
な
い
…
…
。
は
る
か
か
な
た

の
星
々
が
頭
上
に
静
か
に
輝
く
の
も
、
地
球
が
二
十
四
時
間
で
一

回
転
す
る
の
も
、
み
な
皆
無
為
無
不
為
の
あ
ら
わ
れ
だ
か
ら
。
宇

宙
が
そ
う
な
の
だ
か
ら
人
も
同
じ
だ
。
我
々
は
、
何
の
迷
い
も
な

く
無
不
為
を
実
現
す
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
。（
一
五
～
一
八
頁
）

　

と
こ
ろ
で
英
文
版
タ
イ
ト
ル
が
「D

o�N
othing�&

�D
o�Every-

thing

」
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
紹
介
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
「
無
為

而
無
不
為
」
の
英
訳
な
の
だ
が
、
こ
の
「
而
」
を
「
＆
」
に
置
き
換
え

た
と
こ
ろ
に
、
チ
ー
氏
独
自
の
解
釈
が
見
ら
れ
る
。

　

従
来
わ
れ
わ
れ
は
、「
而
」
を
接
続
詞
に
は
違
い
な
い
が
、「
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
」「
そ
れ
で
い
な
が
ら
」
と
い
う
よ
う
な
あ
る
意
味
で

は
逆
説
的
な
因
果
関
係
で
「
無
為
」
と
「
無
不
為
」
を
繫
ぐ
接
続
詞
と

し
て
読
ん
で
き
た
。
つ
ま
り
、「（
道
は
）
何
も
し
な
い
、
そ
れ
で
い
て

す
べ
て
を
成
し
遂
げ
て
し
ま
う
」（
第
三
十
七
章
に
こ
の
用
例
が
あ
る
）
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
無
為
」
と
は
文
字
通
り
何
も
し

な
い
の
で
は
な
く
、こ
と
さ
ら
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
場
合
「
こ
と
さ
ら
」
と
は
あ
る
特
定
の
意
図
や
目
的
を
意
味
す
る
。

何
事
か
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
と
、
と
か
く
も
く
ろ
み
通
り
に
い
か
な

い
こ
と
が
多
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
経
験
す
る
。
と
こ
ろ
が
春
夏
秋
冬
の

四
季
の
循
環
、
日
月
の
交
代
、
天
体
の
運
行
な
ど
、
自
然
現
象
は
皆
特

定
の
意
図
や
目
的
を
持
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
何
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一
つ
支
障
な
く
推
移
し
万
事
が
見
事
に
完
遂
さ
れ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ

れ
は
こ
れ
を
「
自
然
」
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
「
無
為
」
で
あ
る
の

に
或
い
は
「
無
為
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
こ
と
を
成
し

遂
げ
て
し
ま
う
、
或
い
は
成
し
遂
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
あ

る
、
そ
う
す
る
と
こ
れ
を
英
訳
す
る
な
ら
ば
「D

o�noshing�but�D
o�

Everyhing

」
の
方
が
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
チ
ー
氏
は

　
　

�

中
国
語
の
「
而
」
と
い
う
の
は
「
し
か
し
」
あ
る
い
は
「
し
か
も
」

と
い
う
意
味
だ
が
、「
そ
の
結
果
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
つ

ま
り
「
無
為
」
と
「
不
無
為
」
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
は
な
い
。

…
…
「
無
為
」
と
「
不
無
為
」
を
と
も
に
実
践
す
る
、
み
ず
か
ら

の
人
生
の
主
体
と
な
る
の
だ
。
道
は
「
無
為
」
と
「
不
無
為
」
の

あ
い
だ
に
あ
る
。「
無
為
」を
通
し
て「
無
不
為
」を
実
現
し
よ
う
。

（
四
三
～
四
四
頁
）

と
言
う
。
つ
ま
り
、「
何
も
し
な
い
、
そ
し
て
す
べ
て
を
や
り
遂
げ
る
」

と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
「
無
為
を
為
す
」
と
い
う
こ

と
だ
。
例
え
ば
、「
深
い
睡
眠
、深
い
無
為
は
、ス
ト
レ
ス
や
焦
り
に
よ
っ

て
緊
張
し
た
神
経
系
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
。
睡
眠
は
一
番
の
無
為
の
実
践

だ
」（
九
三
頁
）、「
お
だ
や
か
で
楽
し
い
気
分
と
い
う
の
は
無
為
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
信
さ
れ
る
信
号
は
全
身
を
活
発
な

状
態
『
無
不
為
』
に
す
る
」（
八
一
頁
）
と
言
う
と
き
、結
局
彼
も
「
無
為
」

と
「
無
不
為
」
を
因
果
関
係
で
結
ん
で
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
そ
し

て
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
も
は
や
老
子
の
無
為
の
思
想
か
ら
は
離
れ

て
し
ま
う
。「
食
は
生
死
の
奇
跡
の
も
と
だ
。
飢
え
と
暴
飲
暴
食
の
あ

い
だ
に
適
量
を
見
つ
け
、
無
為
と
無
不
為
の
あ
い
だ
で
う
ま
く
バ
ラ
ン

ス
を
取
ろ
う
」（
八
五
頁
）。

　

こ
れ
で
は
、「
無
為
」
で
は
な
く
「
中
庸
」
の
勧
め
か
と
も
錯
覚
し

て
し
ま
う
。し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
さ
し
て
問
題
に
は
な
る
ま
い
。

老
子
は
誰
も
が
「
誤
解
す
る
権
利
を
持
つ
」
の
だ
か
ら
。

　

要
す
る
に
チ
ー
氏
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
人
は
だ
れ
で
も
自
分
の
能
力
を
過
信
し
て
性
急
に
人
生
の
成
功
を

求
め
る
。
こ
の
た
め
に
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
。
成
功
を
確
信
し
て
や
っ

た
こ
と
が
か
え
っ
て
裏
目
に
出
る
こ
と
だ
っ
て
少
な
く
な
い
。
よ
か
れ

と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
経
験
を
ど
れ
ほ
ど
し
て
き

た
こ
と
か
。
そ
れ
が
新
た
な
悩
み
と
な
っ
て
己
を
苦
し
め
る
。
悩
み
が

悩
み
を
呼
び
、
ス
ト
レ
ス
が
ま
た
新
た
な
ス
ト
レ
ス
を
生
む
。
全
く
悪

循
環
だ
。
し
か
も
こ
の
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
一
旦
落
ち
込
ん
で
し
ま
う

と
、
な
か
な
か
脱
け
出
せ
な
い
。
思
い
切
っ
て
心
の
持
ち
方
を
変
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
タ
オ
イ
ズ
ム
な
の
だ
。
野

心
に
溢
れ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
悩
み
も
多
い
学
生
達
は
、こ
う
し
た『
老
子
』

の
思
い
も
よ
ら
な
い
新
鮮
な
発
想
に
共
感
し
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
次

の
よ
う
に
も
言
う
「
無
為
は
自
由
を
得
た
魂
の
飛
翔
だ
。
自
由
を
得
た
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者
は
日
常
的
な
自
我
に
よ
る
束
縛
を
離
れ
、
も
の
ご
と
を
全
体
と
し
て

体
験
す
る
」
と
（
一
六
九
頁
）。
ま
さ
し
く
こ
れ
こ
そ
彼
ら
に
と
っ
て
大

き
な
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

�

物
質
的
な
楽
し
み
や
社
会
的
な
評
価
は
外
か
ら
来
る
も
の
だ
が
、

幸
福
は
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
内
面
的
な
幸
福
は
う
す
っ
ぺ
ら

な
楽
し
み
を
は
る
か
に
超
え
る
。
内
面
的
な
幸
福
に
は
、
自
分
を

日
常
的
な
悩
み
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
静
か
な
ひ
と
り
の
時
が
必

要
だ
。
生
き
る
上
で
悩
む
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
れ

は
一
時
的
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
…
…
お
だ
や
か
な
心
は
知
を

高
め
、
心
を
広
く
し
、
健
康
に
も
よ
い
。
静
か
な
幸
せ
は
人
を
強

く
し
、
世
の
中
に
貢
献
す
る
力
を
与
え
て
く
れ
る
。（
二
一
一
頁
）

こ
れ
が
チ
ー
氏
が
最
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

�

…
…
／
ぼ
く
が
「
求
め
な
い
」
と
い
う
の
は
／
求
め
な
い
で
す
む

こ
と
は
求
め
な
い
っ
て
こ
と
な
ん
だ
。
／
す
る
と
／
体
の
な
か
に

あ
る
命
が
動
き
だ
す
。
／
そ
れ
は
喜
び
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
　

求
め
な
い
―
―
／
す
る
と
／
心
が
静
か
に
な
る

　
　

求
め
な
い
―
―
／
す
る
と
／
楽
な
呼
吸
に
な
る
よ

　
　

�

求
め
な
い
―
―
／
す
る
と
／
体
ば
か
り
か
心
も
／
ゆ
っ
た
り
し
て

く
る

　
　

求
め
な
い
―
―
／
す
る
と
／
心
が
広
く
な
る

　
　

…
…
…
…

　
　

�

求
め
な
い
―
―
／
と
い
う
こ
と
は
／
な
に
も
し
な
い
こ
と
で
は
な

い
よ
／
求
め
な
い
こ
と
で
／
か
え
っ
て
自
分
の
／
内
な
る
力
を
汲

み
だ
す
ん
だ
。
／
自
分
の
な
か
の
／
眠
っ
て
い
た
力
を
呼
び
さ
ま

す
ん
だ
。

こ
ち
ら
は
先
に
紹
介
し
た
加
島
祥
造
氏
の
詩
集
『
求
め
な
い
』
の
一
節

で
あ
る
。

　

老
子
を
通
じ
て
二
人
が
到
達
し
た
地
点
が
あ
ま
り
に
も
共
通
し
て
い

る
こ
と
に
驚
く
。
改
め
て
『
老
子
』
と
い
う
古
典
の
持
つ
偉
大
な
魅
力

と
そ
の
思
想
と
し
て
の
生
命
力
の
大
き
さ
に
感
服
す
る
。

（
や
な
か
・
し
ん
い
ち　

日
本
女
子
大
学
）


