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１　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
告
発
記
か
？

　
カ
ピ
ト
ゥ
の
謎
か
ら
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
謎
へ

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
（D

om
 C

asm
urro

）』
は
、
ほ
ぼ
必
ず
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
、『
ブ
ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回
想
（M
em

órias Póstum
as 

de Brás C
ubas

）』
と
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
豪
マ
シ
ャ
ー
ド
・

ジ
・
ア
シ
ス
（M

achado de A
ssis, 1839-1908

）
の
最
高
傑
作
で
あ
る
。
孤

独
な
老
境
を
送
る
語
り
手
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、
妻
カ
ピ
ト
ゥ
と

親
友
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
不
義
を
確
信
し
て
、
つ
い
に
は
妻
子
と
も
ど
も
ス

イ
ス
に
追
い
や
る
ま
で
の
経
緯
を
綴
っ
た
手
記
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
の

小
説
に
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
も
言
う
べ
き
作
品
の
解
釈
上
の
大

き
な
転
換
を
引
き
起
こ
し
た
、
あ
る
重
要
な
〝
伝
説
的
な
事
件
〟
が
あ
る
。

一
九
六
〇
年
に
、
こ
の
小
説
を
英
語
に
翻
訳
し
た
北
米
の
ブ
ラ
ジ
ル
文
学

研
究
者
の
ヘ
レ
ン
・
コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
（H

elen C
aldw

ell

）
が
、
カ
ピ
ト
ゥ
の

不
義
は
「
冤
罪
」
だ
と
い
う
説
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
六
十

年
も
の
長
き
に
わ
た
り
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
ま
っ
た
く
疑

わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
妻
の
不
義
が
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
、
嫉
妬
に
駆

ら
れ
た
夫
が
作
り
あ
げ
た
妄
想
だ
と
い
う
解
釈
が
趨
勢
に
な
っ
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
妻
カ
ピ
ト
ゥ
は
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
躍
り
出
て
、
逆
に
そ
れ
ま

で
同
情
は
集
め
て
も
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
夫
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、

無
実
の
妻
を
追
い
出
し
た
卑
劣
な
男
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
で
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
「
白
・
黒
」
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
こ
の
小

説
の
本
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
両
義
的
な
と
こ
ろ
が
こ
の
小
説
の
最

大
の
特
徴
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
議
は
一
時
、
一
般

読
者
の
み
な
ら
ず
批
評
家
や
文
化
人
ら
ま
で
を
巻
き
込
ん
で
展
開
さ
れ
た
。

　

コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
問
題
提
起
を
き
っ
か
け
に
、
謎
は
カ
ピ
ト
ゥ
で
は
な

く
、「
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」
こ
と
語
り
手
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
本
人

に
こ
そ
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」
と
は
、
本

人
に
よ
れ
ば
、
彼
の
「
無
口
で
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
た
」
性
格
ゆ
え

に
つ
け
ら
れ
た
あ
だ
名
で
、
彼
は
そ
の
名
を
こ
の
回
想
記
を
執
筆
す
る
と

き
に
引
き
受
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
こ
の
回
想
記
の
執

筆
を
思
い
当
っ
た
の
は
、
以
前
に
「
人
生
の
両
端
を
結
び
合
わ
せ
、
老
境

に
青
春
を
再
興
」（
二
章
）
す
べ
く
行
な
っ
た
生
家
の
再
建
が
、
失
敗
に
終

わ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
昔
の
家
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
に
建
て
な
お
し
て

み
た
も
の
の
、
い
ざ
建
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
く
、

肝
心
な
「
自
分
」
が
欠
け
て
い
た
。
そ
こ
で
、
生
家
の
再
建
で
は
埋
め
ら

れ
な
か
っ
た
「
欠
落
し
た
自
分
」
を
、
回
想
記
を
書
く
こ
と
で
取
り
戻
し

た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
妻
と
親
友
の
仲
を
疑
い
、
嫉
妬

に
駆
ら
れ
て
妻
子
を
追
い
出
し
、
孤
独
な
老
境
に
独
り
暮
ら
す
偏
屈
者
「
ド

記
憶
の
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
―
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
と
自
伝
的
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

武
田　

千
香
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ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」
に
な
り
果
て
て
い
た
。
そ
の
「
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」

こ
そ
が
、
こ
の
小
説
で
も
っ
と
も
問
わ
れ
る
存
在
で
、
だ
か
ら
こ
そ
題
名

が
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
な
の
で
あ
る
。

　

一
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
回
想
記
で
あ
る
以
上
、
読
者
が
知
り
得
る
の

は
彼
の
視
点
で
書
か
れ
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
学
者
の
シ

ル
ヴ
ィ
ア
ー
ノ
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
（Silviano Santiago

）
は
、
マ
シ
ャ
ー
ド

の
唯
一
の
関
心
は
、
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
に
変
貌
を
遂
げ
た
語
り
手
ベ
ン
ト
・

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
と
い
う
「
心
を
持
っ
た
人
間
（pessoa m

oral

）」
に
あ
る
と

述
べ
る
。
カ
ピ
ト
ゥ
の
「
白
・
黒
」
を
論
議
す
る
場
合
に
問
わ
れ
る
の
は
「
カ

ピ
ト
ゥ
の
真
実
」
だ
が
、「
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
真
実
」
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。

　
カ
ピ
ト
ゥ
へ
の
情
愛
と
追
慕
の
情

　

コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
指
摘
以
降
、
こ
の
小
説
の
両
義
性
は
広
く
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
形
勢
は
圧
倒
的
に
サ
ン
チ
ア

ー
ゴ
に
と
っ
て
不
利
に
傾
き
、姦
通
は
嫉
妬
に
駆
ら
れ
た
夫
の
捏
造
で
、『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
そ
れ
を
告
発
す
る
た
め
に
夫
が
し
た
た
め
た
手

記
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
実
は
私
自
身
も
、
当
初
は
カ

ピ
ト
ゥ
の
「
白
・
黒
」
論
議
に
気
を
と
ら
れ
、
こ
の
小
説
を
、
サ
ン
チ
ア

ー
ゴ
が
カ
ピ
ト
ゥ
の
罪
を
読
者
に
説
得
す
る
た
め
に
書
い
た
手
記
と
し
て

読
ん
で
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。

　

だ
が
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
テ
ク
ス
ト
を
丁
寧
に
読
む
う
ち
に
、

果
た
し
て
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
本
当
に
最
初
か
ら
妻
を
告
発
す

る
つ
も
り
で
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
記
述
に
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
に
対
す
る
彼
の

否
定
的
な
見
解
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
カ
ピ
ト
ゥ
へ
の
深
い
情

愛
と
追
慕
の
情
の
方
が
随
所
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
否
定
的

な
評
価
は
、
た
い
が
い
食
客
の
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
や
母
の
従
姉
妹
ジ
ュ
ス

チ
ー
ナ
の
口
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
ほ
う
は
、

た
と
え
自
分
が
強
い
嫉
妬
に
苦
し
む
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
カ
ピ
ト
ゥ
の

や
さ
し
さ
や
濃
や
か
な
気
遣
い
を
強
調
し
て
い
る
。
自
分
の
天
文
学
の
雑

談
を
聞
か
ず
に
他
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
カ
ピ
ト
ゥ
に
腹
を
立
て
、
サ
ン

チ
ア
ー
ゴ
が
部
屋
を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
も
、
そ
の
後
の
カ
ピ
ト

ゥ
は
「
さ
ら
に
や
さ
し
く
な
り
、
空
気
も
も
っ
と
柔
ら
か
に
、
夜
も
も
っ

と
明
る
く
、
神
も
も
っ
と
神
に
な
っ
た
」（
百
七
章
）
と
、
彼
女
の
並
々
な

ら
ぬ
努
力
を
書
き
と
め
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
い
ろ
い
ろ
な
疑
念
に
苛
ま
さ

れ
た
と
き
も
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
「
オ
リ
ン
ピ
オ
の
悲
し
み
さ
え
も
吹
き
飛
ば

す
」
妙
技
で
解
消
し
て
く
れ
、「
ま
す
ま
す
や
さ
し
さ
を
募
ら
せ
た
」（
百
十
五

章
）
と
記
し
て
い
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
嫉
妬
に
対
し
て
も
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
、

そ
れ
を
呼
び
覚
ま
さ
な
い
よ
う
に
、
窓
辺
で
彼
の
帰
り
を
待
つ
こ
と
を
や

め
、
子
ど
も
と
一
緒
に
階
段
の
上
で
「
子
ど
も
の
こ
ろ
と
変
わ
ら
な
い
に

こ
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
た
愛
ら
し
い
顔
を
覗
か
せ
て
」
待
っ
て
い
て
く

れ
た
と
書
い
て
い
る
（
百
十
五
章
）。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
エ
ス
コ
バ
ー
ル

の
死
後
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
憂
鬱
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
と
き
も
、
カ
ピ

ト
ゥ
は
「
石
を
も
感
動
さ
せ
る
ほ
ど
」
の
や
さ
し
さ
（
百
三
十
章
）
で
接
し

て
く
れ
た
と
、
わ
ざ
わ
ざ
書
き
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
カ
ピ
ト
ゥ

の
視
線
に
目
を
留
め
た
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
葬
儀
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
カ
ピ
ト
ゥ
の
や
さ
し
さ
を
、
そ
の
罪
を
告
発
し
よ
う
と
す

る
人
間
が
書
く
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
そ
れ
は
彼
女
が
自
分
の
非
を
相
殺

す
る
た
め
の
擬
装
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
た
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と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
頻
繁
に
書
き
と
め
る
こ
と
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
記
述
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
感
じ

ら
れ
ず
、
む
し
ろ
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
綴
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
カ
ピ

ト
ゥ
の
こ
と
を
本
当
に
愛
お
し
く
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
よ
う
に
読

め
る
の
だ
。

　
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
物
語

　

さ
ら
に
ま
た
、
も
し
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
最
初
か
ら
妻
を
告
発
す
る
目
的

で
書
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、「
告
発
記
」
は
、
抜
か
り
の
な
い
説
得
力
の

あ
る
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の

記
述
に
は
、
曖
昧
な
箇
所
や
齟
齬
や
誤
り
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
す
べ

て
は
書
き
出
せ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
を
三
点
、

挙
げ
て
お
こ
う
。

　

何
よ
り
も
ま
ず
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
読
者
に
対
し
て
カ
ピ
ト
ゥ
の
不
義

の
証
拠
と
し
て
い
る
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
似
だ
と
い
う
息
子
エ
ゼ
キ
エ
ル
に

関
連
す
る
証
言
自
体
が
、
根
拠
が
乏
し
く
曖
昧
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ

に
よ
れ
ば
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
エ
ス
コ
バ
ー
ル
と
似
て
い
る
と
い
う
が
、
彼

の
主
張
す
る
類
似
性
は
、頭
の
動
き
（
百
十
六
章
）
や
目
の
動
き
（
百
三
十
一

章
）
な
ど
後
天
的
な
特
徴
で
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
癖
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

ま
た
双
方
と
も
明
る
い
色
の
瞳
を
持
ち
、
ハ
ン
サ
ム
で
、
一
人
で
考
え
込

む
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
言
う
が
、
そ
れ
ら
は
カ
ピ
ト
ゥ
の
特
徴
と
も
い
え

な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
数
字
を
違
え
る
こ
と
な
く
話
す
と
こ
ろ
が
エ

ス
コ
バ
ー
ル
に
似
て
い
る
と
い
う
主
張
も
（
百
四
十
五
章
）、
そ
ん
な
こ
と

は
考
古
学
専
攻
な
ら
ば
当
然
で
、
む
し
ろ
考
古
学
と
い
う
利
潤
度
外
視
の

分
野
を
専
攻
し
た
こ
と
が
、
商
売
上
手
の
エ
ス
コ
バ
ー
ル
（
九
十
八
章
）
と

は
正
反
対
だ
。
む
し
ろ
引
き
籠
り
気
味
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
似
だ
と
い
っ
た

ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
。
こ
の
よ
う
な
心
も
と
な
い
類
似
性
よ
り
も
、
サ

ン
シ
ャ
の
父
親
グ
ル
ジ
ェ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
亡
妻
と
カ
ピ
ト
ゥ

の
他
人
の
空
似
と
い
う
反
証
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
説
得
力
を
持
つ
。

　

ま
た
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
出
生
に
関
す
る
証
言
も
曖
昧
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ

は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
墓
碑
に
あ
る
「
お
ま
え
の
歩
み
は
完
全
な
も
の
で
あ

っ
た
。
お
ま
え
が
創
造
さ
れ
た
日
か
ら
」
と
い
う
聖
書
か
ら
の
引
用
文
を

見
て
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
創
造
さ
れ
た
日
は
、
い
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？
」

（
百
四
十
六
章
）
と
問
う
。
だ
が
、
そ
の
答
え
を
、
彼
の
物
語
か
ら
導
こ
う

と
す
る
と
、
齟
齬
を
来
し
て
し
ま
う
の
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
よ
れ
ば
、

結
婚
二
周
年
め
（
す
な
わ
ち
一
八
六
七
年
三
月
）
に
は
ま
だ
子
宝
に
恵
ま
れ

て
い
な
い
（
百
四
章
）。
だ
と
す
る
と
、
た
と
え
そ
の
後
で
カ
ピ
ト
ゥ
が
す

ぐ
に
妊
娠
し
た
と
し
て
も
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
誕
生
は
、
ど
ん
な
に
早
く
て

も
一
八
六
七
年
の
年
末
で
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
死
ん
だ
一
八
七
一
年
三
月

（
百
二
十
二
章
）
に
は
、
せ
い
ぜ
い
三
歳
三
ヶ
月
で
あ
る
。
だ
が
、
サ
ン
チ

ア
ー
ゴ
の
回
想
記
で
は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
五
、六
歳
の
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
ま
だ
生
き
て
い
る
と
き
の
こ
と
と
し
て
書
か
れ
て

い
る
の
だ
（
百
十
章
）。

　

年
号
の
誤
り
は
、
彼
が
事
の
発
端
と
し
て
重
要
視
す
る
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア

ス
に
よ
る
密
告
事
件
が
起
こ
っ
た
「
あ
る
午
後
」
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
密
告
事
件
は
、
母
グ
ロ
リ
ア
に
十
数
年
前
の
願
掛
け
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
も
そ
も
自
分
が
神
学
校
へ
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
原
因
を
作
っ
た
重
要
な
事
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
サ
ン
チ

ア
ー
ゴ
は
、「
か
の
忘
れ
も
し
な
い
十
一
月
の
あ
る
午
後
」（
二
章
）
と
書
い

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
百
三
章
で
は
そ
れ
を
「
一
八
五
八



22

年
の
あ
の
午
後
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
。
二
章
で
、「
午
後
は
、
そ
れ
以
外

に
も
た
く
さ
ん
経
験
し
た
。
も
っ
と
い
い
も
の
も
あ
れ
ば
悪
い
も
の
も
あ

っ
た
が
、
あ
の
午
後
は
、
一
度
た
り
と
も
わ
た
し
の
精
神
か
ら
消
え
た
こ

と
が
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
午
後
の
年
号
を
誤
っ
て
記
載
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、、
告
発
記
と
し
て
は
あ
ま
り
に
致
命
的
で
あ
る
。
そ

れ
ほ
ど
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
や
は
り
執
筆
開
始

当
初
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
は
、
告
発
の
意
図
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

む
し
ろ
そ
こ
は
彼
が
瞬
間
的
に
犯
し
た
記
憶
違
い
と
解
釈
し
た
ほ
う
が

い
い
の
で
は
な
い
か
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、自
ら「
わ
た
し
の
記
憶
力
は
」「
昨

日
履
い
た
ズ
ボ
ン
す
ら
思
い
出
せ
な
い
」（
五
十
九
章
）、
と
言
っ
て
い
る
ほ

ど
に
、
記
憶
力
が
悪
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

２ 〈
記
憶
の
流
れ
〉

　
主
体
性
を
獲
得
し
た
「
記
憶
」

　

実
は
、「
記
憶
」
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
お
い
て
き
わ
め
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
出
て
く
る
記
憶
に
ま
つ
わ
る
語

彙
数
は
半
端
で
は
な
く
、lem

brar

（
覚
え
て
い
る
／
思
い
出
す
／
思
い
出
さ
せ

る
）、recordar

（
思
い
出
す
）、evocar

（
思
い
起
こ
す
）、esquecer

（
忘
れ
る

／
忘
れ
さ
せ
る
）
と
い
っ
た
動
詞
や
、mem

ória

（
記
憶
）、rem

iniscência

（
心

覚
え
）、recordação

（
回
想
）、lem

brança

（
思
い
出
）、evocação

（
想
起
）

と
い
っ
た
名
詞
な
ど
、「
記
憶
」
に
関
係
す
る
語
彙
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。perder

（
失
う
）
な
ど
の
語
彙
を
使
っ
て
間
接
的

に
「
忘
失
」
を
表
現
す
る
も
の
も
あ
り
、「
記
憶
」
へ
の
言
及
が
見
受
け
ら

れ
る
章
は
大
多
数
に
及
ぶ
。
回
想
記
な
ら
ば
当
然
だ
と
思
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
過
去
の
事
実
を
淡
々
と
述
べ
る
分
に
は
、
必
ず
し
も
記
憶
に
関

わ
る
語
彙
を
頻
繁
に
使
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ

う
し
た
語
彙
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
こ

の
小
説
が
回
想
や
想
起
と
い
う
行
為
を
主
題
化
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
は

な
い
か
。

　
「
記
憶
」
に
関
し
て
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
五
十
九
章
「
記
憶
の
よ
い
賓
客
」

を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
章
で
、
独
自
の
論
を
展
開
し
、
初
接
吻
の

思
い
出
に
浸
っ
て
い
る
と
き
の
自
分
に
つ
い
て
も
、「
わ
た
し
は
多
少
、
接

吻
の
思
い
出
を
濫
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
郷
愁
と
は
そ

う
い
う
も
の
だ
。
昔
の
記
憶
を
再
生
し
て
は
、
ま
た
再
生
す
る
こ
と
」
と

記
す
（
三
十
四
章
）。
登
場
人
物
を
描
写
す
る
と
き
も
、
記
憶
力
は
重
要
な

視
点
で
あ
る
。
カ
ピ
ト
ゥ
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
話
を
聴
い
て
い
る
と
き

の
様
子
を
、「
わ
た
し
の
報
告
を
確
認
し
な
が
ら
ラ
ベ
ル
を
貼
り
、
記
憶
に

貼
り
つ
け
て
い
る
」（
三
十
一
章
）
よ
う
だ
と
書
き
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
に
つ

い
て
も
「
自
分
の
三
歳
の
と
き
の
記
憶
を
二
つ
か
三
つ
話
」（
九
十
三
章
）

し
た
と
書
く
。
さ
ら
に
は
登
場
人
物
同
士
の
会
話
に
も
、「
覚
え
て
い
る
か

い
？
」「
覚
え
て
な
い
わ
」
と
い
っ
た
、
相
手
の
記
憶
を
確
か
め
る
や
り
と

り
が
六
ヶ
所
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
読
者
に
も
、「
女
性
読
者
は
（
…
…
）
あ

の
歌
詞
を
覚
え
て
い
て
、〔
カ
ピ
ト
ゥ
の
〕
物
忘
れ
の
ひ
ど
さ
に
驚
い
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
」（
百
十
章
）
と
い
っ
て
、
記
憶
力
を
確
か
め
る
。
カ
ピ
ト

ゥ
と
椰
子
菓
子
売
り
の
歌
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
誓
い
合
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
至
っ
て
は
、
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

1
。

　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
「
記
憶
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
、
文
体
に
も
反
映

さ
れ
る
。
た
と
え
ばlem

brar

と
い
う
動
詞
で
い
え
ば
、
通
常
こ
の
動
詞
は
、

「
思
い
出
す
／
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
使
う
と
き
は
再
帰
動
詞
と
し
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て
用
い
る
こ
と
が
多
い
（lem

brar-se de

）
が
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
で

は
、
そ
れ
が
「
思
い
出
さ
せ
る
」
と
い
う
他
動
詞
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
圧
倒
的
に
多
い
。
つ
ま
り
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、「
わ
た
し
は
〇
〇
を
思
い

出
す
」
と
は
言
わ
ず
、「（
過
去
の
出
来
事
が
）
私
に
〇
〇
を
思
い
出
さ
せ
る
」

と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
で
あ
る

2
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
主
体
的
に
動
い
て

い
る
の
は「
わ
た
し
」で
は
な
い
。「
わ
た
し
」が
稼
働
さ
せ
て
い
る「
記
憶
」

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、「
筆
を
お
き
、
窓
辺
へ
行
っ
て
、

記
憶
に
気
分
転
換
を
さ
せ
」
て
い
る
（
八
十
五
章
）
と
書
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
は
、
語
り
手
が
能
動
的

に
思
い
出
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
語
り
手
が
自
分
の
「
記
憶
」
を
自
由
に

働
か
せ
た
結
果
、
よ
み
が
え
っ
て
き
た
過
去
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
自
伝
的
記
憶

　

人
が
そ
れ
ま
で
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
想
起
す
る
個
人
的
経
験
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
自
伝
的
記
憶
と
呼
ば
れ

3
、
そ
れ
は
自
己
と
不
可
分
な

関
係
に
あ
り
、
自
己
機
能
と
呼
ば
れ
る
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。「
自

己
機
能
」
と
は
、「
自
伝
的
機
能
が
自
己
の
連
続
性
や
一
貫
性
を
支
え
た
り
、

望
ま
し
い
自
己
像
を
維
持
す
る
の
に
役
立
つ
面
」
を
言
う

4
。
こ
の
機
能
が

「
人
生
の
両
端
を
結
び
合
わ
せ
」（
二
章
）
る
と
い
う
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
執
筆

動
機
と
ま
さ
に
重
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
や
ら
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム

ッ
ホ
』
は
、
典
型
的
な
自
伝
的
記
憶
の
形
式
を
と
っ
た
小
説
と
捉
え
ら
れ

そ
う
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、
こ
の
回
想
記
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た

の
は
、「
壁
の
肖
像
画
が
声
を
か
け
」
て
く
れ
、「
自
分
た
ち
に
過
去
の
時

間
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
な
ら
、
自
ら
ペ
ン
を
と
っ
て
少

し
語
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
そ
の

提
案
を
受
け
入
れ
、「
少
し
ず
つ
よ
み
が
え
っ
て
き
た
心
お
ぼ
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
数
々
を

紙
面
に
綴
」
り
、「
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
も
の
を
ふ
た
た
び
生
き
る
」（
二

章
、
傍
点
筆
者
）
べ
く
、
作
品
に
と
り
か
か
り
、「
ま
ず
は
か
の
忘
れ
も
し

な
い
十
一
月
の
あ
る
午
後
を
呼
び
起
こ
」し
た
。
そ
し
て
そ
の「
あ
る
午
後
」

を
手
が
か
り
に
湧
き
出
て
き
た
記
憶
を
起
点
に
綴
ら
れ
始
め
た
の
が
『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
な
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
あ
る
午
後
」

を
思
い
出
す
と
き
だ
け
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
「evocação

（
呼
び
起
こ
す

こ
と
、
想
起
）
と
い
う
単
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
だ

け
は
、
記
憶
の
手
が
か
り
と
し
て
そ
れ
を
故
意
に
呼
び
起
こ
す
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
。
だ
が
そ
の
後
は
、と
く
に
努
力
す
る
こ
と
も
な
く
、自
然
と
「
少

し
ず
つ
よ
み
が
え
っ
て
き
た
心
お
ぼ
え
の
数
々
を
紙
面
に
綴
」
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
内
容
の
齟
齬
や
記
憶
違
い
や
曖
昧
さ
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
自
伝
的
記
憶
に
は
、
意
図
的
に
思
い
出
す
「
随
意
記
憶
」
と
、「
意

志
の
働
き
な
し
に
過
去
の
こ
と
が
自
発
的
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
形
態
」

を
と
る
「
不
随
意
記
憶
」
が
あ
り

5
、
後
者
に
は
「
人
々
が
過
去
の
自
分

と
現
在
の
自
分
を
結
び
付
け
、
自
己
の
連
続
性
の
感
覚
を
付
与
す
る
役
割
」

が
あ
る
と
い
う

6
。
こ
れ
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
執
筆
動
機
と
一
致
す
る
点
も

興
味
深
い
が
、
不
随
意
記
憶
に
関
し
て
は
、
気
分
が
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
と

き
に
想
起
し
や
す
い

7
と
い
う
点
も
興
味
を
引
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
が
、

や
は
り
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
こ
の
回
想
記
の
執
筆
を
思
い
立
っ
た
と
き
の
状

況
と
一
致
す
る
か
ら
だ
。
彼
は
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、「
時
間
の
大
半
を
、

畑
仕
事
と
庭
い
じ
り
と
読
書
に
費
や
し
、
食
事
も
ち
ゃ
ん
と
と
り
、
寝
つ

き
も
悪
く
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
気
分
が
と
く
に
高
揚
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し
た
り
消
沈
し
た
り
し
て
い
な
い
と
き
に
書
き
起
こ
し
始
め
て
い
る
わ

け
で
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
彼
が
嫉
妬
ゆ
え
の
激
情
に
駆
ら
れ
て

執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
記
憶
」
の
時
間

　

で
は
、
よ
み
が
え
っ
て
き
た
記
憶
は
ど
の
よ
う
に
綴
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
今
度
は
そ
れ
を
み
て
い
こ
う
。

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
内
容
か
ら
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
（
表
１
参
照
）

8
。
第
一
部
は
、
神
学
校
へ
入
学
す
る
五
十
三
章

ま
で
の
部
分
、
第
二
部
は
、
神
学
校
入
学
後
、
中
退
を
果
た
し
て
大
学
を

卒
業
す
る
ま
で
の
五
十
四
章
か
ら
百
章
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
部
は
百
一

章
以
降
で
、
そ
こ
に
は
結
婚
、
妻
と
親
友
の
姦
通
へ
の
嫌
疑
、
妻
子
の
追

放
、
孤
独
な
老
境
が
書
か
れ
て
い
る
。
ご
覧
の
よ
う
に
章
の
配
分
は
、
各

章
が
だ
い
た
い
五
十
章
ず
つ
で
均
等
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
過

時
間
と
な
る
と
、
数
か
月
、
七
年
、
約
三
十
年
と
不
均
衡
に
な
る
。
し
か

も
第
一
部
の
数
か
月
は
、
表
１
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
四
十
九
章
か

ら
五
十
章
の
間
に
流
れ
た
（
と
い
う
よ
り
跳
ん
だ
）
時
間
で
あ
り
、
大
半
が

「
あ
る
午
後
の
で
き
ご
と
」
か
ら
一
週
間
内
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
割
か
れ
て

い
る
。
最
近
の
記
憶
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
自
伝
的
記
憶
は
、
た
っ
た
一
つ

の
時
間
軸
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
」
く
、「
お
そ
ら
く
い
く

つ
か
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
複
数
の
時
間
の
流
れ
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
時

間
軸
は
所
々
で
接
点
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま
り
を
持

っ
て
自
伝
的
記
憶
と
い
う
一
つ
の
過
去
を
構
成
し
て
い
る
」
と
い
う

9
。
つ

ま
り
第
一
部
に
流
れ
て
い
る
時
間
は
、「
あ
る
午
後
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿

っ
た
時
間
で
あ
り
、
第
一
部
は
大
部
分
が
「
あ
る
午
後
」
を
手
が
か
り
と

し
て
あ
ふ
れ
出
て
き
た
「
記
憶
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

人
間
の
体
験
の
背
後
に
は
、
か
な
ら
ず
時
計
的
な
時
間
の
流
れ
が
あ
る

よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
、
体
験
を
枠
づ
け
る
時
計
的

な
時
間
と
、
当
の
体
験
を
生
き
て
い
る
視
点
は
同
じ
も
の
で
は
な
い

10
。
第

一
部
の
内
容
は
、
時
計
的
な
時
間
か
ら
言
え
ば
、
大
部
分
が
た
っ
た
一
週

間
だ
が
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
主
観
的
時
間
と
し
て
は
、
全
回
想
の
三
分
の

一
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
第
一
部
が
完
全
に
主
観
的
時
間
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
あ
る
午
後
」
が
あ
っ
た
一
八
五
七
年
の
よ

う
な
客
観
的
な
時
間
も
と
こ
ろ
ど
こ
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

読
者
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
「
記
憶
」
と
共
有
で
き
る
よ
う
に
と
マ
シ
ャ
ー

ド
が
行
な
っ
た
、
い
う
な
れ
ば
「
時
間
的
体
制
化
」
で
あ
る
。
人
は
自
伝

的
記
憶
を
語
る
と
き
に
、「
他
者
と
記
憶
を
共
有
す
る
た
め
の
正
確
な
時

間
的
体
制
化
と
同
時
に
、
多
少
変
容
し
た
主
観
的
な
時
間
的
体
制
化
を
行

な
」

11
う
。
章
の
配
分
と
経
過
時
間
の
ず
れ
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
そ
の
体

験
に
対
し
て
お
く
重
要
性
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
第
二
部
を
見
て
み
よ
う
。
神
学
校
に
つ
い
て
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、「
神

学
校
の
こ
と
は
語
る
ま
い
」（
五
十
四
章
）
と
書
き
な
が
ら
、
結
果
的
に
は

九
十
六
章
ま
で
ず
っ
と
「
し
ば
し
わ
れ
わ
れ
の
古
い
神
学
校
を
生
き
る
」

（
五
十
四
章
）
こ
と
に
な
る
。
第
一
部
の
記
憶
の
て
が
か
り
が
「
あ
る
午
後

の
事
件
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二
部
は
、『
聖
モ
ニ
カ
賛
歌
』
が
手
が
か

り
と
な
っ
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た
「
記
憶
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
第
二
部
で
は
一
年
半
ほ
ど
が
経
過
し
て
い
る
が

12
、
こ
れ
を
書
く

と
き
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
第
一
部
以
上
に
客
観
的
時
間
に
頓
着
し
な
い
。

そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
訪
問
で
あ
る
。
第
二
部
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に
は
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
家
を
訪
問
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
合
計
三
回
出
て
く
る
の
だ
が
、
生
起
し
た
時
間
が
特
定
で
き
な

い
た
め
、
果
た
し
て
そ
れ
ら
が
同
一
の
訪
問
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
別

個
の
訪
問
を
指
す
の
か
が
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

最
初
の
記
述
が
出
て
く
る
七
十
一
章
で
、「
そ
こ
ま
で
訪
ね
て
き
て
く
れ

た
こ
と
は
そ
れ
以
前
に
一
度
も
な
く
」
と
書
か
れ
、
ま
た
三
回
め
の
記
述

で
も
「
わ
た
し
が
最
初
に
帰
宅
し
た
土
曜
日
」（
八
十
一
章
）
の
翌
日
に
起

こ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
だ
け
を
読
め
ば
、
そ
れ
ら
は

同
一
の
訪
問
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
内
容
が
一
部
食
い
違
っ

て
い
る
の
だ
。
一
回
め
で
は
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
い
っ
た
ん
遠
慮
し
た
後

で
受
け
た
と
書
か
れ
て
い
る
昼
食
が
、
三
回
め
で
は
、
最
初
か
ら
食
べ
る

つ
も
り
で
来
た
（
九
十
三
章
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
例
は
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
訪
問
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

齟
齬
は
、
第
二
部
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
語
り
が
、
相
当
に
主
観
的
時
間
の

支
配
を
受
け
て
い
る
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
九
十
七
章
で
、「
本
来
な
ら
ば
こ
こ
が
本
の
半
分
に
な

る
べ
き
な
の
だ
が
、
わ
た
し
の
経
験
不
足
の
せ
い
で
ペ
ン
の
あ
と
を
追
い

か
け
る
こ
と
に
な
り
、
物
語
の
佳
境
を
話
さ
ぬ
う
ち
に
、
ほ
と
ん
ど
紙
面

が
尽
き
て
し
ま
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
回
想
記
の
最
初
か
ら
合
計
し
て

も
二
年
と
少
し
で
あ
り
、
そ
の
後
ま
だ
数
十
年
の
人
生
が
残
っ
て
い
る
と

い
う
の
に
、
な
ぜ
こ
の
時
点
が
「
本
来
な
ら
ば
こ
こ
が
半
分
に
な
る
べ
き
」

と
言
え
る
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
を
悩
ま
せ
て

き
た
も
の
だ
が

13
、
結
局
は
そ
れ
こ
そ
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
記
憶
の
主
観
的

時
間
感
覚
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
自
伝
的
記
憶
に
は
、「
青
年
期
か
ら
成
人

期
に
か
け
て
の
期
間
に
つ
い
て
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
多
く
の
出
来
事
を
思

い
出
す
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
レ
ミ
ニ
セ
ン
ス
・

バ
ン
プ
」
と
呼
ぶ
と
い
う

14
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
描
き
こ
ま
れ
て

い
る
の
は
、
ま
さ
に
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
「
レ
ミ
ニ
セ
ン
ス
・
バ
ン
プ
」
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
人
間
の
記
憶
の
在
り

様
を
、
そ
こ
ま
で
忠
実
に
描
き
こ
ん
だ
こ
と
に
は
つ
く
づ
く
驚
か
さ
れ
る
。

３　
再
構
成
さ
れ
る
過
去

　
「
記
憶
」
の
逆
行
的
視
点

　

第
一
部
と
第
二
部
は
、
い
ず
れ
も
過
去
の
事
物
を
記
憶
の
手
が
か
り
と

し
て
い
た
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
ひ
と
つ
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
部
で
は
、
第
一
部
に
比
べ
て
現
在
の
視

点
か
ら
の
考
察
や
コ
メ
ン
ト
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
１
に
あ
る

網
か
け
の
あ
る
欄
は
、
語
り
が
現
在
か
ら
の
視
点
に
よ
る
思
考
の
み
で
構

成
さ
れ
て
い
る
章
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
章
が
、
第
二
部
で
突
と
し
て
増

え
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
や
思
考
が
第
一
部
に
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
第
一
部
で
も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
過
去
の
自
分
や
自
分
の
語
り
に
つ
い
て
、
冷
静
な
分
析
や
コ
メ
ン
ト
を

加
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ど
ん
な
想
起
に
お
い
て
も
、
現
在
の
既
定
事
実

を
前
提
に
過
去
を
眺
め
る
と
い
う
側
面
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る

15
。し
た
が
っ
て
、現
在
か
ら
の
視
点
に
よ
る
思
考
や
コ
メ
ン
ト
は
、『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
全
語
り
を
通
し
て
見
ら
れ
る
が
、
語
り
を
い
っ
た

ん
中
断
し
、
一
章
丸
ご
と
を
割
い
て
現
在
の
考
察
や
コ
メ
ン
ト
を
行
な
っ
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———　感覚の組織化　———

て
い
る
の
は
、
第
一
部
で
は
十
七
章
の
「
紙
魚
」、
一
章
で
あ
る
。

　

だ
が
、
第
二
部
は
違
う
。
よ
み
が
え
っ
て
き
た
記
憶
の
流
れ
を
中
断
し
て
、

現
在
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
加
え
た
り
、
挿
話
を
入
れ
た
り
す
る
こ
と
が
、

頻
度
や
量
と
も
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
部
で
主
を
成
し
て
い

た
「
順
行
的
」
な
語
り
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
「
逆
行
的
」
な
視
点
に
よ
る

語
り
が
交
叉
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
逆
行
的
」
な
視
点
こ
そ
が
第
三
部
を
支
配
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
記
述
内
容
に
も
反
映
さ
れ
、
表
１
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
第
三
部
に
入
る
と
、
物
語
は
に
わ
か
に
歩
み
を
速
め
、
一

気
に
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
死
と
妻
子
の
追
放
と
い
う
結
末
へ
向
か
っ
て
急
展

開
し
て
い
く
。
経
過
時
間
は
、
実
に
三
十
余
年
で
、
一
週
間
の
で
き
ご
と

が
約
四
十
章
に
わ
た
っ
て
綴
ら
れ
た
第
一
部
と
、
時
間
軸
も
曖
昧
に
さ
れ
、

冊
子
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
思
い
出
が
、
や
は
り
約
四
十
章
を
か
け
て
書
か

れ
て
い
た
第
二
部
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
部
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
記
憶
の
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
も
は
や

過
去
の
特
定
の
事
物
で
は
な
い
。
彼
は
、
現
在
を
想
起
の
起
点
と
し
、
今

現
在
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
か
、
そ
の
原
因
や
経
緯
を
、

現
在
の
視
点
か
ら
逆
行
的
に
探
り
な
が
ら
語
り
始
め
る
。
七
十
二
章
の
「
戯

曲
の
改
造
」
で
、『
オ
セ
ロ
ウ
』
を
見
た
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、「
も
し
か
し
た
ら
、

こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
多
少
の
改
造
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
わ
た
し
だ

っ
た
ら
、
試
し
に
戯
曲
を
結
末
か
ら
上
演
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
み
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
書
い
た
の
は
、
第
三
部
で
彼
が
採
用
す
る
こ
と
に
な
る

こ
の
手
法
を
予
告
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
逆
行
的
視
点
が
語
り
を
支
配
す
る
と
、
過
去
は
現
在
の
結

果
か
ら
逆
に
た
ど
ら
れ
、
経
緯
を
あ
と
づ
け
ら
れ
て
、
逆
行
的
に
解
釈
さ

れ
る
も
の
に
な
る

16
。
す
な
わ
ち
「
結
果
が
物
語
を
彩
る
」

17
よ
う
に
な
る
。

　
ベ
ン
ト
の
嫉
妬
と
疑
念

　

で
は
、
な
ぜ
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
語
り
の
手
法
を
急
に
変
え
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

実
は
逆
行
的
視
点
の
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
第
三
部
で
際
立
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
。
嫉
妬
と
疑
念
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
皆
無
、
第
二
部
で
は

二
度
だ
っ
た
嫉
妬
に
関
す
る
言
及
が
、
第
三
部
に
入
る
な
り
急
増
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
「
嫉
妬
と
疑
念
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
小
説
を
書
き

始
め
た
頃
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
長
編
小
説
『
復
活

（Ressurreição

）』（
一
八
七
二
）
に
出
て
く
る
主
人
公
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
は
、

嫉
妬
深
く
非
常
に
猜
疑
心
が
強
い
青
年
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
愛
し
合
っ

て
婚
約
ま
で
交
わ
し
た
未
亡
人
リ
ヴ
ィ
ア
の
過
去
や
男
性
関
係
に
対
し
て

も
疑
心
暗
鬼
に
な
り
、
結
婚
間
際
で
婚
約
を
破
棄
し
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う

ど
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、
カ
ピ
ト
ゥ

の
眺
め
る
海
に
ま
で
嫉
妬
し
、「
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
雌
馬
」（
四
十
章
）
並
み

の
想
像
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
も
「
ど
ん
な
軽
い
バ

ラ
の
葉
一
枚
に
も
苦
悩
す
る
ほ
ど
」

18
嫉
妬
深
く
、「
疑
念
に
と
っ
て
彼
の

精
神
は
肥
沃
な
土
壌
」
で
、
何
気
な
い
他
人
の
一
言
で
「
種
を
植
え
つ
け

ら
れ
、
撒
か
れ
た
ら
す
ぐ
に
根
を
生
や
し
、
成
長
す
る
」

19
ほ
ど
の
想
像
力

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
二
編
の
小
説
は
、
ど
ち
ら
に
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
『
オ
セ
ロ
ウ
』
へ
の
言
及
が
あ
り
、
異
常
な
ま
で
の
嫉
妬
と
疑
念
ゆ
え

に
主
人
公
が
自
滅
し
て
い
く
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
初
め
て
書
い
た
小
説
『
復
活
』
と
約
三
十
年
の
知
見
と
経
験
の

賜
物
で
あ
る
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
あ
い
だ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
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が
ら
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
重
要
な
形
式
上
の
違
い
を
二
点
指

摘
し
て
お
こ
う
。

　

一
つ
は
、
語
り
手
の
違
い
で
あ
る
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
語
り

手
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
一
人
称
小
説
で
あ
る
が
、『
復
活
』
は
、
全

知
の
語
り
手
に
よ
る
三
人
称
小
説
で
あ
る
。
こ
の
た
め
『
復
活
』
で
は
、

語
り
手
が
登
場
人
物
の
性
格
や
筋
の
展
開
に
つ
い
て
絶
え
ず
解
説
を
加
え
、

た
と
え
ば
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
が
リ
ヴ
ィ
ア
の
男
性
関
係
に
疑
念
を
抱
い
た
と

き
に
は
、
そ
れ
が
「
冤
罪
」
で
あ
る
こ
と
が
語
り
手
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。

ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
疑
念
が
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
お
い
て
は
永
遠

の
謎
と
し
て
残
さ
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
違
い
は
、
物
語
の
舞
台
で
あ
る
。
マ
シ
ャ
ー
ド
は

『
復
活
』
で
、嫉
妬
以
外
に
も
う
一
つ
描
く
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
そ
れ
は
「
二

つ
の
異
な
る
性
格
の
対
照
性
」

20
で
、
そ
れ
は
猜
疑
心
が
強
く
嫉
妬
深
い

主
人
公
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
と
、
寛
大
で
包
容
力
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ

る
リ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
主
要
登
場
人
物
の
性
格
の
違
い
と
い
う
か
た
ち
で
実

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
二
人
の
攻
防
は
、
ま
る
で
「
悪
」
と
「
善
」

の
戦
い
の
よ
う
な
様
相
を
帯
び
る
。

　

同
じ
よ
う
な
戦
い
は
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
で
も
見
ら
れ
る
が
、
舞

台
は
も
は
や
二
人
の
別
々
の
人
間
で
は
な
い
。
そ
れ
は
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の

頭
（
心
）
の
中
に
移
さ
れ
、「
善
」
な
る
も
の
と
、
嫉
妬
か
ら
生
じ
る
「
悪
」

な
る
も
の
の
葛
藤
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
ー
ド
ウ

ェ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「Santo

（
聖
人
）」
と
「Iago

（
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
）」

の
二
つ
の
部
分
を
含
む
彼
の
名
前
「
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
（Santiago

）
に
も
表

わ
れ
て
い
る

21
。「
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
オ
セ
ロ
ウ
に
嫉
妬
を
植
え
つ
け
た
張
本
人
で
あ
る
。

　

嫉
妬
は
、
第
三
部
で
初
め
て
現
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
第
二

部
で
見
え
隠
れ
し
、
ベ
ン
ト
を
二
度
襲
っ
て
い
る
。
入
学
直
後
に
神
学
校

を
訪
ね
た
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
の
口
か
ら
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
楽
し
そ
う
に
や
っ

て
い
る
と
聞
か
さ
れ
た
と
き
（
六
十
二
章
）
と
、
自
宅
に
帰
っ
た
と
き
に
、

馬
に
乗
っ
て
通
り
過
ぎ
な
が
ら
カ
ピ
ト
ゥ
に
目
を
や
っ
た
ダ
ン
デ
ィ
を
見

た
と
き
（
七
十
三
章
）
で
あ
る
。
最
初
に
嫉
妬
が
登
場
し
た
六
十
二
章
に
は
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
オ
セ
ロ
ウ
』
で
、
嫉
妬
の
原
因
を
作
っ
た
登
場
人

物
の
名
を
と
っ
て
、「
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
の
微か

す

か
な
兆
し
」
と
い
う
題
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

　
伝
統
の
逆
襲
・
嫉
妬
の
刃

　

第
二
部
で
芽
生
え
た
嫉
妬
は
、
第
三
部
に
入
る
と
、
ベ
ン
ト
に
猛
襲
を

か
け
始
め
（
表
１
参
照
）、
百
五
章
の
舞
踏
会
で
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
見
事
な

腕
に
見
入
る
他
の
男
性
に
感
じ
る
程
度
だ
っ
た
が
、
百
六
章
で
は
カ
ピ
ト

ゥ
が
み
つ
め
た
海
に
対
し
て
抱
く
よ
う
に
な
り
、
百
七
章
で
は
「
妻
の
頭

の
中
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
」
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
百
十
三
章
で
極
限
に
達
す
る
。

そ
の
度
合
い
と
き
た
ら
、
彼
女
の
ど
ん
な
些
細
な
動
作
に
も
苦
し
み
、
つ
ま

ら
な
い
ひ
と
言
に
も
、
ど
ん
な
こ
だ
わ
り
に
も
苦
し
む
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
う

と
う
あ
ら
ゆ
る
人
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
多
く
の
ば
あ
い
、

無
視
さ
れ
た
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
す
べ
て
に
対
し
、
全

員
に
対
し
て
嫉
妬
を
抱
く
に
い
た
っ
た
。
近
所
の
人
、
ワ
ル
ツ
の
相
手
、
男

な
ら
だ
れ
で
も
、
若
く
て
も
熟
年
で
も
、
わ
た
し
を
恐
怖
や
疑
念
で
満
た
し

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
十
三
章「
第
三
者
の
異
議
申
し
立
て
」）
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一
方
、
募
る
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
疑
念
や
嫉
妬
に
対
し
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
「
ま

す
ま
す
や
さ
し
さ
を
募
ら
せ
」、「
嫉
妬
を
呼
び
覚
ま
さ
な
い
よ
う
に
」
窓

辺
で
で
は
な
く
階
段
の
上
で
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
「
こ
ど
も
の
こ
ろ

と
変
わ
ら
な
い
に
こ
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
た
愛
ら
し
い
顔
を
覗
か
せ
て
」

（
百
十
五
章
）
待
つ
よ
う
に
な
る
ほ
ど
細
や
か
な
気
を
配
っ
た
。
そ
れ
で
も

ベ
ン
ト
の
嫉
妬
の
増
殖
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
第
三
部
に
入
っ
て
、
嫉
妬
が
が
ぜ
ん
力
を
発
揮
し
始
め
た

の
か
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
文
学
研
究
者
ホ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
『
ド
ン
・
カ
ズ

ム
ッ
ホ
』
を
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
。
前
半
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
リ
ー
ド
の

も
と
に
、
恋
愛
成
就
を
め
ざ
し
て
二
人
が
一
致
協
力
し
、
晴
れ
て
結
婚
を

勝
ち
取
る
ま
で
の
勝
利
へ
の
道
の
り
で
あ
る
。
対
す
る
後
半
は
、
結
婚
し

て
か
ら
破
滅
に
至
る
ま
で
の
奈
落
へ
の
下
り
坂
だ
。
ど
う
や
ら
分
水
嶺
は

結
婚
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
と
カ
ピ
ト
ゥ
の
あ

い
だ
に
横
た
わ
る
社
会
的
な
身
分
の
差
で
あ
る
。
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
は
、

奴
隷
制
度
が
敷
か
れ
た
家
父
長
制
社
会
で
、
父
親
が
連
邦
議
員
ま
で
務
め

た
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
家
は
、
支
配
階
級
に
属
し
て
い
た
。
か
つ
て
地
方
に
は

農
場
を
持
ち
、
名
前
の
頭
文
字
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
全
文
字
が
揃
い
そ
う

な
く
ら
い
に
大
勢
の
奴
隷
を
所
有
す
る
富
裕
な
旧
家
で
あ
る
。
一
方
の
カ

ピ
ト
ゥ
は
、
父
親
が
公
務
員
で
、
一
軒
家
に
は
宝
く
じ
で
特
賞
を
当
て
た

か
ら
こ
そ
住
め
る
と
い
う
境
遇
で
あ
る
。
そ
の
う
え
「
褐
色
肌
」
で
「
人
種
」

的
な
違
い
も
あ
っ
た
。
結
婚
前
は
、
身
分
の
違
い
を
克
服
し
て
結
婚
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
、
力
を
合
わ
せ
て
伝
統
社
会
を
相
手
に
戦
っ
た
が
、
結

婚
後
は
、
そ
の
共
通
の
目
標
も
失
い
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
家
長
と
し
て
の

権
力
を
手
に
し
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
既
存
の
社
会
体
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
し

ま
う
。

　

問
題
は
、
彼
に
家
長
と
し
て
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ

っ
た
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
彼
は
「
明
ら
か
に
家
父
長
に
な
る
訓
練
が
で
き

て
い
ず
」、
ま
た
カ
ピ
ト
ゥ
に
対
し
て
も
常
に
劣
等
感
を
抱
き
続
け
て
い
た

た
め
に
、「
自
分
が
彼
女
に
ふ
さ
わ
し
い
〝
男
〟
で
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て

い
た
」
と
言
う
。
そ
も
そ
も
結
婚
前
に
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
従
順
で
素
直
だ

っ
た
の
も
、
実
は
指
導
力
や
行
動
力
の
な
さ
の
表
わ
れ
だ
っ
た
の
だ
。
資

格
の
な
い
者
が
長
と
な
っ
た
と
き
、
能
力
の
な
さ
は
往
々
に
し
て
横
暴
性

と
し
て
裏
返
る
。
こ
の
た
め
に
家
長
と
い
う
「
新
し
い
状
況
の
な
か
で
、

昔
か
ら
の
思
慮
分
別
の
な
さ
や
、
一
家
の
頭
と
し
て
の
意
思
と
自
分
自
身

の
意
思
の
間
に
線
を
引
け
な
い
無
能
さ
」

22
が
嫉
妬
を
あ
ら
ぬ
方
向
へ
と
炸

裂
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
せ
っ
か
く
二
人
の
協
働
で
勝

ち
取
っ
た
近
代
的
か
つ
民
主
主
義
的
な
関
係
も
、
あ
え
な
く
、
息
を
吹
き

返
し
た
家
父
長
的
主
従
関
係
の
前
に
ね
じ
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

　　
記
憶
の
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム

　

重
要
な
こ
と
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
想
起
が
、
感
覚
を
伴
っ
て
行
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
青
春
時
代
の
恋
の
危
機
を
語
り

な
が
ら
「
特
別
な
快
感
を
味
わ
」（
七
十
七
章
）
い
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
強

く
握
る
手
を
思
い
出
し
た
と
き
に
は
、「
い
ま
で
も
指
が
痛
」（
九
十
四
章
）

い
思
い
を
し
て
い
る
。
使
う
「
聴
覚
も
耳
で
は
な
く
記
憶
に
よ
る
も
の
」

（
六
十
二
章
）
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
激
し
い
動
悸
が
今
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
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に
聞
こ
え
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
感
覚
に
よ
っ
て
思
い
出
」（
五
十
章
）
し

て
い
る
た
め
、
当
時
の
感
覚
は
そ
の
ま
ま
よ
み
が
え
る
。

　

結
局
、
嫉
妬
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
結
婚
後
の

記
憶
を
取
り
戻
す
に
つ
れ
、
強
い
嫉
妬
の
再
襲
来
を
受
け
、
当
時
と
同
じ

混
乱
と
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
の
だ
。
不
義
の
重
要
な
証
拠
で
あ
る
は
ず

の
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
ま
つ
わ
る
省
略
や
非
論
理
性
や
曖
昧
さ
は
、
そ
の
表
わ

れ
な
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
想
起
し
て
い
る
対

象
が
過
去
の
事
実
や
事
象
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
過
去

の
あ
る
時
点
で
思
い
出
さ
れ
た
「
記
憶
」
や
思
考
、
そ
し
て
そ
の
想
起
や

思
考
の
在
り
様
も
現
在
の
想
起
の
対
象
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ピ

ト
ゥ
か
ら
別
離
の
最
終
判
断
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
、
サ
ン
チ

ア
ー
ゴ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

そ
の
あ
い
だ
、
わ
た
し
は
亡
き
グ
ル
ジ
ェ
ル
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
。

（
…
…
）
そ
れ
に
混
じ
っ
て
、遠
い
昔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
び
、

言
葉
や
出
会
い
や
で
き
事
な
ど
も
思
い
出
さ
れ
た
。
す
べ
て
は
、
わ
た
し
の

盲
目
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
悪
意
を
見
出
さ
ず
、
ま
た
わ
た
し
の
古
い
嫉
妬
も
見

お
と
し
て
い
た
も
の
だ
。
あ
る
と
き
、
帰
っ
た
ら
彼
ら
は
二
人
き
り
で
黙
っ

て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
思
わ
ず
聞
い
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
秘
密
、
彼
女

の
寝
言
な
ど
、
す
べ
て
の
心
お
ぼ
え
が
い
ま
に
な
っ
て
次
々
と
よ
み
が
え

り
、
あ
ま
り
に
一
気
に
押
し
寄
せ
た
た
め
、
わ
た
し
は
頭
が
く
ら
く
ら
し
て

き
た
…
…
。（
…
…
）そ
の
と
き
は
な
ん
と
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
、

い
ま
に
な
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
き
た
。　
（
百
四
十
章「
教
会
か
ら
帰
っ
て
」）

　

こ
こ
で
彼
が
綴
っ
て
い
る
の
は
過
去
の
事
実
で
は
な
い
。
過
去
の
あ
る

時
点
で
想
起
さ
れ
た
「
記
憶
」
に
関
す
る
現
在
の
「
記
憶
」
で
あ
る
。

　

人
間
の
「
記
憶
」
は
、
不
安
や
嫉
妬
を
栄
養
に
し
て
膨
ら
ん
だ
か
と
思

え
ば

23
、
自
分
に
都
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
、
注
意
を
そ
ら
さ
せ
、
た
と

え
目
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
も
見
え
な
く
し
て
し
ま
う

24
。
人
間
に
は
だ
れ

し
も
自
分
を
肯
定
的
に
と
ら
え
自
尊
心
を
た
か
め
た
い
と
い
う
欲
求
と
自

分
を
否
定
的
な
事
実
か
ら
守
り
た
い
と
い
う
自
己
防
衛
傾
向
が
あ
る

25
。
こ

の
た
め
、
私
た
ち
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
自
分
に
納
得
の
い
く
素
材
を
取

り
そ
ろ
え
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
物
語
を
作
る
た
め
に
、
情
報
を

巧
み
に
取
捨
選
択
し
た
り
修
正
や
歪
曲
を
施
し
た
り
し

26
、
と
き
に
は
結
論

を
恣
意
的
に
操
る
こ
と
も
あ
る

27
。
過
去
は
、
今
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る

状
況
に
合
わ
せ
て
い
く
ら
で
も
再
構
成
さ
れ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
の
だ

28
。

「
人
は
、
自
分
の
望
ん
で
い
る
こ
と
を
信
じ
る
」
と
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ

ル
は
言
っ
た
と
い
う
（『
ガ
リ
ア
戦
記
』）

29
。

　

お
そ
ら
く
カ
ピ
ト
ゥ
と
の
別
離
を
決
意
す
る
直
前
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に

も
、
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
普
通
の
心
理
状
況
で
あ
れ
ば
、
無

実
の
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
殺
さ
れ
る
『
オ
セ
ロ
ウ
』
が
自
分
の
情
況
に
当
て

は
ま
ら
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
そ
う
し
た
矛
盾
に

も
気
が
つ
か
ず
、「
死
ぬ
べ
き
な
の
は
わ
た
し
で
は
な
く
、
カ
ピ
ト
ゥ
」
だ

と
い
う
結
論
を
導
い
て
し
ま
っ
た
の
も
、
た
と
え
目
に
入
っ
て
い
る
も
の

で
も
見
え
な
く
な
る
情
況
に
追
い
込
ま
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
い
出
す
う
ち
に
「
遠
い
昔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ぼ

ん
や
り
と
浮
か
び
、
言
葉
や
出
会
い
や
で
き
ご
と
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
」、

「
す
べ
て
の
記
憶
が
次
々
と
よ
み
が
え
り
、
あ
の
と
き
は
な
ん
と
も
思
わ
な

か
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
、
い
ま
に
な
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
き
た
」（
百
四
十

章
）
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
昔
は
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
、
思

い
出
す
と
、
急
に
悪
意
の
あ
る
も
の
に
思
え
て
き
た
り
す
る
こ
と
は
、
だ
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れ
に
で
も
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
昔
は
感
心
し
た
カ
ピ
ト
ゥ
の
慎
重
さ
や

強
い
好
奇
心
や
向
上
心
が
、
一
転
し
て
、
下
心
の
あ
る
計
算
高
さ
や
飽
く

な
き
野
望
や
出
世
欲
に
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
シ
ュ
ワ

ル
ツ
は
、
十
四
歳
の
と
き
の
カ
ピ
ト
ゥ
に
関
す
る
次
の
描
写
の
多
義
性
を

指
摘
し
て
い
る

30
。

ご
覧
の
と
お
り
カ
ピ
ト
ゥ
は
、
十
四
歳
に
し
て
も
う
大
胆
な
ア
イ
デ
ア
を
持

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
ま
だ
、
そ
の
先
に
や
っ
て
く
る
も
の
に
比
べ
れ
ば
か

わ
い
い
も
の
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
大
胆
な
の
は
ア
イ
デ
ア
だ
け
で
、
じ
っ

さ
い
の
行
動
は
器
用
で
、
曲
が
り
く
ね
り
音
も
な
く
、
目
標
へ
も
ひ
と
っ
飛

び
で
は
な
く
、小
刻
み
な
跳
躍
を
へ
て
到
達
し
た
。　
　
（
十
八
章
「
計
画
」）

　

こ
の
描
写
は
、
読
む
情
況
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
施
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
嫉
妬
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
段
階
で
は
、
慎
重

で
着
実
に
事
に
あ
た
る
優
秀
さ
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
が
、
裏
切

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
と
嫉
妬
に
苛
ま
れ
た
夫
が
、
そ
れ
を

振
り
返
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
カ
ピ
ト
ゥ
の
大
胆
で
狡
猾
な
性
格
の
表
わ
れ

と
様
相
を
変
え
、「
グ
ロ
リ
ア
の
カ
ピ
ト
ゥ
は
マ
タ
カ
ヴ
ァ
ー
ロ
ス
の
カ
ピ

ト
ゥ
の
中
に
す
で
に
宿
っ
て
い
た
」
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
の
誘
因
と

な
る
。

　

情
報
の
中
に
は
、
少
し
ス
ピ
ン
さ
せ
る
だ
け
で
、
同
じ
こ
と
を
ま
っ
た

く
正
反
対
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る

31
。
曖
昧
な
情
報
は
、

自
分
の
予
想
や
思
惑
と
合
致
す
る
よ
う
に
一
方
的
な
解
釈
を
あ
た
え
る
こ

と
で
、
簡
単
に
百
八
十
度
異
な
る
結
論
を
導
く
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
両
義
的
な
記
述
が
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
は
無
数

に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
主
を
成
す
順
行
的
な
語
り
の
文
脈

で
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
第
三
部
を
照
ら
す
逆
行
的
な
光
に

照
ら
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
突
如
と
し
て
否
定
的
な
輝
き
を
放
つ
こ
と
に

な
る
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
評
価
を
変
え
た
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
、
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア

ス
や
ジ
ュ
ス
チ
ー
ナ
の
否
定
的
な
評
価
や
、ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
の
与
え
た
「
裏

の
あ
り
そ
う
な
斜
に
構
え
た
ジ
プ
シ
ー
の
目
」
と
い
う
規
定
が
追
い
打
ち

を
か
け
た
。
す
る
と
、
ま
る
で
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
は

「
白
」
だ
っ
た
一
連
の
「
記
憶
」
の
数
々
が
、い
っ
せ
い
に
ぱ
ら
ぱ
ら
と
「
黒
」

へ
変
わ
り
始
め
、
疑
わ
し
き
カ
ピ
ト
ゥ
の
物
語
が
で
き
あ
が
っ
た
の
だ
。

　
「
自
分
」
の
奪
還

　

お
そ
ら
く
だ
ま
さ
れ
た
の
は
読
者
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
の
だ
れ
よ
り

も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
自
身
が
、
彼
の
「
記
憶
」
と
い
う
無
意
識
の
「
だ
ま
し

の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」

32
に
だ
ま
さ
れ
た
の
だ
。
と
な
る
と
、
カ
ピ
ト
ゥ

の
姦
通
は
、
た
と
え
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
捏
造
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
故
意
で
は
な
い
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
夫
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
最

初
か
ら
妻
カ
ピ
ト
ゥ
の
罪
を
告
発
す
る
つ
も
り
で
書
い
た
手
記
で
は
な
く
、

夫
が
自
ら
の
記
憶
を
た
ど
る
う
ち
に
そ
の
と
き
の
感
覚
が
甦
り
、
や
は
り

昔
、
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
作
っ
て
し
ま
っ
た
物
語
を
、
ふ
た
た
び
紡
ぎ

出
し
て
し
ま
う
そ
の
あ
り
さ
ま
が
綴
ら
れ
た
手
記
な
の
だ
。

　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
日
ご
ろ
か
ら
「
ゆ
ら
め
く
影
た
ち
」（
二
章
）
の
来

襲
を
受
け
て
い
た
よ
う
だ
が
、
も
し
か
し
た
ら
そ
の
「
影
」
と
は
、
過
去

に
下
し
た
判
断
に
対
す
る
一
抹
の
不
安
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
姦
通
を

疑
い
、
妻
子
を
追
い
出
し
た
こ
と
は
、
も
う
動
か
し
え
な
い
厳
然
た
る
事
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実
で
、
過
去
は
変
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
、
自
分
の
人
生
そ

の
も
の
を
覆
す
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
自
分
が
し
た
こ
と
は
正
し
か
っ

た
の
か
と
。 

　

だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
自
伝
的
記
憶
を
語
っ
た
の
だ
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
自
伝
的
記
憶
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
に
は
、
自
己
の
連
続
性
や
一

貫
性
を
支
え
た
り
、
望
ま
し
い
自
己
像
を
維
持
す
る
の
に
役
立
つ
と
い
う

も
の
が
あ
る

33
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
と
っ
て
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
執

筆
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
己
の
心
理
療
法
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
の
記

憶
を
想
起
す
る
中
で
、
過
去
の
出
来
事
と
自
己
を
結
び
つ
け
、
ラ
イ
フ
ス

ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
こ
と
で
自
己
の
一
貫
性
を
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
と

な
っ
た
の
だ

34
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
執
筆
終
了
後
で
、
サ
ン
チ
ア

ー
ゴ
が
次
な
る
作
品
へ
の
意
欲
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
お
そ

ら
く
彼
は
そ
の
「
影
」
を
振
り
払
う
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

マ
タ
カ
ヴ
ァ
ー
ロ
ス
の
家
を
再
建
し
た
と
き
、
そ
こ
で
は
「
す
べ
て
が

異
様
で
、
敵
意
が
あ
っ
た
」（
百
四
十
四
章
）
と
い
う
が
、
き
っ
と
そ
れ
は
、

過
去
を
忠
実
に
再
現
し
た
家
が
「
望
ま
し
い
自
己
像
を
維
持
す
る
の
に
役

立
」
た
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
自
分
の
納
得
す
る
よ
う
な
物
語
を
作
っ

て
こ
そ
、
彼
は
マ
タ
カ
ヴ
ァ
ー
ロ
ス
の
生
家
の
再
建
で
は
取
り
戻
せ
な
か

っ
た
自
分
を
、
見
事
に
奪
還
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

ま
た
は
文
学
の
威
力
な
の
だ
ろ
う
か
。

４　
問
わ
れ
る
読
者
の
姿
勢

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
昔
は
だ
ま
さ
れ
た
読
者
が
、
今
は
だ
ま
さ
れ
な
く

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

彼
は
、
執
筆
方
針
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

さ
て
、
自
分
の
本
質
を
書
く
方
法
は
た
だ
一
つ
。
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も

す
べ
て
語
る
こ
と
だ
。
そ
れ
を
、
わ
た
し
は
す
る
。
思
い
出
が
少
し
ず
つ
よ

み
が
え
り
、
わ
た
し
そ
の
も
の
の
構
築
と
再
構
築
に
合
っ
て
い
く
う
ち
に
。

（
六
十
八
章
「
美
徳
は
延
期
し
よ
う
」）

　

つ
ま
り
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
記
述
に
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
心
が
け
、

自
分
に
と
っ
て
有
利
な
こ
と
も
不
利
な
こ
と
も
書
い
て
い
る
。
た
と
え
ば

カ
ピ
ト
ゥ
と
喧
嘩
後
、
仲
直
り
し
た
と
き
の
場
面
で
は
、「
も
し
こ
の
本

に
み
ず
か
ら
の
栄
光
を
求
め
て
い
る
な
ら
ば
、
交
渉
は
わ
た
し
か
ら
持
ち

か
け
た
と
書
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
女
が
も
ち

か
け
た
」（
四
十
六
章
）
と
、
自
分
に
不
利
な
情
報
を
正
直
に
告
白
し
て
い

る
。
そ
う
や
っ
て
「
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
す
べ
て
語
」
ら
れ
る
う
ち

に
、
そ
れ
ら
が
「
わ
た
し
そ
の
も
の
の
構
築
と
再
構
築
」
に
合
っ
て
い
っ

た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
で
き
あ
が
っ
た
物
語
に
偏
り
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
再
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
回
想
記
の
内
容
の
せ
い
で
は
な
い
。

　

読
者
に
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
で
き
る
限
り
偏

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
作
成
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
読
者
に

求
め
ら
れ
る
の
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
彼
の
物
語
を
作
っ
た
よ
う
に
、
今

度
は
自
分
で
こ
れ
を
使
い
な
が
ら
「
欠
落
部
分
を
埋
め
」（
五
十
九
章
）、「
再

構
築
」
を
し
、
自
分
の
物
語
を
作
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
と
き
に
問
わ
れ
る
の
が
読
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
私
た
ち
人
間
は
、
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
に
基
づ
い
て
特
定
の
ス
キ

ー
マ
と
呼
ば
れ
る
潜
在
的
な
知
識
構
造
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
だ
。
い
つ
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———　感覚の組織化　———

の
間
に
か
独
自
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
枠
組
み
を
身
に
着
け
、
こ
れ

が
見
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
注
意
を
向
け
る
こ
と
、
記
憶
す
る
こ
と
、
考

え
る
こ
と
な
ど
認
知
に
影
響
を
与
え
、
規
定
す
る

35
。
そ
の
代
表
的
な
の
が

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
偏
見
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
作
っ
た
物
語
に
彼
の
先

入
観
や
偏
見
が
反
映
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
読
者
の
物
語
に
も
、
各
自
の

ス
キ
ー
マ
が
反
映
さ
れ
る
。
こ
の
回
想
記
の
何
を
無
視
し
て
、
何
を
選
び

取
り
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
作
る
か
で
、
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
の
中
が
問

わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
世
の
中
で
起
こ
る
で
き
ご
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム

の
な
か
に
お
か
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
意
味
を
変
え
る

36
。
個
々
の
事
物
は
、

そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
は
何
も
語
ら
ず
、
何
ら
か
の
物
語
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
意
味
が
確
定
す
る

37
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
谷

間
の
百
合
』
や
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』、『
感
情
教
育
』

と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
姦
通
小
説
」
を
、
十
九
世
紀
を
通
し
て
受
容
し

た
後
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
が
、
や
は
り
「
姦
通
小
説
」

と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
最
初
か
ら
「
姦
通
」
と
い
う
フ
レ

ー
ム
が
は
め
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
初
期
の
読
者
は
、
こ
の
小
説
を
そ
の
フ

レ
ー
ム
の
中
で
読
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
じ
た
い
、

そ
れ
が
置
か
れ
る
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
も
意
味
を
変
え
る
。
し
た
が
っ

て
、「
姦
通
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
受
け
止
め
方
や
評
価
も
一
様
で
は

あ
り
え
な
い
。

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
複
数
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
理
由
は

こ
こ
に
あ
る
。「
両
義
性
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
、
時
代
や
社

会
や
文
化
に
応
じ
て
、
複
数
の
ス
キ
ー
マ
と
輻
輳
的
な
関
係
を
結
び
、
複

数
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
生
み
出
す
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
複
数
の

意
味
を
複
数
の
ま
ま
に
体
験
す
る
姿
勢
を
受
け
入
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
カ
ピ
ト
ゥ
の
冤
罪
」
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
、

し
か
も
女
性
に
よ
っ
て
初
め
て
唱
え
ら
れ
た
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
こ
と

は
す
ぐ
に
見
当
が
つ
く
だ
ろ
う
。
同
時
代
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
読
者
ら
に
は
見

え
な
い
も
の
が
見
え
た
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
物
語
が
作
ら
れ
た
の
だ
。
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
非
ラ
テ
ン
で
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
で
、
し
か
も
非
男
性
の

注
意
深
い
読
者
が
現
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
有
色
の
肌
を
し
た
貧
し
い
生
ま

れ
の
カ
ピ
ト
ゥ
は
、
出
版
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
て
初
め
て
弁
護
人
を
得

た
の
で
あ
る
。

　
　

注

1　

武
田
一
九
九
六
、
武
田
二
〇
一
一
。
覚
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
会
話
が
見

ら
れ
る
の
は
以
下
の
六
カ
所
。
十
八
章
（
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
と
ベ
ン
チ
ー
ニ
ョ
〔
サ
ン

チ
ア
ー
ゴ
の
子
供
時
代
〕
の
会
話
）、
五
十
四
章
（
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
と
『
聖
モ
ニ
カ
の

賛
歌
』
の
作
者
の
会
話
）、九
十
三
章
（
ベ
ン
チ
ー
ニ
ョ
と
奴
隷
の
会
話
）、百
八
章
（
サ

ン
シ
ャ
と
ベ
ン
チ
ー
ニ
ョ
の
会
話
）、
百
十
章
（
ベ
ン
チ
ー
ニ
ョ
と
カ
ト
ゥ
の
会
話
）、

百
四
十
五
章
（
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
と
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
会
話
）。
椰
子
菓
子
売
り
の
歌
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
く
る
の
は
、
十
八
章
、
六
十
章
、
百
九
章
、
百
十
四
章
の
四
カ
所
。

2　

こ
の
こ
と
はC

outinho 2001, p. 608.

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

3　

神
谷
二
〇
〇
七
、二
六
〇
頁
。
ま
た
自
伝
的
記
憶
に
つ
い
て
、
佐
藤
は
「
人
が
生
活
の

中
で
経
験
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
関
す
る
記
憶
の
総
体
」（
佐
藤
他
二
〇
〇
四
）、

「
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
よ
り
も
曖
昧
な
概
念
で
、過
去
の
自
己
に
関
わ
る
情
報
の
記
憶
」（
佐

藤
他
二
〇
〇
八
）
と
定
義
し
、
森
は
「
人
生
の
過
去
に
関
す
る
記
憶
の
す
べ
て
を
意
味

す
る
言
葉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
森
二
〇
一
三
）。

4　

佐
藤
他
二
〇
〇
八
、六
三
頁
。
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5　

神
谷
二
〇
一
〇
、二
頁
。
不
随
意
記
憶
以
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憶
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）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研

究
者
が
指
摘
し
て
い
る
。

9　

佐
藤
他
二
〇
〇
四
、十
頁
。

10　

浜
田
二
〇
〇
九
、二
〇
一
頁
。

11　

佐
藤
他
二
〇
〇
八
。

12　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
神
学
校
に
入
っ
た
の
は
、「
あ
る
午
後
」
か
ら
数
か
月
後
と
あ
る
の

で
（
五
十
章
）、
一
八
五
八
年
の
五
月
前
後
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
神
学
校
を
中
退
し

た
の
は
、
十
七
歳
の
と
き
の
年
末
な
の
で
（
九
十
七
章
）、
一
八
五
九
年
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

13　

お
そ
ら
く
こ
れ
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
ヘ
レ
ン
・
コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
で
、
そ
れ
が
シ

ル
ヴ
ィ
ア
ー
ノ
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、
そ
の
後
は
多
く
の
研
究
者
に

よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
二
人
は
、全
体
の
三
分
の
二
が
カ
ピ
ト
ゥ

の
幼
少
時
代
に
充
て
ら
れ
、
大
人
の
カ
ピ
ト
ゥ
に
は
三
分
の
一
し
か
紙
面
が
割
か
れ
て

い
な
い
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
る
。

14　

レ
ミ
ニ
セ
ン
ス
・
バ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
ス
二
〇
一
二
に
は
「
お
お
む
ね
十
歳

か
ら
三
十
歳
く
ら
い
ま
で
の
間
に
経
験
し
た
出
来
事
が
、
そ
れ
以
前
や
そ
れ
以
後
の
経

験
よ
り
も
た
く
さ
ん
思
い
出
せ
る
」、
佐
藤
二
〇
〇
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。
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。
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落
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