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は
じ
め
に

　

す
で
に
二
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
二
〇
〇
四
年
七
月
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
や
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
プ
リ
ン
も
滞
在
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ス

イ
ス
の
保
養
地
ヴ
ヴ
ェ
イ
で
開
催
さ
れ
た
第
六
回
国
際
F
・
ス
コ
ッ
ト
・

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
学
会
に
参
加
し
た
。
筆
者
が
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
の
参
加
者
を
中
心
と
し
て
多
く
の
論
者
が
集
っ
た
そ
の
学

会
の
た
め
に
選
ん
だ
論
題
は
、
な
ぜ
か
村
上
春
樹
と
F
・
ス
コ
ッ
ト
・

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
だ
っ
た
。
村
上
春
樹
は
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
を

あ
る
種
の
師
と
仰
ぎ
、
八
〇
年
代
以
降
そ
の
作
品
を
日
本
に
あ
ら
た
め
て

紹
介
し
、
の
ち
に
『
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ブ
ッ
ク
』
な

る
紹
介
書
を
出
版
し
も
し
た
。
村
上
と
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
作
品
に

あ
ま
り
に
も
長
く
親
し
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
の
課
題
と
し

て
二
人
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
従
来
な
か
っ
た
せ
い
な
の
か
、
あ
る
い
は

真
摯
な
研
究
上
の
要
請
で
あ
る
と
感
じ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
村
上
と

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る

と
感
じ
て
い
た
。
そ
の
前
年
の
二
〇
〇
三
年
に
マ
ウ
イ
島
で
開
催
さ
れ

た
第
三
回
国
際
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
学
会
「
メ
ル
ヴ
ィ
ル
と
太
平

洋
」（The 3rd International H

erm
an M

elville C
onference, “M

elville 
and the Pacific”

）
に
お
い
て
、
日
本
の
メ
ル
ヴ
ィ
ル
批
評
史
を
戦
前
ま

で
系
譜
学
的
に
遡
り
、
論
じ
た
こ
と
と
か
か
わ
り
が
あ
る
は
ず
で
も
あ
っ

た
。
ひ
と
つ
の
学
会
か
ら
別
の
学
会
へ
と
各
地
を
め
ぐ
る
あ
て
の
な
い
旅

行
き
も
、
日
本
で
活
動
す
る
ア
メ
リ
カ
文
学
の
研
究
者
と
し
て
、
し
ば
し

ば
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
仕
事
へ
の
違
和
感
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
協
会
（The M

elville Society

）
発
行
の
機

関
誌
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」（Leviathan

）
の
日
本
特
集
号
（
二
〇
〇
七

年
一
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
る
は
ず
の
そ
の
論
考
に
お
い
て
は
、
日
本

に
お
け
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
研
究
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
本
格
的
に
開
始
さ

れ
た
そ
の
当
初
か
ら
、
小
林
秀
雄
以
降
明
確
化
さ
れ
て
い
っ
た
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
伝
統
に
連
な
る
、
ル
ソ
ー
（R

ousseau

）
を
源
泉
と
し
た
文

学
的
言
説
を
利
用
す
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
、
日
本
に
お
け
る
メ
ル
ヴ
ィ

ル
研
究
が
、
典
型
的
に
ア
メ
リ
カ
的
な
作
家
で
あ
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
「
曖

昧
さ
」（am

biguities

）
を
、
戦
後
か
ら
近
年
に
い
た
る
ま
で
捉
え
き

れ
ず
に
き
た
様
を
描
写
し
た
つ
も
り
だ
っ
た

1
。
村
上
春
樹
と
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
つ
い
て
の
論
考
の
ア
イ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
は
、
メ
ル

ヴ
ィ
ル
批
評
史
の
原
稿
の
作
成
中
に
突
然
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
も
の
だ
っ

た
。
お
そ
ら
く
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
解
釈
す
る

こ
と
が
非
常
に
困
難
な
例
と
し
て
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

の
作
品
と
作
家
と
し
て
の
村
上
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
に
違
い
な
か
っ

第
六
回
Ｆ
･
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
学
会
を
め
ぐ
っ
て

　
　
─
村
上
春
樹
と
Ｆ
・
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
「
双
子
」
と
「
断
絶
」
に
つ
い
て
考
え
る
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た
。
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
日
本
に
お
け
る
受
容
一
般
を
再
検
討

し
、
村
上
春
樹
と
本
格
的
に
対
比
し
て
み
る
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る

ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
の
問
題
点
を
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
勘
が
働
い
て
い
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

　

メ
ル
ヴ
ィ
ル
批
評
史
の
原
稿
の
改
訂
を
続
け
る
う
ち
に
自
宅
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
が
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
し
た
た
め
、
研
究
室
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

利
用
し
て
メ
ル
ヴ
ィ
ル
批
評
史
を
改
訂
し
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
を
漠
然

と
考
え
て
い
る
と
、
偶
然
に
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
行
き
当
た
っ
た
。
主
催
者
に
連
絡
を
と
り
、
数
時
間
で
発
表
概
要
を

書
き
終
わ
っ
て
電
子
メ
ー
ル
で
提
出
す
る
と
、
参
加
し
て
欲
し
い
と
の
連

絡
を
そ
の
日
の
う
ち
に
研
究
室
で
受
け
た
。“Tender Is the N

ightm
are: 

H
aruki M

urakam
i’s A

ppropriation of F. Scott Fitzgerald’s W
orks and 

the C
ontextual Im

portance of H
is W

orks in Japan”

と
題
さ
れ
た
発
表

は
、
学
会
最
後
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら

の
強
力
な
論
者
た
ち
の
発
表
に
つ
い
で
行
わ
れ
た
。
発
表
原
稿
の
内
容

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
他
の
場
所
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
『
夜
は
や
さ
し
』
と
村
上
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の

森
』
を
平
行
し
て
論
じ
、
分
析
し
よ
う
と
し
た
論
考
そ
の
も
の
の
余
白
に

あ
た
る
考
察
を
、
い
く
ぶ
ん
か
の
個
人
的
な
ノ
ー
ト
を
含
め
て
書
き
記
し

て
お
き
た
い
。

　
村
上
春
樹
と
「
双
子
の
物
語
」

　

一
九
七
九
年
に
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
村
上
春
樹
が
、

七
〇
年
代
末
か
ら
八
〇
年
代
の
文
壇
に
あ
る
種
の
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、

そ
の
後
も
村
上
の
作
品
の
是
非
が
長
く
議
論
さ
れ
、
様
々
な
理
由
か
ら
賛

否
両
論
の
評
価
を
受
け
て
き
た
こ
と
は
、
村
上
の
作
品
を
長
く
読
み
続

け
て
き
た
読
者
に
と
っ
て
言
う
ま
で
も
な
く
馴
染
み
深
い
。
群
像
新
人
賞

を
受
賞
し
た
も
の
の
、
国
内
で
は
村
上
の
評
価
が
定
ま
る
こ
と
が
な
い
ま

ま
、
作
品
そ
の
も
の
は
否
定
・
肯
定
両
面
の
批
評
を
か
い
く
ぐ
る
よ
う

に
し
て
読
ま
れ
続
け
、
英
語
訳
・
ド
イ
ツ
語
訳
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
以
降
、

国
外
に
読
者
を
増
や
し
て
い
る
。
昨
年
の
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
賞
受
賞
以

前
に
も
、
英
語
や
ド
イ
ツ
語
以
外
の
言
語
で
の
翻
訳
も
継
続
し
て
続
け
ら

れ
、
英
語
で
書
か
れ
た
一
冊
本
の
研
究
書
も
数
冊
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　

国
外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
評
価
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
「
文
学
」
と
し

て
の
村
上
作
品
に
た
い
す
る
評
価
は
国
内
に
お
い
て
は
過
去
お
お
む
ね

否
定
的
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
村
上
を
論
じ

る
論
者
た
ち
が
属
す
る
世
代
に
応
じ
て
、
顕
著
に
評
価
が
異
な
っ
て
も
い

る
。
加
藤
典
洋
や
竹
田
青
嗣
な
ど
、
村
上
と
近
い
世
代
の
論
者
た
ち
は
村

上
に
た
い
し
て
概
ね
肯
定
的
で
あ
り
、
蓮
實
重
彦
を
代
表
と
す
る
、
村
上

よ
り
も
上
の
世
代
に
属
す
る
論
者
た
ち
は
、
否
定
的
な
意
見
を
提
出
す
る

の
が
常
だ
っ
た
。
蓮
實
は
、
村
上
の
作
品
に
秀
逸
な
解
釈
を
施
し
な
が
ら

も
、
八
〇
年
代
末
に
出
版
さ
れ
た
『
小
説
か
ら
遠
く
離
れ
て
』
に
お
い
て

村
上
を
最
も
強
く
否
定
的
に
論
じ
た

2
。
蓮
實
は
、
村
上
の
作
品
が
日
本

の
あ
る
特
定
の
時
代
に
蔓
延
し
た
「
双
子
の
物
語
」
の
パ
タ
ン
の
反
復
と

し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
咎
め
、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
創
作
し

た
日
本
の
代
表
的
な
作
家
た
ち
の
多
く
の
作
品
に
お
い
て
村
上
と
同
様

の
「
双
子
の
物
語
」
の
反
復
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
た
う

え
で
、
そ
う
し
た
作
品
が
パ
タ
ン
と
し
て
の
物
語
を
批
判
し
え
ず
、
本
来

物
語
の
パ
タ
ン
の
流
通
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
と
な
り
え
る

は
ず
の
、「
小
説
」
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
と
断
定
す
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る
3

。
蓮
實
に
よ
る
分
析
が
印
象
的
な
の
は
、
一
見
論
理
的
必
然
性
に
導

か
れ
て
理
論
的
・
時
代
的
に
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
見
え

る
、
い
わ
ば
進
歩
主
義
的
な
パ
タ
ン
と
し
て
の
「
双
子
の
物
語
」
の
蔓
延

を
、
た
と
え
ば
「
私
小
説
の
解
体
」「
自
我
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
否
定
」

な
ど
と
い
っ
た
観
点
か
ら
作
品
や
そ
の
時
代
性
・
歴
史
性
に
内
在
的
な
も

の
と
し
て
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
タ
ン
の
流
通
と
し
て
、
無
時
間
的

に
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
に
、「
表
層
的
に
」
論
じ
去
っ
た
あ
ざ

や
か
さ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

い
わ
ゆ
る
「
戦
後
」
に
お
け
る
日
本
文
学
と
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
交

わ
り
を
論
じ
る
た
め
に
は
ま
た
別
の
論
が
必
要
と
さ
れ
る
に
違
い
な
い

が
、「
双
子
の
物
語
」
を
利
用
し
つ
つ
村
上
が
デ
ビ
ュ
ー
し
た
七
〇
年
代

は
、
確
か
に
ア
メ
リ
カ
文
学
や
ア
メ
リ
カ
的
な
文
化
が
大
手
を
振
っ
て

日
本
の
文
学
と
文
化
に
反
映
し
始
め
た
最
初
の
一
〇
年
間
だ
っ
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
の
文
学
の
断
絶

は
、
あ
ま
り
に
も
明
確
に
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
連
動
し
て
い
る
か

に
思
わ
れ
る
。
三
島
由
紀
夫
と
川
端
康
成
の
相
次
ぐ
自
死
は
、
安
保
闘
争

の
終
焉
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
文
学
・
政
治
の
両
面
に
お
い
て
「
日
本
的
」

な
文
化
へ
の
信
念
の
可
能
性
に
終
止
符
を
打
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
そ
し

て
、
加
藤
典
洋
の
言
う
「
ア
メ
リ
カ
の
影
」
が
忍
び
寄
る
。「
同
一
性
と

差
異
の
戯
れ
」
の
最
も
典
型
的
な
パ
タ
ン
と
し
て
、「
双
子
の
物
語
」
が

優
勢
と
な
っ
た
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
文
学
か
ら
の
影
響
の
一
部
で
あ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
で
あ
る
と
呼
び

習
わ
す
時
代
が
や
っ
て
く
る
。
蓮
實
は
充
分
に
理
解
し
て
い
た
に
違
い
な

い
が
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
あ
る
い
は
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
本
格
的
に
輸

入
さ
れ
た
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
は
、
そ
れ
自
体
の
あ
り
か
た
と
は
別
個

に
、
ひ
と
ま
ず
時
代
的
な
粉
飾
と
し
て
み
ず
か
ら
を
歴
史
化
し
つ
つ
一
般

化
し
た
。

　

し
か
し
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
ら
に
よ
る
指
摘
を
待
つ
ま

で
も
な
く
、
実
際
に
は
モ
ダ
ン
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
二
分
法
は
、
二

つ
の
こ
と
な
っ
た
芸
術
・
文
芸
思
潮
の
、
た
ん
に
時
間
的
な
前
後
関
係
を

指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
村
上
を
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
時
代
に
特
有
の
作
家
と
し
て
位
置
づ
け
、
モ
ダ
ン
な
小
説
・
文

学
よ
り
も
時
間
的
・
世
代
的
に
後
に
き
た
現
象
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ

ら
と
は
必
然
的
に
異
な
っ
た
性
質
を
本
来
的
に
備
え
て
い
る
の
だ
と
考

え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
し
、
村
上
本
人
も
自
ら
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作

家
で
あ
る
と
公
言
し
た
こ
と
は
な
い
。
村
上
が
日
本
の
小
説
は
読
ま
な
い

と
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
語
っ
て
い
る
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
村
上
が
先
行

す
る
世
代
の
日
本
の
作
家
・
文
学
者
た
ち
と
は
何
ら
か
の
意
味
で
決
定
的

に
断
絶
し
て
い
る
の
だ
と
断
定
し
、
世
代
的
な
相
違
を
作
品
の
評
価
基
準

と
す
る
こ
と
で
納
得
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
ろ
う
。
実
際
、
近
年
に
な
っ

て
、
村
上
と
村
上
以
前
の
日
本
文
学
の
書
き
手
た
ち
と
の
連
続
性
を
指
摘

す
る
論
者
も
現
れ
て
い
る
し
、
国
内
外
に
お
い
て
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト

ン
そ
の
他
の
批
評
家
た
ち
が
喧
伝
す
る“A

fter Theory”“W
hat’s Left of 

Theory?”

な
ど
と
い
っ
た
議
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、 

い
わ
ゆ
る
文
学

理
論
の
受
容
の
最
盛
期
が
過
ぎ
る
に
お
よ
ん
で
、
文
学
作
品
の
理
解
や
批

評
に
お
け
る
作
者
の
死
や
不
在
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
ポ
ス
ト
構
造

主
義
の
前
提
を
疑
問
視
す
る
論
者
た
ち
も
現
れ
て
き
て
い
る

4
。
そ
う
し

た
時
代
的
状
況
に
あ
っ
て
、
村
上
春
樹
の
作
品
評
価
を
世
代
論
的
な
差
異

を
了
解
し
た
う
え
で
あ
ら
た
に
試
み
る
こ
と
は
、
価
値
の
な
い
作
業
で
は

な
い
か
も
知
れ
な
い
と
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
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「
ア
メ
リ
カ
の
影
」
と
「
双
子
の
物
語
」

　

日
本
に
お
け
る
モ
ダ
ン
の
主
要
な
担
い
手
た
ち
は
、
蓮
實
を
一
例
と
し

て
お
も
に
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
に
連
な
る
こ

と
が
多
く
、
ア
メ
リ
カ
文
学
と
村
上
春
樹
が
議
論
さ
れ
る
と
き
、
多
く
の

場
合
そ
の
議
論
は
、
そ
れ
と
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝

統
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
た
近
代
日
本
文
学
と
戦
後
に
理
解
さ
れ
始
め

た
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
断
絶
を
議
論
す
る
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
た

と
え
ば
、
大
江
健
三
郎
を
高
く
評
価
し
、
と
き
に
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
「
父
」

や
「
息
子
」
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
蓮
實
は
、

モ
ダ
ン
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
重
複
し
う
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
／
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
エ
デ
ィ
プ
ス
的
／
反
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
ど
と
言

い
換
え
得
る
か
も
し
れ
な
い
批
評
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
間
点
に
属
し
て

お
り
、
表
象
研
究
の
方
法
論
と
そ
の
前
提
に
お
い
て
す
で
に
ア
メ
リ
カ
的

で
も
あ
っ
た
と
す
ら
言
い
う
る
の
か
も
知
れ
な
い

5
。
そ
も
そ
も
、
加
藤

典
洋
の
『
敗
戦
後
論
』
に
お
け
る
議
論
な
ど
を
発
端
と
し
て
、
近
年
議
論

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
再
び
利
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
戦

後
」
の
文
化
的
事
象
に
お
け
る
国
際
関
係
を
、「
戦
後
」
の
初
期
か
ら
一

貫
し
て
き
わ
め
て
冷
静
か
つ
怜
悧
に
観
察
し
、
記
録
し
、
ま
た
と
き
に
教

育
し
て
き
た
大
江
健
三
郎
自
身
が
、
自
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
ア
メ
リ
カ

文
学
双
方
の
特
質
と
方
法
論
を
意
識
的
に
平
行
し
て
利
用
し
て
き
た
こ

と
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
と
ア
メ
リ
カ
的
特
質

の
断
絶
を
意
図
的
に
引
き
受
け
て
き
た
と
は
思
い
出
さ
れ
て
も
い
い
だ

ろ
う
。『
飼
育
』
に
お
け
る
黒
人
兵
に
始
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
的
要
素
は
大

江
の
作
品
の
核
心
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
大
江
自
身
が
た
び
た
び
認
知
し

て
き
た
よ
う
に
、
大
江
は
戦
前
の
四
国
で
の
幼
少
期
に
読
ん
だ
と
さ
れ
る

マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
の
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
や
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
諸
作
品
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
そ
し

て
ソ
ー
ル
・
ベ
ロ
ー
な
ど
の
ア
メ
リ
カ
現
代
作
家
た
ち
を
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

ラ
ブ
レ
ー
、
W
・ 

B
・ 

イ
ェ
イ
ツ
、
ダ
ン
テ
ら
と
と
も
に
日
本
の
読
者

に
紹
介
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』

や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
多
く
の
作
品
で
利
用
し
た
「
双
子
の

物
語
」、
あ
る
い
は
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
構
造
を
村
上
ら
に
先
立
っ
て
自
ら
の

作
品
の
構
造
的
原
則
と
し
て
公
然
と
用
い
た
の
だ
っ
た
。

　

大
江
に
よ
る
「
双
子
の
物
語
」
の
反
復
は
蓮
實
に
よ
る
批
判
以
降
も
続

き
、
九
〇
年
代
後
半
の
『
取
り
替
え
子
（
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン
グ
）』
に
お
い

て
も
『
同
時
代
ゲ
ー
ム
』
や
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
と
同
様
の

「
双
子
の
物
語
」
が
反
復
さ
れ
る
し
、『
取
り
替
え
子
（
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン

グ
）』
に
い
た
っ
て
は
、『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
な
ど
の
村
上
本
人
の

作
品
や
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ス
タ
ー
の
作
品
に
す
ら
類
似
し
て
い
る
か
に
思
わ

れ
る
。
蓮
實
が
『
小
説
か
ら
遠
く
離
れ
て
』
に
お
い
て
批
判
し
た
「
双
子

の
物
語
」
の
蔓
延
が
、
大
江
に
よ
る
「
双
子
の
物
語
」
の
利
用
と
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
と
り
あ
え
ず
問
わ
な
い
に
し
て
も
、
し
ば
し
ば

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
知
識
人
と
し
て
イ
メ
ジ
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
大
江
健
三

郎
自
身
が
、
き
わ
め
て
早
い
段
階
か
ら
ア
メ
リ
カ
文
学
の
伝
統
と
現
代
ア

メ
リ
カ
文
学
と
に
あ
る
程
度
通
底
す
る
構
造
を
自
ら
の
作
品
に
積
極
的

に
与
え
て
い
た
こ
と
は
も
う
一
度
確
認
さ
れ
て
も
よ
い
。

　

一
方
村
上
春
樹
は
、
第
一
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
以
来
、
一
貫
し
て
ア

メ
リ
カ
文
学
を
み
ず
か
ら
の
作
品
の
先
行
者
・
起
源
と
す
る
明
確
な
素
振

り
を
見
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
明
白
と
思
わ
れ
る
こ
の
事
実

は
、
も
は
や
自
明
な
も
の
と
し
て
は
論
じ
得
な
い
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
デ

ビ
ュ
ー
当
初
「
日
本
的
」
で
は
な
い
作
家
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
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村
上
が
、
日
本
文
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
始
め
、
そ
う

し
た
論
じ
か
た
が
ま
っ
た
く
可
能
だ
か
ら
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
村
上
の

作
品
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
村
上
に
と
っ
て
の

ア
メ
リ
カ
に
か
か
わ
る
議
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
に
お
け
る
文
学
創

作
と
研
究
に
と
っ
て
の
「
ア
メ
リ
カ
」
に
か
か
わ
る
議
論
と
「
ア
メ
リ
カ
」

の
文
学
・
文
化
が
従
来
受
容
さ
れ
て
き
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
理
解
に
深
く

か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
加
藤
典
洋
の
言
う
「
ア
メ

リ
カ
の
影
」
が
必
然
的
に
介
入
し
て
く
る
。

　

確
か
に
、『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
お
い
て
村
上
の
語
り
手
の
小
説
作
法

の
起
源
と
さ
れ
る
の
は
、
東
京
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
エ
ン

パ
イ
ア
・
ス
テ
ィ
ト
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
か
ら
雨
傘
を
さ
し
て
飛
び
降
り

自
死
す
る
、「
デ
レ
ク
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
な
る
架
空
の
作
家
で
あ

る
6

。
村
上
が
ア
メ
リ
カ
人
と
思
わ
れ
る
架
空
の
作
家
を
先
行
者
と
し
て

創
作
し
た
と
い
う
事
実
は
、そ
も
そ
も
村
上
が
、伝
統
的
な
意
味
で
の
「
影

響
」
や
文
学
的
「
先
行
者
」
や
作
家
と
作
品
の
「
起
源
」
を
文
学
史
的
事

実
と
し
て
前
提
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
素
振
り
と
し
て「
先
行
者
」や「
起

源
」
に
か
か
わ
る
神
話
的
な
物
語
そ
の
も
の
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
作
品
と

作
家
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
か
た
に
同
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
明
か

し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、「
デ
レ
ク
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
を

村
上
に
先
行
す
る
実
在
の
作
家
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
努
力
は
空
し

い
作
業
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
の
架
空
の
作
家
が
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー

ク
で
自
死
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
「
ア
メ
リ
カ
」
そ
の
も
の
と
村
上
作
品

の
起
源
が
同
一
視
さ
れ
う
る
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
。
作
家
で
あ
れ
作
品

で
あ
れ
、
起
源
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い

う
考
え
方
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
論
以
降
の
文

学
作
品
の
理
解
に
お
い
て
は
む
し
ろ
凡
庸
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
す

で
に
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
テ
ク
ス
ト
論
者
た
ち
の
著
作
が

翻
訳
さ
れ
て
も
い
た
一
九
七
九
年
の
時
点
で
、
村
上
が
作
家
と
作
品
の

関
係
の
あ
り
か
た
を
テ
ク
ス
ト
論
的
に
理
解
し
た
う
え
で
創
作
し
た
と

し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。『
風
の
歌
を
聴
け
』

の
「
デ
レ
ク
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
は
起
源
と
し
て

0

0

0

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル

で
あ
り
、
作
家
に
先
立
つ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
作
家
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
の
記
号
に
先
立
つ
と
想
定
さ
れ
る
と
同
時
に
テ
ク

ス
ト
の
記
号
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
、
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
の
宣
告

で
は
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
に
お
い
て
文
法
的
な
機
能
と
し
て
の
主
語
と

同
様
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
、「
作
者
」
に
類
似
し
た
も
う
ひ

と
つ
の
記
号
で
あ
る

7
。
語
り
手
と
作
品
と
作
者
が
同
時
に
生
起
す
る『
風

の
歌
を
聴
け
』
冒
頭
に
お
い
て
は
、
作
家
と
作
品
が
同
時
に
生
成
す
る
の

と
同
様
、
作
家
の
影
響
の
源
と
し
て
の
文
学
的
先
行
者
も
ま
た
、
作
家
と

同
時
に
生
起
す
る
作
家
の
双
子
で
あ
る
。

　

村
上
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
、
し
ば
し
ば
あ
か
ら
さ
ま
な
嘘
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
発
言
を
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
の
説
明

を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
は
作
品
と
平
行
し
て
作
者
と

さ
れ
る
人
物
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
現
象
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
と
平
行

し
て
生
起
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
出
来
事
に
す
ぎ
ず
、
作
者
が
事
実
性
や
実

体
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
語
ら
れ
る

は
ず
の
事
実
と
さ
れ
る
発
言
も
ま
た
、
あ
る
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

作
品
と
平
行
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
村
上
は
、
フ
ォ
ー
ク

ナ
ー
の
短
編
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
納
屋
を
焼
く
」
を
自
作
の
タ
イ
ト
ル

と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
を
読
ん
だ
経

験
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
こ
と
が
あ
る
し
、
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
が
述

べ
る
よ
う
に
、
村
上
は
自
作
に
現
れ
る
「
火
山
」
な
ど
の
象
徴
的
な
イ
メ
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ジ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
た
と
え
ば
精
神
の
深
層
の
象
徴
で
あ
る

な
ど
と
す
る
解
釈
を
完
全
に
否
定
し
よ
う
と
し
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で

行
わ
れ
た
授
業
の
場
で
聴
衆
の
反
感
を
あ
お
っ
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い

8
。

　

む
ろ
ん
、
村
上
が
流
通
す
る
作
品
と
し
て
実
現
さ
れ
た
自
ら
の
テ
ク
ス

ト
を
め
ぐ
っ
て
生
起
す
る
読
書
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
イ
メ
ジ
の
象
徴
性

を
否
定
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
村
上
が
自
作
の

象
徴
的
解
釈
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
所
作
は
、「
作
者
」
と
し
て
の
村
上

が
真
剣
に
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
自
己
矛
盾
を
き
た

し
て
い
る
。
ま
た
、
村
上
が
村
上
以
前
の
日
本
文
学
と
の
関
係
性
を
否
定

し
た
り
、
初
期
の
作
品
に
お
い
て
は
人
物
に
固
有
名
を
与
え
る
こ
と
を
拒

む
こ
と
に
よ
っ
て
人
物
の
現
実
的
な
特
定
性
を
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は

イ
メ
ジ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
象
徴
性
を
否
定
し
た
り
す
る
と
き
、
現
代
テ

ク
ス
ト
論
的
な
常
識
に
あ
ま
り
に
も
正
確
に
呼
応
し
た
表
層
的
特
徴
を

自
作
に
与
え
よ
う
と
す
る
振
る
舞
い
が
い
か
に
も
い
か
が
わ
し
く
も
感

じ
ら
れ
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
の
授
業
の
メ
ン
バ
ー
が
村
上
を
信
じ
よ
う
と

し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
納
得
が
ゆ
く
思
い
が
す
る
の
だ
。

「
冷
戦
構
造
」
と
「
双
子
の
物
語
」

　

日
本
／
ア
メ
リ
カ
と
い
う
二
分
法
に
よ
っ
て
村
上
の
起
源
を
探
索
す

る
作
業
も
ま
た
、
慎
重
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
／
事
実
と
い
う
二
項
対
立
を
解
体
し
よ
う
と
し
て
い
る
作
家
に
と
っ

て
、
国
の
内
側
／
外
側
、
日
本
／
ア
メ
リ
カ
と
い
う
二
項
対
立
も
ま

た
、
そ
れ
自
体
は
無
意
味
で
あ
る
。
日
本
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
で
も
な

い
「
ジ
ェ
イ
ズ
・
バ
ー
」
や
「
イ
ル
カ
・
ホ
テ
ル
」、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』

の
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
が
た
ど
り
着
く
「
ど
こ
で
も
な
い
場
所
」、
あ
る

い
は
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
指
示
す
る
い
か
な

る
場
所
で
も
あ
り
得
な
い
場
所
な
ど
、
空
間
的
で
あ
り
な
が
ら
特
定
性
を

拒
む
、
ど
こ
で
も
な
い
場
所
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
多
い
村
上
の
作
品

の
特
質
は
、
た
と
え
ば
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
（K

azuo Ishiguro

）
が
イ

ギ
リ
ス
と
冷
戦
下
の
長
崎
を
舞
台
と
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
「
双
子
の
物

語
」
で
あ
る
『
遠
い
山
な
み
の
光
』（A Pale View

 of H
ills

）
で
利
用
す

る
、
日
本
／
イ
ギ
リ
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
枠
組
み
に
寄
り
そ
う
か
に
見

え
る
図
式
的
な
二
分
法
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
冷
戦
構
造
下
で
図
式
的
に
導

入
さ
れ
が
ち
な
「
こ
ち
ら
」
と
し
て
の
何
か
／
「
あ
ち
ら
」
と
し
て
の
何

か
と
い
う
二
分
法
の
拒
否
を
理
由
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
に
も
思
わ

れ
る

9
。

　

ま
た
、
村
上
の
作
品
と
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
文
化
や
文
学
も
、
通
常
の
国
家
・
文
化
の
分
割
の
枠
組
み
に
寄
り
添
わ

な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
村
上

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
加
速
し
た
は
ず
の
ア
メ
リ

カ
文
化
の
摂
取
の
過
程
で
、
模
倣
、
翻
訳
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
起
源
と
し
て

も
あ
り
え
た
は
ず
の
現
実
の
「
ア
メ
リ
カ
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し

て
提
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
村
上
が
レ
イ
モ
ン
ド
・

カ
ー
ヴ
ァ
ー
や
F
・
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
J
・ 

D
・ 

サ

リ
ン
ジ
ャ
ー
な
ど
の
作
品
を
「
翻
訳
」
し
紹
介
す
る
と
き
に
も
、
村
上
が

目
指
し
て
い
る
の
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
英
語
の
作
品
の
日
本
語
で
の
複
製

を
作
成
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
の
差
異
に
お
い
て
存
在

す
る
別
個
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、『
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
・
イ
ン
・
ザ
・
ラ
イ
』

と
題
さ
れ
た
最
近
のThe C

atcher in the Rye

の
翻
訳
な
ど
に
お
い
て
も
、

村
上
は
そ
の
こ
と
を
と
く
に
隠
そ
う
と
は
し
な
い
。
村
上
に
よ
る
カ
ー
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ヴ
ァ
ー
な
ど
の
翻
訳
作
業
そ
の
も
の
の
特
異
性
を
議
論
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
り
、
千
石
英
世
は
村
上
の
「
ア
メ
リ
カ
」
を
翻
訳
や
観
光
写
真
と

関
係
づ
け
て
議
論
し
て
い
る

10
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
写
し
絵
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
の
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
図
式
は
、
自
家
撞
着
的
に
「
こ

ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
同
一
性
を
反
復
し
、
イ
シ
グ
ロ
の
『
遠
い
山
な

み
の
光
』
に
お
け
る
日
本
生
ま
れ
と
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
姉
妹
の
う
ち
、

日
本
生
ま
れ
の
娘
が
自
死
す
る
と
い
う
設
定
に
お
い
て
正
当
化
す
る
か

に
見
え
る
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
国
家
の
一
致
に
も
似
た
、
同
一
性
の
回

帰
を
正
当
化
し
て
し
ま
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
疑
問
が
残
る
。「
双

子
」
に
お
け
る
二
へ
の
分
裂
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
一
の
同
一
性
へ
と
回
帰

す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
二
重
化
は
、
た
と
え
ば
川
端

康
成
の
作
品
に
お
け
る
「
こ
ち
ら
」
と
「
向
こ
う
」
や
『
雪
国
』
に
お
け

る
駒
子
の
二
つ
の
乳
房
の
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
同
一
性
に
還
元

さ
れ
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ナ
ル
シ
シ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
鏡
像
関
係
と
同
じ
く
、
自
我
や
国
家
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
強
化
に
つ
な
が
り
、「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
差
異
の
抑
圧
に
貢

献
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ア
メ
リ
カ
文
学
の
分
野
で
馴
染
み
の
深
い
論
文
集
、W

alter B
enn 

M
ichaels and D

onald E. Pease, eds., The Am
erican Renaissance 

Reconsidered

に
お
い
て
、D

onald E. Pease

が
冷
戦
構
造
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
人
文
主
義
を
引
き
継
い
だF. O

. M
atthiessen

の
、
い
わ

ゆ
る“A

m
erican renaissance”

の
概
念
と
を
論
じ
る
な
か
で
、
冷
戦
構

造
下
で
必
然
化
さ
れ
て
し
ま
う
、「
自
」
と
「
他
」、「
こ
ち
ら
」
と
「
あ

ち
ら
」
の
二
項
対
立
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。“A

m
erican 

renaissance”

の
概
念
は
、
二
〇
世
紀
中
葉
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
に
お

い
て
性
差
、
人
種
差
、
南
北
の
文
化
の
差
異
な
ど
を
抑
圧
す
る
原
因
と

な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
」
的
装
置
と
し
て
永
ら

く
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
が
、Pease

が
指
摘
し
た
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
伝
統
に
連
な
る
単
一
の
国
家
観
や
文
化
観
を
突
き
崩

す
契
機
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
冷
戦
構
造
に
お
け
る
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ

ち
ら
」
の
二
重
性
が
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
自
由
主
義
に
も
と
づ
く

国
家
観
を
助
長
し
て
し
ま
う
矛
盾
だ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
文
学
の
冷
戦

構
造
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
る
際
に
も
意
義
深
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
長

い
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

Put som
ew

hat differently, in the C
old W

ar as dram
a, the C

old W
ar 

paradigm
 preoccupies all the positions

─and all the oppositions as 
w

ell. C
onsequently, all the oppositions

─w
hether of the B

attista 
regim

e against C
uban rebels, Ishm

ael against A
hab, or, as w

as 
reported in a recent psychoanalytical case study, the m

ind against 
the body

─can be read in term
s of “our” freedom

 versus “their” 
totalitarianism

. Since the C
old W

ar paradigm
 confines totalizing 

operations to the w
ork of the other superpow

er, the C
old W

ar dram
a is 

free to expose even its ow
n totalization of the globe as the w

ork of the 
other superpow

er. C
onsequently, “I” cannot but choose this paradigm

, 
even though it confines choice to the “hum

an right” to choose this 
paradigm

 and lim
its “freedom

” either to the “choice” of the correct 
position w

ithin it, or, given the sense that the paradigm
 has already 

“perform
ed” all the difficult choices, to the “freedom

 from
” the need 

to choose. That is to say, the C
old W

ar paradigm
 relocates public 

persuasion not in the sphere of discussion but in a scene: one in w
hich 
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all the argum
ents have been prem

editated if not quite settled, w
ith 

the only w
ork left that of becom

ing the “national character” through 
w

hom
 the paradigm

 can speak.  

11

少
し
違
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、ド
ラ
マ
と
し
て
の
「
冷
戦
」
に
お
い
て
は
、

「
冷
戦
」
が
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
の
配
置
を
占
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
構
図
を
も
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、

す
べ
て
の
対
立
構
図
は
、

─
バ
ッ
テ
ィ
サ
政
権
対
キ
ュ
ー
バ
の
反
逆
者

で
あ
ろ
う
と
、
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
対
エ
イ
ハ
ブ
だ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
、
あ

る
最
近
の
精
神
分
析
的
な
症
例
に
お
い
て
は
、
精
神
対
身
体
の
対
立
で
あ

ろ
う
と

─
「
わ
た
く
し
た
ち
」
の
自
由
対
「
彼
ら
の
」
全
体
主
義
と
い

う
意
味
合
い
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。「
冷
戦
」
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
は
全
体
主
義
的
な
操
作
を
他
と
し
て
の
強
国
に
限
定
す
る
の
で
、「
冷

戦
」
の
ド
ラ
マ
は
自
ら
の
世
界
の
全
体
化
す
ら
、
他
と
し
て
の
強
国
の
仕

業
で
あ
る
と
し
て
暴
露
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
結
果
と
し
て
、「
私
」
は

こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
、
そ
れ
が
、「
人
権
」

を
選
ぶ
可
能
性
を
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
選
ぶ
こ
と
に
限
定
し
、「
自
由
」
を
、

そ
の
な
か
で
の
正
し
い
位
置
づ
け
を
選
ぶ
こ
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
が
す
で
に
す
べ
て
の
困
難
な
選
択
を
「
遂
行
」
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
感
覚
が
あ
る
た
め
に
、
選
ぶ
必
要
「
か
ら
の
自
由
」
を
選
ぶ
こ

と
か
ど
ち
ら
か
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
つ
ま

り
、「
冷
戦
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
人
々
の
説
得
の
場
を
議
論
の
領
域
に

移
し
替
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
ひ
と
つ
の
場
に
移
し
替
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
議
論
は
完
全
に
決
着
が
つ
い
て
い
な
く
と
も
、
あ

ら
か
じ
め
充
分
に
考
え
抜
か
れ
て
お
り
、
残
さ
れ
て
い
る
仕
事
は
と
言
え

ば
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
語
る
こ
と
が
で
き
る
「
国
民
的
性
格
」
に
成
る

こ
と
し
か
な
い
。

　

Pease

が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
の
名
の
も
と
に
、

「
こ
ち
ら
」と
し
て
の
自
由
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て「
他
」と
さ
れ
た「
全

体
主
義
」
を
利
用
す
る
か
た
ち
で
、
自
由
主
義
の
自
明
性
が
あ
ら
か
じ
め

決
定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
図
式
の
実

際
的
な
問
題
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
冷
戦
構
造
は
、
歴
史
と
し
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
別
離
す
る
可
能
性
を
示
し
つ
つ
、
た
と
え
ば
「
こ
ち

ら
」
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
」
に
お
け
る
自
由
主
義
と
「
あ
ち
ら
」
と
し

て
の
全
体
主
義
と
い
っ
た
具
体
的
に
歴
史
化
さ
れ
た
二
項
対
立
を
必
然

化
し
、
た
と
え
ばPease

の
言
う
よ
う
な
「
国
民
的
性
格
」
な
る
も
の
を

正
当
化
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
り
う
る
歴
史
的

な
場
に
お
い
て
は
、「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
あ
い
だ
に
差
異
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、「
わ
た
く
し
」
は
実
質
的
に
差
異
を
抑
圧

す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
同
一
性
を
反
復
せ
ざ
る
を
得
な
い
。「
こ
ち

ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
双
子
的
な
関
係
は
、
差
異
を
導
入
す
る
ど
こ
ろ
で

は
な
く
、
ま
さ
に
同
一
性
を
強
化
す
る
働
き
を
す
る
。D

onald E. Pease

が
言
う
冷
戦
構
造
下
で
の
自
由
主
義
と
全
体
主
義
の
必
然
性
の
粉
飾
を

帯
び
た
二
項
対
立
や
、
加
藤
典
洋
が
『
可
能
性
と
し
て
の
戦
後
以
後
』
で

取
り
上
げ
る
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
の
「
日
本
人
」
や
「
か
れ
ら
」
と

し
て
の
「
日
本
人
」
と
い
っ
た
、「
冷
戦
構
造
」
と
い
う
そ
も
そ
も
二
項

対
立
的
に
想
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
な
か
で
反
復
さ
れ
る
二
項
対
立
は
、
あ

く
ま
で
も
存
在
論
的
な

0

0

0

0

0

「
わ
た
く
し
」や「
国
家
」の
あ
り
か
た
と
そ
の「
わ

た
く
し
」
や
「
国
家
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
「
他
者
」
と
し
て
の
わ
た
く
し

や
国
家
と
い
う
、
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
鏡
像
関
係
と
し
て
の
双
子
と

し
て
立
ち
現
れ
る
し
か
な
い
も
の
だ

12
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、「
日
本
」
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と
「
ア
メ
リ
カ
」
も
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
同
一
な
双
子
の
パ
タ
ン
に
他

な
ら
な
い
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
の
二
項
対
立
が
反
復
さ
れ
、
つ
ね
に
解
釈
の
枠
組
み

と
し
て
利
用
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
に
不
毛
で
あ

る
に
違
い
な
い
。
そ
の
解
釈
の
枠
組
み
を
読
者
が
村
上
な
り
イ
シ
グ
ロ
な

り
の
作
品
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
価
値
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
れ
も
ま
た
不
毛
さ
を
重
ね
る
結
果
と
な
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め

想
定
さ
れ
て
い
る
他
者
を
排
除
の
場
と
し
て
利
用
し
、
自
我
を
存
在
論
的

に
肯
定
し
う
る
構
造
が
反
復
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
際
に
想

定
さ
れ
る
自
我
な
る
も
の
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
化
・
政
治
思
想
に

お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
た
「
個
人
」
や
「
国
家
」
の
、
単
一
の
存
在
と
し

て
の
十
全
性
を
強
化
す
る
モ
デ
ル
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
題
は
批
評
と
思
想
に
お
け

る
「
他
者
」
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
も
あ
り
、

八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
た
と
え
ば
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス

テ
ヴ
ァ
や
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
な
ど
に
よ
る
議
論
の
中
心
的
問
題
と
な
っ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、『
外
国
人
─
我
ら
の
内
な
る
も
の
』
で
、
ク
リ

ス
テ
ヴ
ァ
は
「
他
」
と
し
て
の
「
外
国
人
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

Strangely, the foreigner lives w
ithin us: he is the hidden face of 

our identity, the space that w
recks our abode, the tim

e in w
hich 

understanding and affinity founder. B
y recognizing him

 w
ithin 

ourselves, w
e are spared detesting him

 in him
self. A

 sym
ptom

 that 
precisely turns “w

e” into a problem
, perhaps m

akes it im
possible. The 

foreigner com
es in w

hen the consciousness of m
y difference arises, 

and he disappears w
hen w

e all acknow
ledge ourselves as foreigners, 

unam
enable to bonds and com

m
unities.

（
イ
タ
リ
ッ
ク
ス
は
筆
者
に
よ
る
）13

奇
妙
な
こ
と
に
、
外
国
人
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
住
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
外

国
人
と
は
わ
れ
わ
れ
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
隠
さ
れ
た
顔
で
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
の
住
ま
う
場
所
を
破
壊
す
る
空
間
で
あ
り
、
理
解
と
類
似
性
が
不

可
能
と
な
る
時
間
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
う
ち
に
彼
を
認
め
る
こ
と

に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
自
身
に
お
い
て
彼
を
嫌
悪
す
る
こ
と
を
免
れ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
わ
れ
わ
れ
」
を
ひ
と
つ
の
問
題
に
変
え
る
ひ
と
つ
の
兆

候
で
あ
り
、
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
も
知
れ
ず
、
外

国
人
は
わ
た
く
し
の
差
異
の
意
識
が
立
ち
現
れ
る
と
き
に
や
っ
て
き
、
そ

し
て
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
わ
れ
わ
れ
自
身
を
、
絆
や
共
同
体
に
屈
す
る
こ

と
の
な
い
外
国
人
た
ち
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
消
え
去
る
の
だ
。

　
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」、
あ
る
い
は
「
自
」
と
「
他
」
の
二
項
対
立

的
な
関
係
性
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
言
う
よ
う
に
、「
自
」
と
「
他
」
へ

の
認
識
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
。「
こ
ち
ら
」
の

「
わ
れ
わ
れ
」
あ
る
い
は
そ
の
個
別
単
位
と
し
て
の
「
わ
た
く
し
」
と
「
あ

ち
ら
」
の
「
か
れ
ら
」
と
い
う
二
項
対
立
が
正
当
化
さ
れ
る
と
き
、「
わ

た
く
し
の
差
異
」、あ
る
い
は
「
わ
た
く
し
の
内
な
る
差
異
」
と
し
て
「
自
」

と
「
他
」
が
あ
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
る
。
逆
に
、「
他
」
な
る
も
の
や
「
外

国
人
」
の
認
識
は
、「
わ
た
く
し
の
差
異
」
あ
る
い
は
「
わ
た
く
し
の
内

な
る
差
異
」
の
認
識
に
つ
な
が
る
。
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
言
う
よ
う
な
意
味

で
、「
わ
た
く
し
の
差
異
」
あ
る
い
は
「
わ
た
く
し
の
内
な
る
差
異
」
が

認
識
さ
れ
る
と
き
、
た
と
え
ば
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
「
外
国
人
」
と
呼
ば

れ
る
で
あ
ろ
う
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
は
、「
父
」
や
記
号
に
先
立

つ
と
想
定
さ
れ
る
「
現
実
」
や
「
意
識
」
に
先
立
つ
「
無
意
識
」
な
ど
の
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時
間
的
先
行
者
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
時
間
的
な
場

に
お
い
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
単
一
の
実
体
と
し
て
存

在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
た
と
え
ば
「
意
識
」
や
「
自
我
」
と
い
っ

た
も
の
が
二
重
化
し
た
形
式
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る

よ
う
な
な
に
か
で
あ
る
。「
わ
た
く
し
の
差
異
」
あ
る
い
は
「
わ
た
く
し

の
内
な
る
差
異
」
を
認
め
る
「
外
国
人
」
と
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
に
と
っ

て
は
、
た
と
え
ば
、
母
を
失
い
、
あ
ら
か
じ
め
死
し
た
父
を
持
ち
、
自
ら

も
既
に
死
し
て
あ
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
ム
ル
ソ
ー
で
あ
り
、「
外

国
人
」
の
幸
福
と
は
、「
あ
の
逃
れ
去
る
永
遠
、
あ
る
い
は
あ
の
絶
え

ざ
る
一
時
性
」（“m

aintaining that fleeing eternity or that perpetual 
transience”

）
に
あ
る
の
だ
っ
た

14
。
そ
う
し
た
差
異
の
認
識
の
も
と
に

お
い
て
、「
双
子
」
の
物
語
は
差
異
を
認
識
し
う
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
な
り
、

冷
戦
構
造
に
お
け
る
「
こ
ち
ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
の
二
重
性
は
、
そ
れ
本

来
の
両
義
性
（am

biguitty

）
を
獲
得
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、Pease

が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
装
置
と
し
て
の
「
双
子
」
は
む
し
ろ
同
一
性
を
強
化
す

る
可
能
性
も
孕
ん
で
い
る
。

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
二
重
性

　

村
上
の
出
発
点
を
再
検
討
す
る
議
論
は
九
〇
年
代
以
後
数
を
増
し
て

お
り
、
そ
う
し
た
比
較
的
最
近
の
議
論
の
な
か
で
、
村
上
が
出
発
点
と
す

る
時
代
、
つ
ま
り
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
初
頭
の
時
代
性
の
特

異
さ
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
「
始
ま
り
」
に
か
か
わ
る

議
論
も
、
村
上
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
」
に
か
か
わ
る
議
論
と
重
な
り
合

う
こ
と
が
多
い

15
。
し
か
し
、
処
女
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
が
、
あ
る
種

の
論
者
に
よ
っ
て
は
三
島
由
紀
夫
そ
の
人
と
も
特
定
さ
れ
か
ね
な
い
「
デ

レ
ク
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
の
死
や
後
に
自
死
に
近
い
死
を
遂
げ
る
こ

と
に
な
る
「
鼠
」
の
自
殺
未
遂
と
も
言
え
る
自
動
車
事
故
で
始
ま
る
な
ど
、

多
く
の
場
合
「
死
」
を
も
っ
て
始
ま
る
村
上
の
「
物
語
」
あ
る
い
は
小
説

に
お
い
て
、「
始
ま
り
」
は
「
終
わ
り
」
で
あ
り
「
終
わ
り
」
は
「
始
ま

り
」
で
あ
る
と
、
作
品
が
は
ら
む
目
的
論
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
村
上
の
作
品
を
テ
ク
ス
ト
論
の
観
点
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
と
同
様

に
容
易
い
し
、
村
上
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
死
へ
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を

取
り
あ
げ
て
、
後
に
村
上
が
自
ら
の
師
の
ひ
と
り
と
し
て
名
を
挙
げ
る
こ

と
に
な
る
、
ア
メ
リ
カ
作
家
F
・
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
よ
る
自
死
に
近
い
死
を
「
デ
レ
ク
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー

ル
ド
」
の
死
に
重
ね
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
、
ス
コ
ッ
ト
・

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
は
、
大
恐
慌
の
真
っ
た
だ
中
の
一
九
三
四
年
に

出
版
さ
れ
た
『
夜
は
や
さ
し
』
の
書
評
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ラ
ー
ヴ
に
、「
親
愛
な
る
ス
コ
ッ
ト
、
ビ
ー
チ
パ
ラ
ソ
ル
じ
ゃ
、

ハ
リ
ケ
ー
ン
か
ら
隠
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」（“D

ear Fitzgerald, 
you can’t hide from

 a hurricane under a beach um
brella.”

）
と
、
不
況

の
時
代
に
「
失
わ
れ
た
世
代
」
風
の
美
学
的
指
向
を
持
つ
作
品
を
出
版
し

た
こ
と
そ
の
も
の
を
揶
揄
さ
れ
た
経
緯
が
あ
っ
た

16
。
ラ
ー
ヴ
に
よ
る
こ

の
書
評
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
読
者
に
は
あ
ま
り
に
も
な
じ
み
深

い
も
の
だ
。

　

実
際
、
二
項
対
立
的
な
図
式
を
、
村
上
が
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ

ラ
ル
ド
か
ら
学
ん
だ
可
能
性
は
高
い
。
む
ろ
ん
、『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン

ボ
ー
ル
』
の
タ
イ
ト
ル
が
大
江
健
三
郎
の
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』

の
反
復
あ
る
い
は
パ
ロ
デ
ィ
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
村
上

の
作
品
が
村
上
本
人
の
認
め
る
以
上
に
複
雑
な
影
響
関
係
の
う
え
に
成
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り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
了
解
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、「
こ
ち
ら
が
わ
」／「
あ

ち
ら
が
わ
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
関
係
性
が
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

の
処
女
作
『
楽
園
の
こ
ち
ら
側
』
に
お
い
て
す
で
に
示
さ
れ
、『
華
麗
な

る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
に
と
く
に
顕
著
に
現
れ
る
ダ
ブ
リ
ン
グ
と
二
重
性
に
お

い
て
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
想
い
だ
さ
れ
て
い
い
は
ず
だ
し
、
柴
田

元
幸
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
、
村
上
が
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の

「
自
己
内
に
お
け
る
分
裂
」
や
「
二
極
」
の
「
同
時
存
在
」
に
つ
い
て
語
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
憶
さ
れ
て
よ
い
に
違
い
な
い

17
。　

　

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
し
ば
し
ば
、「
最
後
の
田
舎
者
」
と
称
さ
れ

た
作
家
で
あ
る

18
。
同
世
代
の
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
ド

ス
・
パ
ソ
ス
な
ど
が
、
多
く
の
場
合
「
実
験
的
」
な
作
法
を
顕
著
に
採
用

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
外
見

上
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
小
説
作
法
を
く
ず
さ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
決
し
て
た
ん
な
る
田
舎
者
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
し
ば
し
ば
用
い
る
二
分
法
に
お
け
る
「
こ
ち

ら
」
と
「
あ
ち
ら
」
は
、
人
物
の
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
パ
タ
ン
や
、
ヘ
ン
リ
ー
・

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
な
ら
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
対
比
、
合
衆
国
内

に
お
け
る
東
部
と
西
部
の
対
比
、
裕
福
な
者
と
貧
し
き
も
の
た
ち
の
対

比
、
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
対
比
と
な
っ
て
現
れ
る
。
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
が
、
と
り
あ
え
ず
の
前
提
と
し
て
、
文
学
創
作
に
お
け
る
文
字

と
「
現
実
」
と
の
一
致
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
可
能
で
あ
る
と
の
前
提
に

の
っ
と
っ
て
書
か
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
「
こ

ち
ら
」
を
描
く
こ
と
で
「
あ
ち
ら
」
を
同
時
に
指
示
し
、
逆
に
「
あ
ち

ら
」
を
描
く
こ
と
で
同
時
に
「
こ
ち
ら
」
を
指
示
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
、

あ
く
ま
で
も
リ
ア
リ
ズ
ム
を
指
向
し
な
が
ら
、「
あ
ち
ら
」
と
「
こ
ち
ら
」

の
バ
ラ
ン
ス
と
緊
張
関
係
を
描
く
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の

作
中
人
物
た
ち
が
多
く
放
浪
者
で
あ
る
の
と
同
様
、
作
品
の
言
語
も
ま
た

し
ば
し
ば
、
単
一
の
指
示
対
象
と
明
確
に
一
致
す
る
こ
と
が
な
い
。

　

た
と
え
ば
、『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
の
結
び
と
し
て
あ
ま
り
に
も

有
名
な
「
こ
う
し
て
ぼ
く
た
ち
は
、
絶
え
ず
過
去
へ
過
去
へ
と
運
び
去
ら

れ
な
が
ら
も
、
流
れ
に
さ
か
ら
う
舟
の
よ
う
に
、
力
の
か
ぎ
り
漕
ぎ
進

ん
で
ゆ
く
。」（“So w

e beat on, boats against the current, bourne back 
ceaselessly into the past.”

）
と
い
う
一
文
は
、
過
去
と
現
在
の
対
比
を

船
の
前
進
と
後
退
の
イ
メ
ジ
に
重
ね
て
い
る
も
の
の
、
船
が
海
上
を
漂
い

進
ん
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
前
進
す
る
方
向
も
後
退
す
る
方
向
も
、
ど

ち
ら
が
ど
ち
ら
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
船
は
前
進
す
る
た
め
に
「
進
ん
で
」

（“beat on”

）
い
る
の
か
、
後
退
す
る
た
め
に
「
進
ん
で
」
い
る
の
か
は

判
然
と
し
な
い

19
。
も
し
作
品
の
こ
の
箇
所
を
一
般
論
化
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
作
品
に
お
い
て
は
過

去
と
現
在
、
未
来
の
区
分
が
意
味
を
な
さ
な
い
。
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

の
テ
ク
ス
ト
は
、
バ
ル
ト
が
言
う
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
と
し

て
、
現
在
時
に
お
い
て
「
い
ま
、
こ
こ
」
に
存
在
し
て
い
る
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
も
の
だ

20
。

　

実
際
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
作
品
に
お
い
て
、
時
間
的
秩
序
の

否
定
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
反
復
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』（The G

reat G
atsby

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、

そ
も
そ
も
人
物
の
名
前
や
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、“gold”

の
ダ
ブ
リ
ン

グ
を
示
唆
す
る“g”

の
ア
リ
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
な
る
人
名
が
、
過
去

の
ど
の
時
点
で
の
主
人
公
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
し
て
い
る
の
か

が
明
確
で
な
い
こ
と
な
ど
は
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
特
徴
と
な
っ
て
い

る
。
冒
頭
、
語
り
手
の
ニ
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
が
誇
る
か
に
見
え
る
過



114

去
か
ら
現
在
へ
と
持
続
す
る
父
権
的
な
家
系
の
あ
り
か
た
と
そ
れ
に
も

と
づ
い
た
価
値
観
は
、
作
品
全
体
を
統
括
す
る
語
り
手
ニ
ッ
ク
の
倫
理
観

の
起
源
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
作
品
の
「
始
ま
り
」
は
つ
ぎ

の
よ
う
な
も
の
だ
。

In m
y younger and m

ore vulnerable years m
y father gave m

e som
e 

advice that I’ve been turning over in m
y m

ind ever since. 

21

ぼ
く
が
ま
だ
年
若
く
、
い
ま
よ
り
も
も
っ
と
傷
つ
き
や
す
い
心
を
持
っ
て

い
た
時
分
に
、
父
が
あ
る
忠
告
を
与
え
て
く
れ
た
け
れ
ど
、
爾
来
ぼ
く
は
、

そ
の
忠
告
を
、
心
の
中
で
く
り
か
え
し
反
芻
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
時
間
的
先
行
者
と
し
て
の
「
父
」
か
ら
伝
え
ら
れ
た
倫
理
が

語
り
手
で
あ
る
ニ
ッ
ク
を
倫
理
的
に
拘
束
す
る
と
信
じ
る
こ
と
は
、“the 

jazz age”

の
交
換
経
済
的
で
現
在
時
制
の
、
横
滑
り
の
価
値
観
と
決
定
的

な
齟
齬
を
き
た
す
。
そ
も
そ
も
、
東
部
に
や
っ
て
来
る
以
前
の
出
来
事

や
父
親
に
つ
い
て
具
体
的
に
語
る
こ
と
が
な
い
語
り
手
ニ
ッ
ク
・
キ
ャ

ラ
ウ
ェ
イ
自
身
や
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
そ
の
ひ
と
に
つ
い
て
す
ら
、
過
去
が
ア
ィ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
か
さ
を
保
証
す
る
こ
と
が
な
く
、
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
は

過
去
を
改
変
し
う
る
と
す
ら
主
張
す
る
。
実
際
、
作
品
冒
頭
で
強
調
さ
れ
、

ニ
ッ
ク
が
誇
る
父
権
的
な
家
系
の
父
の
先
行
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る

意
味
づ
け
の
権
威
は
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
こ
と
に
、
否
定
さ
れ
る
た
め
に

提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
ほ
か
な
い
。
上
記
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
く
部

分
で
、「
ひ
と
を
批
判
し
た
い
よ
う
な
気
持
ち
が
起
き
た
場
合
に
は
だ
な
」

と
、
父
は
言
う
の
で
あ
る
。「
こ
の
世
の
中
の
人
が
み
ん
な
お
ま
え
と
同

じ
よ
う
に
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
思

い
出
し
て
み
る
の
だ
」（“W

henever you feel like criticizing any one,” 
he told m

e, “just rem
em

ber that all the people in this w
orld haven’t 

had the advantages that you’ve had.”

）」
と
い
う
父
の
言
葉
を
引
用
し

た
後
で
、
ニ
ッ
ク
は
そ
の
言
葉
の
具
体
的
な
指
示
内
容
を
説
明
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
言
葉
が
ほ
か
な
ら
ぬ
意
味
内
容
の
不
特
定
性
に
よ
っ
て
意

味
を
生
成
し
て
い
た
の
だ
と
認
め
る
。

H
e didn’t say any m

ore, but w
e’ve alw

ays been unusually 
com

m
unicative in a reserved w

ay, and I understood that he m
eant a 

great deal m
ore than that. In consequence, I’m

 inclined to reserve all 
judgm

ents, a habit that has opened up m
any curious natures to m

e and 

also m
ade m

e the victim
 of not a few

 veteran bores. 

22

父
は
こ
れ
以
上
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
父
と
ぼ
く
と
は
、
多

く
を
語
ら
ず
し
て
人
な
み
以
上
に
意
を
通
じ
合
う
の
が
常
だ
っ
た
か
ら
、

こ
の
父
の
こ
と
ば
に
も
い
ろ
い
ろ
言
外
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
ぼ
く
に
は
わ
か
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
ぼ
く
は
、
物
事
を
断
定
的
に
割

り
切
っ
て
し
ま
わ
ぬ
傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
習
慣
の

お
か
げ
で
、
い
ろ
い
ろ
珍
し
い
性
格
に
お
目
に
か
か
り
も
し
、
同
時
に
ま

た
、
厄
介
至
極
な
く
だ
ら
ぬ
連
中
の
お
相
手
を
さ
せ
ら
れ
る
破
目
に
も
た

ち
い
た
っ
た
。

　
『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
に
お
け
る
「
ジ
ェ
イ
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
に

か
ん
す
る
語
り
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ニ
ッ
ク
は
父
権
に
よ
っ
て
保

証
さ
れ
る
権
威
に
よ
る
明
確
な
意
味
生
成
、
す
な
わ
ち
記
号
表
現
と
記
号

内
容
の
一
致
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
父
の
言
葉
に
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明
確
な
意
味
を
読
み
込
む
こ
と
を
回
避
す
る
の
と
同
様
に
、「
判
断
を
保

留
」
し
つ
つ
語
る
こ
と
を
冒
頭
で
宣
言
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
判
断
保

留
」
に
も
と
づ
い
て
、
ニ
ッ
ク
に
と
っ
て
軽
蔑
心
の
対
象
で
も
あ
り
、
ま

た
同
時
に
あ
る
種
の
敬
意
の
対
象
で
も
あ
る“the great G

atsby”

が
二
重

性
を
持
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
描
写
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
す
で

に
生
起
し
た
と
認
識
さ
れ
る
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
過

去
や
現
実
を
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
発
想
は
、
こ
の
場
面
に
お

い
て
は
通
用
し
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
貧
困
か
ら
成
り
上
が
り
、
ア
ィ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
偽
っ
て
名
家
の
令
嬢
デ
ィ
ジ
ー
と
交
際
し
、
デ
ィ
ジ
ー
を

手
に
入
れ
る
た
め
に
不
正
な
手
段
で
巨
額
の
富
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
ジ
ェ
イ
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
と
い
う
新
し
い
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
手
に
入
れ
る
人
物
は
、
そ
も
そ
も
存
在
自
体
が
リ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
記
号
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、『
華
麗
な
る

ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
論
に
あ
ま
り

に
も
忠
実
に
、
父
権
を
代
表
す
る
「
父
」
と
は
、
記
号
表
現
を
と
も
な
わ

な
い
記
号
内
容
、
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
存

在
し
て
は
い
な
い
も
の
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル

が
、
実
際
に
「
偉
大
」
で
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
し
か
も
偽
名
で
す
ら
あ

る
「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
を
指
し
示
す
、The G

reat G
atsby

と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
適
切
だ
と
言
え
る
し
、
タ
イ
ト
ル
が
指
示
す
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
ニ
ッ
ク
と
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
、
デ
ィ
ジ
ー
と
ジ
ョ
ー
ダ
ン
、
デ
ィ
ジ
ー

と
マ
ー
ト
ル
、
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
と
ト
ム
な
ど
、
作
中
で
反
復
さ
れ
る
ダ
ブ
リ

ン
グ
は
、
故
郷
で
あ
る
中
西
部
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
根
こ
ぎ
」
の

状
態
に
あ
る
人
物
た
ち
が
出
生
に
も
と
づ
く
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
あ

ら
か
じ
め
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら

の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
そ
の
も
の
が
記
号
と
し
て
流
通
し
、
移
動
す
る
も

の
で
あ
り
、
ニ
ッ
ク
に
よ
る
冒
頭
の
父
の
言
葉
の
引
用
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
明
確
に
指
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
何
か
（“a great deal m

ore 
than that”

）
の
コ
ピ
ー
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
二
人
の
人
物
の
組
み
合

わ
せ
が
強
調
さ
れ
る
多
く
の
場
面
に
お
い
て
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
互

換
的
に
す
ら
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ニ
ッ
ク
の
父
が
冒
頭
で

ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る
言
葉
の
意
味
を
保
証
す
る
存
在
と
し
て

は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
同
様
に
、
作
品
末
尾
で
「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
の
父

親
と
思
わ
れ
る
人
物
が
ニ
ッ
ク
の
眼
前
に
現
れ
る
と
き
に
も
、「
ギ
ャ
ツ

ビ
ー
」
の
父
は
不
確
か
な
噂
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
ひ
と
つ
の
像
を
結
ぶ
こ

と
が
な
か
っ
た
「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
人

物
と
は
成
り
得
ず
、
父
と
い
う
記
号
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
参
照
枠

を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
逃
走
す
る
作
家
と
し
て
の
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

　

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
リ
ア
リ
ズ
ム
に
拘
泥
し
た
「
最
後
の
田
舎

者
」
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ズ
・
エ
イ
ジ
と
呼
ば
れ

た
未
曾
有
の
好
景
気
の
時
代
の
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
流
行
作
家

で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
的
を
得
て
い
る
と
は
必
ず
し

も
言
い
が
た
い
。
確
か
に
、「
バ
ビ
ロ
ン
再
訪
」
な
ど
の
短
編
作
品
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
『
夜
は
や
さ
し
』
な
ど
の
長
編
作
品
に
含
ま
れ
る
描
写

に
お
い
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
言
語
の
指
示
対
象
の
自
明
性
を
前

提
と
す
る
言
語
や
描
写
を
反
復
す
る
こ
と
が
あ
る
か
に
思
わ
れ
、
そ
う
し

た
際
に
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
で
あ
る
と
考
え
た

い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
不
気
味
な
も
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の
」
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る
「
親
し
み
あ
る
も
の
／
不
気
味
な

も
の
」（“heim

lich/unheim
lich”

）
の
差
異
と
同
一
性
に
お
い
て
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
作
品
に
お
い
て
は
、
先
行
す
る

父
、
あ
る
い
は
『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
に
お
い
て
は
完
全
に
消
去
さ

れ
て
い
る
か
に
見
え
る
母
、
あ
る
い
は
な
に
か
の
写
し
と
し
て
記
号
的
に

存
在
す
る
副
次
的
な
息
子
と
し
て
の
記
号
に
先
立
つ
現
実
な
る
も
の
は
、

「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
の
父
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
共
時
的
な
も
う
ひ
と
つ

の
記
号
と
し
て
、
つ
ま
り
父
で
は
な
く
息
子
の
ダ
ブ
ル
と
し
て
息
子
と
同

時
に
生
起
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
が
、
人
物
が
ダ
ブ
リ
ン
グ
を
起
こ

す
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
東
部
と
西
部
、「
イ
ー
ス
ト
・
エ
ッ
グ
」
と

「
ウ
ェ
ス
ト
・
エ
ッ
グ
」、
過
去
と
未
来
な
ど
が
同
時
的
に
生
起
す
る
ダ
ブ

ル
と
し
て
反
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

　

で
は
、
先
行
者
が
あ
ら
か
じ
め
実
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
原

則
が
成
り
立
つ
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
が
予
め

消
去
さ
れ
て
い
る
母
親
を
殺
す
書
で
あ
る
と
と
も
に
父
親
殺
し
の
書
で

あ
り
、
次
作
品
『
夜
は
や
さ
し
』
が
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
自
身
の
最
初

の
構
想
で
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
た
よ
う
に
「
母
親
殺
し
」
の
書
で
あ
る
と

言
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
英
米
文
学
を
い
く
ぶ
ん
理
想

化
す
る
傾
向
が
あ
る
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
は
そ
う
だ
っ
た
。
古

い
論
考
に
な
る
が
、『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
』（G

illes D
eleuze &

 C
laire 

Parnet, D
ialogues

）
に
お
い
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
短
編
集
『
崩

壊
』（The C
rack-up

）
か
ら
の
「
断
絶
」
に
か
ん
す
る
パ
ッ
セ
ー
ジ

を
、
D
・ 

H
・ 

ロ
レ
ン
ス
の
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』（Studies 

in C
lassic Am

erican Literature

）
に
含
ま
れ
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
逃
走
に

つ
い
て
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
と
並
べ
で
引
用
す
る
。「
心
の
断
絶
と
は
、
人
が

戻
り
え
ぬ
何
か
、
過
去
を
存
在
さ
せ
ぬ
が
ゆ
え
に
容
赦
な
き
何
か
で
あ

る
」

23
。

　
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
な
ど
で
も
、「
エ
デ
ィ
プ
ス
的
形
成
」
や
「
非
＝
属

領
化
」
を
論
じ
る
際
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
と
同
列
に

論
じ
る
の
は
ロ
レ
ン
ス
の
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
あ
り
、
ハ
ー
マ

ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
だ
っ
た
。

出
発
、
脱
走
、
そ
れ
は
線
を
引
く
こ
と
、
文
学
の
至
高
の
目
的
と
は
、
ロ
ー

レ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、「
出
発
、
出
発
、
脱
走
…
…
水
平
線
を
超
え
る
、
別

の
生
活
に
入
る
…
…
か
く
し
て
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
太
平
洋
の
真
中
に
で
る
、

彼
は
ま
さ
し
く
水
平
線
を
超
え
た
の
だ
」。 

24

　

ロ
レ
ン
ス
は
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
文

学
と
ロ
シ
ア
文
学
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
と
区
別
し
、
両
国
の
文
学
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
を
超
え
て
、「
縁
を
超
え
て
し
ま
っ
て
」（“over the 

verge”

）
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る

25
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

言
う
「
地
平
性
を
超
え
」
る
こ
と
と
は
、
ロ
レ
ン
ス
の
言
う
「
縁
を
超
え

て
し
ま
っ
て
」
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、そ
れ
は
ま
た
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
文
化
的
・
政
治
的
覇
権
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
部
か
ら
生
起
し

た
二
つ
の
国
家
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
第
二
次

大
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
「
冷
戦
構
造
」
を
フ
ロ
イ
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
を
参
照
し

つ
つ
正
確
に
予
言
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
『
黙
示
録
論
』
で
も
あ
っ
た
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
ロ
レ
ン
ス
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
は
古
典
中
の
古
典
で

あ
る
が
、
謎
め
い
た
警
句
風
の
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
に
理
解

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ロ
レ
ン

ス
は
フ
ロ
イ
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
に
よ
っ
て
同
書
を
執
筆
し
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
ロ
レ
ン
ス
に
と
っ
て
の
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
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は
、
無
意
識
に
た
い
し
て
意
識
が
先
行
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ

る
と
考
え
る
理
論
で
は
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
、「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
」

な
も
の
を
「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
な
も
の
に
先
行
さ
せ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
逆

を
行
っ
た
思
想
家
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
レ
ン
ス

が
『
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
』
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
第
一
次
大
戦

に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
荒
廃
と
性
的
不
能
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
父
権
の
凋
落
を
描
き
つ
つ
「
コ
ズ
モ
ス
」（“cosm
os”

）

と
の
一
体
化
の
不
可
能
性
と
可
能
性
を
語
る
と
き
、
そ
の
「
コ
ズ
モ
ス
」

は
、
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
的
な
二
重
性
を
帯
び
て
、
過
去
や
「
始
ま
り
」
と

一
体
化
し
得
な
い
二
つ
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ロ
レ
ン
ス
の
「
コ
ズ
モ
ス
」
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
人
文
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
自
我
と
自
我
に
よ
る
言
語
を
利
用
し

た
表
象
行
為
が
一
致
し
う
る
場
で
は
な
く
、
父
権
的
な
権
威
に
よ
っ
て
あ

ら
か
じ
め
自
我
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
証
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
、

ギ
リ
シ
ャ
的
な
二
重
性
の
表
象
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
る
「
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
」、
二
重
性
そ
の
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

26
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ロ
レ
ン
ス
が
予
言
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
伝
統
の

瓦
解
や
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
た
ち
「
失
わ
れ
た
世
代
」
の
「
崩
壊
」
な

る
事
態
は
、
第
一
次
大
戦
に
よ
る
荒
廃
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
事
態
だ
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
後
の
冷
戦
構
造
に
つ
な
が
る
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア

の
国
家
と
一
致
し
た
文
化
・
政
治
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
、「
つ
ね
に
、
す
で
に
」
そ
う
で
あ
る
状
態
を
指
し
示
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ロ
レ
ン
ス
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
た
ち
に
よ
る
ア
メ
リ

カ
の
植
民
の
目
的
や
民
主
主
義
そ
の
も
の
を
「
今
後
は
主
人
な
し
で
生
き

よ
う
」（“H

ereafter be m
asterless”

）
と
の
欲
望
と
し
て
揶
揄
的
に
語
る

と
き
、
西
欧
の
帝
国
主
語
と
ロ
マ
ン
主
義
的
な
文
化
的
伝
統
の
虚
を
つ
く

か
た
ち
で
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
」
な
も
の
と
「
ア
ポ
ロ
ン

的
」
な
も
の
の
交
錯
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
に
先
行
す
る
二
重
性
と
し

て
語
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
二
重
性
は
あ
ら
か
じ
め
「
存
在
す

る
」
な
に
か
を
起
源
と
し
て
生
成
す
る
存
在
と
し
て
の
意
識
→
意
識
・
無

意
識
と
し
て
の
意
識
と
い
う
モ
デ
ル
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
く
、
存

在
論
的
・
コ
ギ
ト
的
な
自
我
は
「
つ
ね
に
・
す
で
に
」
不
在
だ
っ
た
こ

と
を
お
そ
ら
く
意
味
し
て
い
る
の
だ

27
。
ロ
レ
ン
ス
は
、「
地
霊
」（“The 

Spirit of Place”

）
と
題
さ
れ
た
第
一
章
を
、
言
語
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ

な
い
「
そ
れ
」（“IT”

）
の
二
重
性
を
引
用
符
に
く
く
ら
れ
た
「
主
人
な
し
」

の
状
態
（“m

asterless”

）
と
「
主
人
に
と
ら
わ
れ
た
」
状
態
（“m

astered”

）

と
の
関
係
を
、
意
識
と
無
意
識
と
い
う
階
層
構
造
を
転
倒
し
た
二
重
性
と

し
て
強
調
し
、
締
め
く
く
る
の
だ
。

Y
ou have got to pull the dem

ocratic and idealistic clothes off 
A

m
erican utterance, and see w

hat you can of the dusky body of IT 
underneath.
‘H

enceforth be m
asterless’

H
enceforth be m

astered. 

28

ア
メ
リ
カ
人
の
発
話
の
民
主
的
で
理
想
主
義
的
な
衣
装
を
は
が
し
、
そ
れ

の
薄
暗
い
身
体
の
し
た
に
あ
る
も
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

「
こ
れ
か
ら
は
主
人
な
し
で
生
き
よ
う
」

こ
れ
か
ら
は
主
人
に
支
配
さ
れ
よ
う
。

　

も
し
本
稿
で
た
ど
っ
て
き
た
テ
ク
ス
ト
の
連
鎖
が
有
意
義
な
も
の
だ

と
す
れ
ば
、
村
上
に
始
ま
っ
た
二
重
性
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
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ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
断
絶
や
闇
を
照
射
し
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
な
ど
ア
メ
リ
カ
古
典

作
家
と
か
か
わ
り
つ
つ
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
以
降
の
批
評
理
論
を
経

由
し
て
村
上
に
戻
る
道
筋
を
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
本
稿

で
た
ど
っ
て
き
た
よ
う
に
、
村
上
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
に
お
け
る
二
重
性
と
差
異
、
断
絶
の
あ
り
か
た
を
観
察
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
蓮
實
が
言
う
よ
う
に
、
村
上
や
同
世
代
の
「
双

子
の
物
語
」
を
語
っ
た
と
さ
れ
る
作
家
た
ち
は
、「
差
異
」
の
戯
れ
を
忘

れ
、同
一
性
に
惑
溺
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」

や
「
ダ
ブ
リ
ン
グ
」
と
い
っ
た
安
易
な
文
学
的
言
説
や
パ
タ
ン
に
は
ま
っ

た
だ
け
の
、
小
説
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
29

。
ま
た
、
そ
う
し
た
現
象
は
、
モ
ダ
ン
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
二

項
対
立
を
時
代
的
・
時
間
的
に
捉
え
た
不
幸
と
モ
ダ
ン
な
も
の
に
た
い
す

る
顧
慮
の
不
足
か
ら
生
じ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
で
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
を
読
む
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
た
ち
の
対
話
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
村
上
に
よ
る

紹
介
以
前
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
同
世
代
の
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
や

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
ほ
ど
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
そ
の

原
因
が
「
国
民
的
特
質
」
に
寄
り
か
か
っ
た
安
易
な
解
釈
や
倫
理
的
解
釈

に
屈
し
な
い
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル

さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
や

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
に
比
べ
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

は
八
〇
年
代
以
降
村
上
と
と
も
に
三
〇
年
遅
れ
て
日
本
の
一
般
読
者
の

興
味
の
対
象
と
な
っ
た
。
筆
者
の
記
憶
す
る
限
り
で
は
、
そ
の
時
代
は
あ

る
種
の
心
地
よ
い
闇
と
崩
壊
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
「
闇
」
や

「
崩
壊
」
を
、
ニ
ー
チ
ェ
に
即
し
て
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
し

30
、
た
と

え
ば
、
お
そ
ら
く
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ

リ
ダ
の
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
序
文
で
述
べ
ら
れ
る
、
想
像
力
に

と
っ
て
必
然
的
な
「
無
」
や
、ロ
レ
ン
ス
が
す
で
に
な
か
ば
そ
こ
に
い
た
っ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
脱
構
築
」
と
の
か
か
わ
り
も
ま
た
意
識
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
作
品
の
闇
の
始
源
に
、
そ
の
夜
の
中
で
出
会
う
た
め

に
は
、
ま
ず
絶
縁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
デ
リ
ダ
は
書
き
記
し

て
い
る
。「
た
だ
一
つ
、
純
粋
不
在
だ
け
が
（
あ
る
物
の
不
在
と
い
う
の

で
は
な
く
、
お
よ
そ
一
切
の
存
在
が
そ
こ
で
告
げ
示
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
不
在
だ
け
が
）
霊
感
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

31
。

お
わ
り
に

　

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
作
品
を
筆
者
が
初
め
て
真
剣
に
読
ん
だ
の

は
、
一
九
八
三
年
、
東
大
駒
場
の
平
石
貴
樹
氏
の
授
業
の
テ
ク
ス
ト
と
し

て
出
会
っ
た
短
編
と
、
早
稲
田
大
学
の
あ
る
サ
ー
ク
ル
の
読
書
会
メ
ン

バ
ー
に
頼
ま
れ
て
、『
夜
は
や
さ
し
』
の
英
語
講
読
を
引
き
受
け
た
時
の

こ
と
だ
っ
た
。
ま
だ
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
は
た
ん
な
る
軽
薄
な
ア

メ
リ
カ
人
と
し
て
読
ま
れ
得
た
時
代
で
、『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
を

山
内
久
明
先
生
に
勧
め
ら
れ
た
ジ
ョ
イ
ス
の
諸
作
品
と
平
行
し
て
読
み
、

ジ
ョ
イ
ス
の
『
若
き
芸
術
家
の
肖
像
』
に
あ
る
よ
う
な
文
芸
臭
さ
が
な

い
こ
と
に
半
信
半
疑
に
な
っ
た
。『
崩
壊
』
を
読
み
、
妻
の
ゼ
ル
ダ
の
小

説
『
ワ
ル
ツ
は
私
と
』
を
読
み
、
あ
り
き
た
り
に
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド

の
伝
記
に
か
か
わ
る
資
料
を
早
稲
田
の
古
本
屋
で
探
し
て
読
ん
だ
。
さ
ら

に
、
英
語
の
正
確
な
読
解
を
教
え
る
不
可
能
な
責
務
を
負
っ
て
早
稲
田
と

駒
場
を
行
き
来
し
な
が
ら
、『
夜
は
や
さ
し
』
を
読
ん
だ
。
そ
う
し
た
際
に
、

早
稲
田
弦
巻
町
の
、
松
井
須
磨
子
の
墓
が
窓
か
ら
見
え
る
友
人
の
ア
パ
ー
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ト
か
ら
見
た
闇
や
、
夜
の
駒
場
の
林
の
中
の
闇
や
、
そ
の
後
の
よ
り
深
い

時
代
の
闇
を
見
て
き
た
。
パ
リ
か
ら
マ
ウ
イ
島
へ
、
そ
し
て
ス
イ
ス
の
ヴ

ヴ
ェ
イ
へ
と
続
き
、
翌
年
に
は
ボ
ス
ト
ン
で
の
第
一
六
回
ア
メ
リ
カ
文
学

会
全
国
大
会
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
冷
戦
構
造
に
つ
い
て
の
発
表

に
至
り
、
二
〇
〇
六
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
到
達
し
た

旅
も
、
そ
も
そ
も
一
九
九
八
年
広
島
で
の
あ
る
学
会
で
感
じ
と
っ
た
深
い

闇
に
端
を
発
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
ー
も
ま
た
、
そ
う
し

た
闇
の
感
覚
を
自
ら
と
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
試
み
ら
れ
た
。

　

一
九
二
五
年
の
『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』
出
版
か
ら
一
〇
年
近
い
歳

月
を
か
け
て
完
成
さ
れ
た
『
夜
は
や
さ
し
』
に
お
い
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ

ラ
ル
ド
は
再
び
、
タ
イ
ト
ル
が
言
及
し
て
い
る
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
詩
で

述
べ
ら
れ
る
真
実
と
美
の
同
一
性
を
核
と
し
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
美

学
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
再
び
母
親
殺
し
と
父
親
殺
し
を
孕
ん
だ
作

品
を
書
き
、
そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
今
度
は
精
神
分
析
医
デ
ィ
ッ
ク
・
ダ

イ
ヴ
ァ
ー
（“D

ick D
iver”

こ
の
名
前
は“death”
を
示
唆
す
る“d”

の

ダ
ブ
リ
ン
グ
を
意
味
し
て
も
い
る
）
と
そ
の
妻
ニ
コ
ル
の
精
神
病
と
近
親

相
姦
の
プ
ロ
ッ
ト
と
か
ら
め
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
「
原
風
景
」
と
記
憶

の
二
重
性
に
極
め
て
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
を
、
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
構
造
と
と

も
に
、
登
場
人
物
の
三
角
関
係
の
反
復
の
形
式
を
利
用
し
て
展
開
す
る
こ

と
に
な
る
。
村
上
春
樹
も
ま
た
、
も
し
、『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』

や
『
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
お
い

て
ダ
ブ
リ
ン
グ
を
反
復
し
た
後
に
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
変
化
を

忠
実
に
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
お
い
て
『
夜

は
や
さ
し
』
と
三
角
関
係
の
プ
ロ
ッ
ト
を
反
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
無
論
、

前
半
で
述
べ
た
よ
う
に
、
村
上
の
素
振
り
を
作
品
創
作
の
原
理
で
あ
る
と

し
て
、
村
上
の
作
品
を
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
も
の
と
同
列
に
論
じ
る

こ
と
は
危
険
で
も
あ
り
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
に
か
ん

す
る
上
記
の
推
察
を
村
上
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
そ
の
他
の
作
品
の
読

解
の
原
理
と
す
る
だ
け
で
村
上
の
作
品
が
理
解
さ
れ
る
わ
け
も
な
い
。
し

か
し
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
作
品
が
従
来
言
わ
れ
て
き
た
以
上
に
村

上
の
作
品
と
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
と
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能

性
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ロ
レ
ン
ス
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
議
論
し

た
ア
メ
リ
カ
的
な
「
断
絶
」
が
六
〇
年
代
後
半
以
来
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義

理
論
の
ア
メ
リ
カ
で
の
蔓
延
以
降
、
ア
メ
リ
カ
文
学
批
評
に
決
定
的
な
意

味
を
持
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
上
記
の
二
重
性
は
脱
構
築
以
降
の
人

種
論
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
お
け
る
原
則
と
も
重
な
り
あ
う
よ
う
に
な
る
。

そ
も
そ
も
ロ
レ
ン
ス
の
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
が
二
〇
世
紀
に
開

始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
の
重
要
な
端
緒
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

思
い
起
こ
し
、
こ
の
書
を
起
点
と
し
て
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
が
再
読

さ
れ
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
像
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と

を
考
え
る
と
き
、
ロ
レ
ン
ス
と
平
行
し
て
創
作
し
た
ア
メ
リ
カ
の
モ
ダ
ニ

ス
ト
の
作
品
や
ロ
レ
ン
ス
の
批
評
に
立
ち
戻
り
つ
つ
現
在
に
お
け
る
ア

メ
リ
カ
文
学
・
文
化
研
究
の
あ
り
か
た
を
模
索
す
る
試
み
が
重
要
で
あ
る

と
の
思
い
を
強
く
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
司
会
者
に
よ
っ
て
な
ぜ
か“w

holly European”

で
あ

る
と
紹
介
さ
れ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
な
か
で
の
唯
一
の
日
本
人
だ
っ
た
筆

者
は
、
他
の
二
人
の
明
快
な
が
ら
骨
太
な
議
論
に
圧
倒
さ
れ
て
、
発
表
そ

の
も
の
は
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
な
か
で
最
も
悪
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
に
な
っ
て
司
会
者
は
筆
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
諧
謔

心
か
ら
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
」
と
呼
ん
だ
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
し
、
そ
の

こ
と
が
諧
謔
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
あ
る
種
適
切
だ
っ
た
の
だ
と
気
づ

か
さ
れ
た
が
、
そ
の
紹
介
に
す
っ
か
り
慌
て
て
し
ま
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
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は
後
の
祭
り
だ
っ
た
。
盛
況
だ
っ
た
学
会
そ
の
も
の
は
、
筆
者
の
発
表
の

問
題
点
を
補
お
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
か
つ
て
の
メ
ル
ヴ
ィ
ル
研
究
の

大
家
で
あ
り
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
つ
い
て
の
御
著
書
も
お
あ
り
の

M
ilton R

. Stern

教
授
か
ら
の
質
問
と
コ
メ
ン
ト
で
締
め
く
く
ら
れ
、
夕

刻
に
はStern

教
授
ら
と
数
名
で
晩
餐
を
頂
く
贅
沢
に
あ
ず
か
ら
せ
て
頂

い
た
。
そ
の
晩
餐
の
場
に
も
メ
ル
ヴ
ィ
ル
と
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
併

置
さ
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
た
そ
の
偶
然
に
今
更
な
が
ら
驚
い
て
い
る
。

そ
も
そ
も
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
が
ヴ
ヴ
ェ
イ
を
訪
れ
た
の
は
、
ゼ
ル
ダ

の
精
神
病
治
療
の
た
め
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
ヴ
ヴ
ェ
イ
の
町
も
湖
も
静

か
で
美
し
く
、
し
っ
か
り
と
し
た
口
調
で
正
確
に
話
さ
れ
るStern

教
授

の
御
様
子
か
ら
も
、
晩
餐
の
場
の
雰
囲
気
か
ら
も
、
心
の
闇
を
感
じ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
村
上
春
樹
氏
が
西
ヶ
原
時
代
の
外
語
大
英
米
科
の
あ
る
教
授

の
研
究
室
を
訪
れ
、
ロ
レ
ン
ス
の
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
を
借
り

て
行
か
れ
た
と
の
噂
を
耳
に
し
た
。
筆
者
の
学
会
の
旅
が
、
偶
然
マ
ウ
イ

島
の
メ
ル
ヴ
ィ
ル
学
会
か
ら
ヴ
ヴ
ェ
イ
の
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
学
会

へ
と
続
い
て
行
っ
た
こ
と
に
も
意
味
が
な
く
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
噂
を
耳
に
し
た
こ
と
も
た
ん
な
る
偶
然

だ
っ
た
が
、
噂
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
者
と
批
評
家
の
指
向
の
興

味
深
い
一
致
が
起
こ
り
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ヴ
ヴ
ェ
イ
の
学
会
の
場
で
暖
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉
を
頂
い
た
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
後
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
か
ら
重
厚
な
お
手
紙
を
お
送
り
く

だ
さ
っ
たM

ilton R
. Stern

先
生
、
そ
し
て
拙
い
発
表
を
我
慢
強
く
聞
い

て
く
だ
さ
り
、
ヴ
ヴ
ェ
イ
で
の
朝
食
の
雰
囲
気
を
優
し
く
盛
り
上
げ
て
く

だ
さ
っ
た
、
成
蹊
大
学
の
宮
脇
俊
文
先
生
に
御
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ

し
て
、
時
折
動
き
出
し
て
学
会
に
出
か
け
て
行
く
だ
け
で
、
遅
々
と
し
て

仕
事
の
進
ま
な
い
教
師
を
見
守
っ
て
く
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
つ
ぎ
つ
ぎ

と
、
し
か
も
時
に
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
優
秀
な
成
果
を
産
み
出
し
て
く

れ
て
い
る
、
東
京
大
学
大
学
院
の
吉
田
明
代
さ
ん
、
龍
谷
大
学
非
常
勤
講

師
の
森
脇
正
史
く
ん
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
大
学
院
学
生
の
有
光
道
生
く

ん
、
東
京
大
学
大
学
院
の
桐
山
大
介
く
ん
、
現
ゼ
ミ
生
の
松
本
く
ん
、
丸

く
ん
、
榊
間
さ
ん
、
平
井
さ
ん
、
相
木
く
ん
そ
の
他
の
、
過
去
・
現
在
の

学
部
ゼ
ミ
生
と
大
学
院
生
た
ち
に
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
ま
す
。
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