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時
代
が
終
わ
り
を
告
げ
、「
そ
れ
ま
で
社
会
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
の
支
援
に
支

え
ら
れ
て
い
た
キ
ュ
ー
バ
経
済
は
急
降
下
、
す
べ
て
を
な
ぎ
倒
し
て
い
っ

た
」。
そ
の
ど
ん
底
の
年
が
一
九
九
三
年
、小
説
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
「
何

も
な
か
っ
た
。
移
動
手
段
ゼ
ロ
。
肉
ゼ
ロ
。
希
望
ゼ
ロ
」
の
「
キ
ュ
ー
バ

の
ゼ
ロ
年
」、
小
説
題
名
に
あ
る
よ
う
に
「
ハ
バ
ナ
零
年
」
と
形
容
さ
れ

て
い
る
年
だ
。

主
人
公
は
ジ
ュ
リ
ア
と
い
う
名
の
三
十
歳
の
女
性
で
、
高
専
の
数
学
教

師
。
か
つ
て
は
通
勤
の
不
便
さ
に
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
ハ
バ
ナ
工
科
大

学
に
勤
め
て
い
た
が
、
あ
る
日
ト
イ
レ
で
女
子
学
生
た
ち
が
、
彼
女
の
性

格
が
悪
い
の
は
セ
ッ
ク
ス
を
し
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
う
わ
さ
し
て
い
る

の
を
耳
に
し
て
あ
っ
さ
り
辞
め
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
程
度
の
理
由
で
簡
単

に
大
学
の
職
を
辞
め
ら
れ
る
の
も
、「
一
九
九
三
年
に
は
大
学
を
出
た
り

エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
長
所
で
あ
り
誇
り
だ
っ
た
け
れ

ど
、
九
三
年
以
降
は
ド
ル
払
い
の
店
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
店
員
が
そ

う
な
っ
た
」
と
い
う
ほ
ど
に
、
キ
ュ
ー
バ
経
済
が
立
ち
行
か
ず
、
金
の

あ
る
方
へ
と
人
々
は
な
び
き
、
以
前
の
価
値
は
崩
れ
て
い
っ
て
い
た
か

ら
だ
。「
何
時
間
も
電
気
が
な
い
。
食
べ
物
も
わ
ず
か
。
来
る
日
も
来
る

日
も
豆
ご
飯
。
そ
し
て
大
豆
。
大
豆
の
煮
込
み
。
豆
乳
。（
…
…
）
パ
ン

は
一
人
あ
た
り
一
日
一
個
。
悪
夢
。」
と
い
う
困
窮
し
た
日
常
生
活
の
中
、

電
話
も
ろ
く
に
通
じ
な
い
当
時
の
ハ
バ
ナ
で
、
し
か
も
自
分
の
家
に
は
電

話
が
な
く
二
階
の
家
の
電
話
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
か
、
も
し
く
は
職
場
の

高
専
で
は
校
長
の
電
話
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
し
か
な
い
彼
女
だ
が
、
皮
肉

な
こ
と
に
、
電
話
機
が
実
は
ハ
バ
ナ
で
最
初
に
発
明
さ
れ
て
い
た
と
い
う

情
報
を
聞
き
、
そ
の
歴
史
的
事
実
を
証
明
す
る
文
書
を
見
つ
け
出
す
こ
と

に
希
望
を
見
出
し
、
周
囲
の
者
た
ち
と
共
に
奮
闘
す
る
。
そ
れ
が
、
こ
の

小
説
の
端
緒
で
あ
る
。

　
こ
の
小
説
の
作
者
は
、
キ
ュ
ー
バ
出
身
の
ス
ペ
イ
ン
語
作
家
カ
ル
ラ
・

ス
ア
レ
ス
と
い
う
女
性
で
、
巻
末
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
九
年
に
ハ

バ
ナ
で
生
ま
れ
た
彼
女
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
り
、
現

在
は
リ
ス
ボ
ン
在
住
。
彼
女
の
小
説
が
日
本
語
に
訳
さ
れ
日
本
語
読
者

に
紹
介
さ
れ
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。
訳
者
の
あ
と
が

き
に
よ
れ
ば
、
原
作
の
ス
ペ
イ
ン
語
版
は
二
〇
一
〇
年
か
一
一
年
頃
に
完

成
し
た
も
の
の
、
最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
一
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
訳
、
次
い
で
二
〇
一
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳

で
二
つ
の
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
が
、
キ
ュ
ー
バ
で
ス
ペ
イ
ン
語
の
原

作
が
出
版
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
六
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
原
作
出
版
の
二

年
後
、
二
〇
一
八
年
末
に
は
日
本
で
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
圏
以
外
で
は
、
い
ち
早
い
紹
介
と
な
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
こ
の
日
本
語
訳
が
出
た
後
の
二
〇
一
九
年
に
も
、
彼
女
は
フ
リ
オ
・

コ
ル
タ
サ
ル
・
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
文
学
賞
な
る
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

小
説
の
舞
台
は
、
作
者
の
故
郷
キ
ュ
ー
バ
の
首
都
ハ
バ
ナ
で
、
時
代
は

一
九
九
三
年
。
八
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
倒
れ
、
九
一
年
に
ソ
連
が
崩

壊
し
て
、
社
会
主
義
国
家
建
設
の
壮
大
な
実
験
が
失
敗
し
、
東
西
冷
戦
の
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笑
っ
て
セ
ッ
ク
ス
し
て
夢
見
る
し
か
な
い
一
九
九
三
年
の

キ
ュ
ー
バ
で
か
つ
て
電
話
が
世
界
で
初
め
て
発
明
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
、
そ
ん
な
小
説

　
　
　
カ
ル
ラ
・
ス
ア
レ
ス
著
／
久
野
量
一
訳
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ハ
バ
ナ
零
年
』
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国
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〇
一
九
年
二
月
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電
話
の
発
明
と
い
え
ば
、
場
所
は
ア
メ
リ
カ
で
、
発
明
者
は
ベ
ル
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
幼
い
頃
に
読
ん
だ
マ
ン
ガ
偉
人
伝
の
ベ
ル
の
と
こ
ろ

で
紹
介
さ
れ
て
い
た
ベ
ル
よ
り
数
時
間
遅
れ
て
特
許
申
請
を
し
た
人
物

か
、
あ
る
い
は
発
明
王
の
エ
ジ
ソ
ン
も
関
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
く
ら
い
し
か
私
に
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
が
、
こ

の
小
説
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
発
明
は
そ
の
い
ず
れ
の
者
で
も
な
く
、
メ

ウ
ッ
チ
と
い
う
イ
タ
リ
ア
人
だ
と
い
う
。
彼
が
十
九
世
紀
に
イ
タ
リ
ア
か

ら
キ
ュ
ー
バ
に
渡
っ
て
き
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、
ハ
バ
ナ
で
電
話
機

を
発
明
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
一
八
四
九
年
の
こ
と
で
、
ベ

ル
が
特
許
申
請
し
た
一
八
七
六
年
よ
り
三
十
年
近
く
前
に
な
る
。
た
だ
、

メ
ウ
ッ
チ
に
は
特
許
を
更
新
す
る
た
め
の
十
ド
ル
が
支
払
え
な
か
っ
た

た
め
、
最
初
の
発
明
者
と
は
な
り
え
ず
、
歴
史
に
名
を
残
せ
な
か
っ
た
と

い
う
。
こ
の
メ
ウ
ッ
チ
の
話
は
、
小
説
内
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
史

実
の
よ
う
だ
。
小
説
で
は
、「
二
〇
〇
二
年
六
月
十
一
日
（
…
）
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
議
会
は
二
六
九
号
決
議
に
お
い
て
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
メ
ウ
ッ
チ

を
電
話
の
発
明
者
と
す
る
こ
と
を
公
式
に
認
め
た
の
で
あ
る
」
と
も
記
さ

れ
て
い
る
（
た
だ
し
、

ア
メ
リ
カ
議
会
が
本
当
に

公
式
に
認
め
た
か
は
、
も

う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
だ
が
）。

メ
ウ
ッ
チ
の
不
運
と

し
か
い
い
よ
う
の
な
い

人
生
、
そ
れ
か
ら
電
話

以
外
の
数
々
の
発
明
な

ど
も
、
小
説
で
は
章
を

追
う
ご
と
に
、
ジ
ュ
リ
ア
と
登
場
人
物
た
ち
の
や
り
取
り
の
中
で
、
上

手
い
具
体
に
配
分
さ
れ
、
少
し
ず
つ
紹
介
さ
れ
て
い
く
。
か
り
に
本
書

が
、
メ
ウ
ッ
チ
の
数
奇
な
人
生
と
彼
に
よ
る
最
初
の
電
話
機
の
発
明
の
紹

介
の
み
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
人
物

の
伝
記
と
し
て
面
白
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
小
説
が
最
後
ま
で

読
者
の
興
味
を
持
続
さ
せ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
メ
ウ
ッ
チ
の
伝
記
話

を
小
出
し
に
挿
し
は
さ
み
つ
つ
展
開
す
る
、
彼
の
文
書
を
探
し
求
め
る

登
場
人
物
た
ち
の
錯
綜
し
た
人
間
関
係
が
あ
る
か
ら
だ
。
本
小
説
で
は
、

メ
ウ
ッ
チ
の
人
生
を
記
し
た
の
み
の
少
年
少
女
向
け
の
伝
記
物
な
ら
ば

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
不
道
徳
な
、
人
間
的
魅
力
を
も
っ
て
キ
ュ
ー
バ
人

の
登
場
人
物
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
何
も
か
も
が
ゼ
ロ
の
キ
ュ
ー
バ
に

あ
っ
て
、
人
々
は
、「
疲
れ
な
い
こ
と
と
い
え
ば
、
笑
う
こ
と
と
セ
ッ
ク

ス
す
る
こ
と
と
夢
を
見
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
国
で
は
笑

い
、
セ
ッ
ク
ス
を
し
、
夢
を
見
る
」、
と
い
う
。「
不
道
徳
な
」
と
言
っ
た

の
は
、こ
の
中
の「
セ
ッ
ク
ス
」、不
貞
な
セ
ッ
ク
ス
を
指
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
は
ジ
ュ
リ
ア
が
教
わ
っ
て
い
た
大
学
の
先
生
で
、
妻
子
も
あ
り
な
が
ら

ジ
ュ
リ
ア
と
関
係
を
持
っ
て
家
庭
を
壊
し
た
過
去
を
持
つ
。
ジ
ュ
リ
ア
の

ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
の
エ
ン
ジ
ェ
ル
は
、
一
ま
わ
り
も
二
ま
わ
り
も
小
さ
な

ブ
ラ
ジ
ャ
ー
を
つ
け
て
胸
が
飛
び
出
し
そ
う
な
イ
タ
リ
ア
女
の
バ
ル
バ

ラ
と
浮
気
を
す
る
。
メ
ウ
ッ
チ
に
関
す
る
小
説
を
執
筆
中
の
作
家
の
レ
オ

ナ
ル
ド
は
、
エ
ン
ジ
ェ
ル
に
浮
気
さ
れ
て
傷
心
中
の
ジ
ュ
リ
ア
と
一
夜
を

共
に
す
る
。
そ
の
口
説
き
の
場
面
は
こ
う
だ
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、「
キ
ュ
ー

バ
人
最
大
の
欠
点
は
新
し
い
肉
体
に
目
が
な
い
こ
と
」
で
、「
そ
れ
が
国

民
的
な
欠
点
」
な
の
だ
と
ジ
ュ
リ
ア
に
語
る
。
二
人
が
い
い
雰
囲
気
に

な
っ
て
き
た
頃
、「
国
民
的
な
欠
点
っ
て
何
だ
っ
け
」
と
ジ
ュ
リ
ア
が
彼

を
見
つ
め
て
あ
ら
た
め
て
聞
き
返
す
と
、「
レ
オ
ナ
ル
ド
は
わ
た
し
の
口
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の
中
に
舌
を
入
れ
、
そ
れ
が
答
え
だ
っ
た
。」
と
、
も
う
不
道
徳
だ
と
あ

き
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
い
つ
の
間
に
か
、
そ
ん
な
し
ゃ
れ
た
ま
ね
を
や
っ
て

み
た
い
と
羨
望
の
念
さ
え
読
者
に
起
こ
さ
せ
る
。

数
学
教
師
の
ジ
ュ
リ
ア
が
「
数
字
だ
っ
た
ら
例
え
ば
自
然
数
か
整
数
か

有
理
数
か
複
素
数
か
実
数
か
で
分
類
す
る
」
よ
う
に
臆
面
も
な
く
今
ま
で

出
会
っ
た
男
性
器
を
分
類
し
、
数
列
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
延
々
と
列

挙
す
る
く
だ
り
で
は
、
教
師
の
分
際
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
、
淫
乱
な

尻
軽
売
女
の
は
し
た
な
さ
に
顔
を
し
か
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
、
多
様
な
性
愛
の
有
り
方
が
探
求
さ
れ
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
昨
今
の
世
に
あ
っ
て
そ
の
性
器
至
上
主
義
の
古
典
性
を
問
題
視
す

る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
ジ
ュ
リ
ア
の
「
ど

う
し
て
愛
っ
て
少
し
も
理
性
的
じ
ゃ
な
い
の
か
し
ら
？
」
と
い
う
ふ
し
だ

ら
な
甘
美
の
つ
ぶ
や
き
を
聞
く
な
ら
ば
、
カ
オ
ス
理
論
や
バ
タ
フ
ラ
イ
効

果
、
フ
ラ
ク
タ
ル
理
論
と
い
っ
た
科
学
的
な
話
題
に
冷
静
な
関
心
を
装
う

こ
と
も
忘
れ
、
暑
い
ハ
バ
ナ
の
熱
い
情
事
へ
と
、
い
つ
知
れ
ず
読
者
は
惹

か
れ
て
い
く
。
ジ
ュ
リ
ア
が
語
り
か
け
て
い
る
読
者
の
「
き
み
」
と
は
、

き
っ
と
ぼ
く
だ
け
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
空
想
の
ハ
バ
ナ
に
強
く
吹
き
つ

け
る
海
風
に
シ
ャ
ツ
と
妄
想
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
「
も
う
我
慢
で
き
な

い
」
と
独
り
ご
ち
れ
ば
、
ジ
ュ
リ
ア
が
「
も
う
我
慢
で
き
な
い
の
は
わ
た

し
の
ほ
う
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
そ
う
な
気
分
に
な
っ
て
く
る
。
ジ
ュ
リ
ア

の
皮
膚
に
刻
ま
れ
た
歴
史
、
す
な
わ
ち
彼
女
の
下
腹
部
の
盲
腸
の
手
術
跡

に
、
エ
ン
ジ
ェ
ル
が
や
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
ぼ
く
も
ま
た
指
と
舌
を
這

わ
せ
る
。
そ
う
し
て
、「
混
じ
り
気
の
な
い
純
粋
な
悪
臭
」、「
性
欲
さ
え

も
匂
い
を
放
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
誰
も
隠
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
人
は
あ

る
が
ま
ま
に
い
て
、
だ
か
ら
あ
る
が
ま
ま
に
匂
い
を
放
っ
て
い
る
」
と
言

わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
キ
ュ
ー
バ
が
放
つ
「
本
物
」
の
匂
い
の
中
に
溺
れ
て

し
ま
い
た
く
も
な
っ
て
く
る
の
だ
。

遥
か
遠
く
、
北
欧
か
ど
こ
か
の
幻
の
王
国
に
果
て
し
な
き
淫
夢
の
憧
憬

を
抱
い
て
い
た
中
学
生
の
頃
の
よ
う
に
、
年
甲
斐
も
な
く
い
さ
さ
か
興
奮

気
味
に
語
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
読
者
を
わ
く
わ
く
さ
せ
、
ペ
ー
ジ
を
最
後

ま
で
進
ま
せ
る
の
は
、
な
に
も
こ
の
よ
う
な
小
説
か
ら
発
せ
ら
れ
る
ゼ

ロ
年
キ
ュ
ー
バ
の
性
的
な
魅
力
か
ら
の
み
で
は
な
い
。
消
え
た
メ
ウ
ッ
チ

文
書
の
所
在
を
巡
る
謎
と
推
理
、
そ
し
て
、
い
く
つ
も
仕
掛
け
ら
れ
た
ど

ん
で
ん
返
し
の
ほ
う
こ
そ
む
し
ろ
、
こ
の
小
説
の
醍
醐
味
だ
し
、
作
家
の

創
作
力
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
発
揮
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、
と
本
来
な
ら
ば

言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
訳
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
小
説
に
は
推
理
小
説
的
な
要
素
も
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
詳
し
く

は
言
え
な
い
が
、
登
場
人
物
た
ち
の
話
に
は
嘘
も
入
り
交
じ
る
。
主
人
公

の
ジ
ュ
リ
ア
と
同
じ
目
線
に
立
っ
て
読
ん
で
い
る
私
た
ち
読
者
は
、
彼
女

と
同
じ
く
他
の
登
場
人
物
た
ち
の
話
を
信
じ
、
そ
し
て
混
乱
も
す
る
。
訳

者
も
あ
と
が
き
で
触
れ
て
い
る
、
作
家
レ
オ
ナ
ル
ド
の
話
を
少
し
だ
け
出

す
な
ら
、
彼
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
ル
ワ
ン
ダ
、
モ
ス
ク
ワ
、
パ
リ
な
ど
世
界

中
を
旅
し
た
話
を
ジ
ュ
リ
ア
に
話
し
て
聞
か
せ
、
彼
女
は
彼
に
魅
了
さ
れ

て
し
ま
う
。「
あ
れ
ほ
ど
の
教
養
が
あ
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
旅
を
し
て
、
数

え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
経
験
が
あ
っ
て
、
世
界
を
丸
ご
と
呑
み
込
も
う
と
い

う
勢
い
の
あ
る
勉
強
家
、
要
す
る
に
彼
の
よ
う
な
人
が
移
動
手
段
に
自
転

車
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
変
と

い
う
か
、
人
の
普
通
の
想
像
力
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

た
」、
と
。
だ
が
…
…
小
説
終
盤
に
分
か
る
話
を
こ
こ
で
直
接
書
く
こ
と

は
控
え
よ
う
。
た
だ
、
ジ
ュ
リ
ア
が
上
記
の
思
い
を
彼
に
語
っ
た
時
の
返

答
、「
自
転
車
は
足
の
筋
肉
を
つ
け
る
の
に
役
に
立
っ
て
い
る
し
、
そ
れ

以
外
の
こ
と
な
ら
全
部
頭
の
中
に
入
っ
て
い
る
」
と
い
う
レ
オ
ナ
ル
ド
の
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返
答
は
、
最
後
ま
で
読
み
終
わ
っ
た
後
で
も
う
一
度
読
み
返
し
て
み
る
な

ら
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
あ
ら
た
め
て
頷
け
る
表
現
に
な
っ

て
い
て
、
作
者
の
見
事
な
仕
掛
け
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
読
者

は
気
付
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
述
べ
て
お
き
た

い
。そ

れ
か
ら
、
本
来
の
サ
イ
ズ
よ
り
も
二
つ
も
下
の
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
を
つ
け

て
エ
ン
ジ
ェ
ル
の
み
な
ら
ず
私
た
ち
読
者
も
誘
惑
す
る
イ
タ
リ
ア
女
の

バ
ル
バ
ラ
も
、
単
な
る
脇
役
で
は
収
ま
ら
な
い
人
物
だ
。
イ
タ
リ
ア
語

話
者
な
ら
、
日
本
語
話
者
よ
り
も
ス
ペ
イ
ン
語
の
習
得
が
遥
か
に
容
易
な

こ
と
は
語
学
関
連
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
者
な
ら
な
ん
と
な
く
想
像
が

つ
く
と
し
て
も
、
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

や
っ
て
来
た
彼
女
が
、
果
た
し
て
こ
れ
ほ
ど
ス
ム
ー
ズ
に
ス
ペ
イ
ン
語
で

キ
ュ
ー
バ
人
た
ち
と
会
話
で
き
る
も
の
な
の
か
。
バ
ル
バ
ラ
と
そ
の
他
の

人
物
と
の
ご
く
自
然
な
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
や
り
取
り
は
、
む
し
ろ
、
小
説

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
う
失
敗
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
要
素

で
は
な
い
か
。
本
来
な
ら
小
説
内
の
虚
構
話
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
ど
う
で

も
い
い
よ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
職
業
柄
か
、
ず
っ
と
心
の
片
隅

に
ひ
っ
か
か
る
。
そ
し
て
終
盤
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
女
が
口
に
し
た
故
郷

の
諺
の
グ
ア
バ
の
く
だ
り
で
、
私
た
ち
読
者
は
ジ
ュ
リ
ア
と
共
に
、
あ

れ
っ
？
　
と
一
瞬
立
ち
止
ま
る
。
こ
こ
も
詳
述
は
控
え
る
が
、
先
の
些
細

な
懸
念
も
き
れ
い
に
晴
れ
る
仕
掛
け
を
作
家
は
用
意
し
て
い
た
こ
と
に
、

読
者
は
最
後
の
最
後
に
な
っ
て
気
付
か
さ
れ
、
驚
か
さ
れ
る
の
だ
。

話
は
変
わ
っ
て
、
私
の
専
門
で
あ
る
ベ
ト
ナ
ム
文
学
研
究
の
立
場
か
ら

思
っ
た
こ
と
も
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
キ
ュ
ー
バ
人
女
性
作
家

の
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
小
説
を
読
ん
で
、
同
じ
社
会
主
義
国
の
ベ
ト
ナ
ム

に
も
似
た
よ
う
な
傾
向
が
な
い
か
と
考
え
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
に

現
れ
た
女
性
作
家
フ
ァ
ム
・
テ
ィ
・
ホ
ア
イ
（
一
九
六
〇
―
）
の
こ
と
が

私
は
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。
ホ
ア
イ
も
ベ
ト
ナ
ム
を
去
っ
て
現
在
は
ド
イ

ツ
在
住
で
、
彼
女
の
作
品
は
西
欧
諸
語
へ
と
翻
訳
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

の
文
学
賞
も
受
賞
し
て
い
る
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
こ
こ
最
近
は
創
作

を
止
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ス
ア
レ
ス
が
キ
ュ
ー
バ
で
電
話
を
最

初
に
発
明
し
た
人
物
を
巡
る
話
を
電
話
も
ろ
く
に
通
じ
な
い
貧
困
を
極

め
た
時
代
を
舞
台
に
書
い
た
よ
う
に
、
か
つ
て
ホ
ア
イ
も
貧
し
さ
を
分
か

ち
合
っ
て
い
た
二
十
世
紀
後
半
の
ベ
ト
ナ
ム
の
人
々
の
様
子
を
皮
肉
な

ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
描
い
て
い
た
。
国
外
に
は
容
易
に
行
け
ず
、
す
べ
て

読
書
と
空
想
の
中
で
旅
し
た
り
、
狭
い
住
居
の
中
で
間
仕
切
り
一
つ
隔
て

て
片
方
で
は
少
女
が
勉
強
し
も
う
片
方
で
は
母
親
が
彼
氏
と
情
事
に
ふ

け
っ
た
り
、
な
か
な
か
出
な
い
水
道
の
水
で
苦
労
し
た
り
…
…
こ
の
小
説

に
も
似
た
よ
う
な
そ
ん
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
り
も
す
る
（
た
だ
し
、

も
し
捨
て
犬
が
貧
し
い
時
代
の
ベ
ト
ナ
ム
の
小
説
に
出
て
い
た
ら
、
食
文
化
の

違
い
か
ら
、
エ
ト
セ
ト
ラ
の
よ
う
に
飼
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
食
用
に
な
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
が
）。
そ
ん
な
ホ
ア
イ
の
作
品
も
い
つ
か
本
格
的
に
紹
介

で
き
れ
ば
と
も
思
う
。

た
だ
、
ベ
ト
ナ
ム
文
学
を
翻
訳
紹
介
す
る
際
、
私
が
い
つ
も
思
い
起
こ

す
の
は
、
以
前
参
加
し
た
東
南
ア
ジ
ア
文
学
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
起
さ

れ
た
問
題
、
つ
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
文
学
作
品
の
翻
訳
で
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
訳
註
の
多
さ
だ
。
地
名
や
歴
史
、
偉
人
、
食
べ
物
、
草
木
、
諺
な

ど
の
言
い
回
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
註
釈
が
施
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
分

か
り
に
く
い
言
葉
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
勉
強
に
な
る
し
、
文

学
作
品
を
通
じ
て
そ
の
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
学
ぶ
の
に
大
い
に
役
立

つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
そ
の
も
の
を
読
む
楽
し
み
が
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削
が
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
議
論
の
中
で
、
好
対
照
と

し
て
、
訳
註
な
ど
な
く
て
も
十
分
楽
し
め
る
と
い
っ
て
例
に
挙
げ
ら
れ
て

い
た
の
が
、
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
の
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
文
学
だ
っ
た
。
こ
の
『
ハ
バ
ナ
零
年
』
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

訳
註
は
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
い
。
た
と
え
『
グ

ラ
ン
マ
』
が
キ
ュ
ー
バ
で
ど
ん
な
立
ち
位
置
に
あ
る
新
聞
か
分
か
ら
ず
と

も
、
パ
ド
ゥ
ー
ラ
が
ど
ん
な
キ
ュ
ー
バ
人
作
家
で
生
没
年
が
い
つ
か
分
か

ら
な
く
て
も
、こ
の
小
説
は
楽
し
く
読
め
る
。
も
し
気
に
な
る
な
ら
、ネ
ッ

ト
で
調
べ
れ
ば
、
今
の
時
代
、
簡
単
に
情
報
は
見
つ
け
出
せ
る
。「
知
ら

ぬ
が
仏
」
と
い
う
日
本
語
を
見
て
、
キ
ュ
ー
バ
に
仏
教
が
伝
播
し
て
い
た

の
か
と
目
く
じ
ら
立
て
る
よ
う
な
神
経
質
な
者
も
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ

の
原
語
表
現
が
気
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
ん
な
読
者
は
よ
っ
ぽ
ど
特
殊
な

専
門
業
界
の
学
者
先
生
だ
け
で
、
そ
ん
な
人
は
自
力
で
原
語
の
表
現
を
調

べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
キ
ュ
ー
バ
の
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
読
者
で

あ
っ
て
も
こ
の
小
説
の
世
界
に
浸
れ
る
の
は
、
原
作
の
面
白
さ
、
巧
み
さ

に
加
え
て
、
こ
こ
ま
で
訳
註
を
抑
え
つ
つ
、
自
然
な
日
本
語
で
訳
出
し
た

翻
訳
者
、
久
野
氏
の
苦
労
、
努
力
の
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
よ

う
に
訳
註
な
し
で
紹
介
で
き
る
文
学
作
品
が
ベ
ト
ナ
ム
に
も
今
後
数
多

く
現
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
し
、
私
も
ま
た
訳
註
な
し
で
も
楽
し
め
る

日
本
語
訳
に
努
め
て
い
き
た
い
、
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
た

と
い
う
意
味
で
も
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
そ
し
て
楽
し
め
た
小
説
で
あ
っ

た
。
訳
者
は
あ
と
が
き
で
、「
新
し
い
キ
ュ
ー
バ
文
学
の
扉
が
日
本
に
開

か
れ
る
と
し
た
ら
、『
ハ
バ
ナ
零
年
』
こ
そ
か
っ
こ
う
の
入
り
口
と
な
る

作
品
だ
と
思
っ
て
翻
訳
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
に
間
違
い
が

な
い
こ
と
を
保
証
で
き
る
ほ
ど
の
知
識
も
鑑
識
眼
も
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
私
で
は
あ
る
が
、
こ
の
作
家
の
こ
の
作
品
を
最
初
に
日

本
に
翻
訳
・
紹
介
し
た
久
野
氏
の
炯
眼
に
敬
服
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か

ら
読
む
日
本
の
読
者
に
は
、
大
い
に
楽
し
め
る
キ
ュ
ー
バ
現
代
文
学
と
し

て
私
も
是
非
こ
の
作
品
を
勧
め
た
い
。

附
記以

上
で
書
評
を
終
わ
ら
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、
自
分
自
身
の
課
題
の

た
め
に
も
、
も
う
一
つ
だ
け
小
説
の
内
容
と
は
少
し
話
題
が
外
れ
る
こ
と

も
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
電
話
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
関
し
て

で
あ
る
。
日
本
語
に
お
け
る
近
代
語
彙
の
漢
字
意
訳
で
は
隠
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
な
ら
ば
そ
の
響
き
や
意
味
に
残
っ
て
い
る

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
（
あ
る
い
は
ラ
テ
ン
語
）
の
起
源
が
見
え
て
く
る
こ
と

が
あ
る
。「
電
話
」
の
ス
ペ
イ
ン
語teléfono

の
場
合
、tele

もfono

も

元
を
辿
れ
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
行
き
着
き
、
そ
れ
ぞ
れ
「
遠
く
の
」、

「
声
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
無
理
矢
理
ハ
イ
デ
ガ
ー
思

想
に
関
連
付
け
る
な
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
電
話Tele-fon / telé-fono

で

は
な
く
テ
レ
ビ Fern-sehen / tele-visión

を
例
に
挙
げ
て
の
こ
と
だ
が
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。「
遠
さ
の
い
か
な
る
可
能
性
も
除
去
す
る
こ
と
の
頂

点
を
き
わ
め
て
い
る
の
が
、
遠
望
装
置
類
と
し
て
の
テ
レ
ビ
〔
引
用
者
注:

原
語
はFernsehapparatur

〕
で
す
」。「
し
か
し
な
が
ら
」、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
続
け
て
言
う
、「
距
離
と
い
う
距
離
を
あ
わ
た
だ
し
く
除
去
し
た
と
こ

ろ
で
、
近
さ
は
決
し
て
生
じ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
近
さ
な
る
も
の
は
、

わ
ず
か
な
分
量
の
距
離
と
い
う
の
と
は
別
物
だ
か
ら
で
す
」（「
物
」
森
一

郎
訳
）。
電
話
の
発
明
に
よ
っ
て
、
遠
く
の
声
は
近
く
の
声
に
な
っ
た
よ

う
に
私
た
ち
は
思
う
し
、
そ
の
科
学
技
術
の
利
便
性
を
今
に
至
る
ま
で
享
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受
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
は
本
当
の
「
近
さ
」

な
の
で
は
な
く
、
近
さ
も
遠
さ
も
含
め
た
距
離
の
喪
失
、
画
一
化
な
の
だ
、

と
批
判
し
て
い
る
。
今
回
は
時
間
が
な
か
っ
た
が
、
そ
ん
な
哲
学
的
な
こ

と
に
つ
い
て
も
、
登
場
人
物
の
名
「
エ
ン
ジ
ェ
ル
」
の
語
源
的
な
意
味
や

宗
教
的
本
義
と
も
併
せ
な
が
ら
こ
の
小
説
の
中
か
ら
考
え
て
み
る
の
も

面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

（
野
平
宗
弘
）


