
2019
23

感じられるもの　感じられないもの

ISSN 1883-1109



写真（表紙・裏表紙）

撮影者：加藤雄二
撮影日：2019 年 8 月 4 日
撮影場所：アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、タングルウッドの Tanglewood Learning Institute, Linde Center   

for Music and Learning

　ボストン交響楽団が毎年 Tanglewood Music Festival を開催する、マサチューセッツ州タングルウッドでの一
コマ。昨年オープンしたばかりの Linde Center for Music and Learning で、John Cage の Song Books が演奏される
直前の光景を写したもの。白い庭用の椅子は、歩き回りながら歌う歌手たちが腰掛けるために用意されている。
1970 年に発表された Song Books は、アメリカ 19 世紀の思想家 Henry David Thoreau の言葉や、Eric Satie、 Marcel 
Duchamp などからの引用を織り交ぜた現代曲として知られている。演劇的なパフォーマンスを含む演奏が、敷地
のいたるところで歌手・演奏者・パフォーマーたちによって個別に繰り広げられる。人気なく空漠としたなかに
椅子が置かれた開演前の非人称的な光景は、現代音楽における作曲家や個人の感性の中心性に疑問を投げかける。
手前に写った影はこの光景を統一的に俯瞰する視点となり得ているのだろうか？ あるいは非人称的な文字通りの
影として、椅子に座るはずの歌手同様に不在を表象しているのだろうか？
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巻
頭
言

 

総
合
文
化
研
究
所
長
　
　
沼
野
恭
子

　
い
き
な
り
き
な
臭
い
話
で
申
し
訳
な
い
が
、
二
〇
一
九
年
八
月
、
日
本
政
府
が
「
輸
出
管
理
の
優
遇
対
象
国
」
か
ら
韓

国
を
外
す
と
決
定
し
た
と
き
、
韓
国
の
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
大
統
領
が
そ
れ
に
対
し
て
す
か
さ
ず
「
盗
人
猛
々
し
い
」
と
応

答
し
た
と
報
じ
ら
れ
た
。
元
徴
用
工
裁
判
が
ら
み
の
複
雑
な
問
題
で
両
国
関
係
の
緊
張
が
一
気
に
高
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
私
は
、前
年
の
七
月
に
ポ
ン
ペ
オ
米
国
務
長
官
が
北
朝
鮮
を
訪
問
し
て
「
約
束
し
た
は
ず
の
非
核
化
の
実
現
」

を
迫
っ
た
と
こ
ろ
北
朝
鮮
側
に
「
盗
人
猛
々
し
い
」
と
反
論
さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
思
い
だ
し
、
南
北
が
は
か
ら

ず
も
同
じ
表
現
を
使
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
朝
鮮
語
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
な
の
か
と
不
思
議
に
思
っ
た
。

　
件
の
言
い
ま
わ
し
は
「
적
반
하
장
（
賊
反
荷
杖
）」。

　
そ
の
後
、
こ
の
表
現
の
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
ネ
ッ
ト
上
で
盛
ん
に
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
原
義
は
「
賊
が
逆
に
杖
を

持
つ
」で
、そ
こ
か
ら「
過
ち
を
犯
し
た
人
が
居
直
っ
て
善
良
な
人
を
責
め
る
」と
い
う
意
味
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
方「
盗

人
猛
々
し
い
」
と
い
う
訳
語
は
日
本
語
と
し
て
か
な
り
強
烈
な
印
象
を
持
つ
。
私
は
朝
鮮
語
が
わ
か
ら
な
い
の
で
正
確

に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
ど
う
や
ら
相
手
を
批
判
す
る
言
い
方
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
も
「
開

き
直
り
」「
居
直
り
」「
主
客
転
倒
」
な
ど
と
訳
せ
ば
足
り
る
と
い
う
見
解
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。「
盗
人
猛
々

し
い
」
と
い
う
日
本
語
の
き
わ
だ
っ
た
突
出
感
は
、
必
要
以
上
に
戦
闘
的
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
に
、
日
本
の
政

府
高
官
は
こ
れ
を
聞
い
て
「
品
の
な
い
言
葉
で
異
常
だ
」
と
反
感
を
あ
ら
わ
に
し
た
が
、
朝
鮮
語
で
は
四
文
字
熟
語
を

使
う
の
は
教
養
あ
る
人
で
、
原
語
に
下
品
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
と
い
う
か
ら
、
翻
訳
自
体
が
反
感
を
煽
っ
た
形
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

　
比
較
文
学
者
の
エ
ミ
リ
ー
・
ア
プ
タ
ー
が
著
書
『The Translation Zone: A N

ew
 C

om
parative Literature

（
邦

訳
は
「
翻
訳
地
帯

─
新
し
い
人
文
学
の
批
評
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
む
け
て
」
秋
草
俊
一
郎
・
今
井
亮
一
・
坪
野
圭
介
・
山

辺
弦
訳
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）』
で
「
戦
争
と
は
、
翻
訳
不
可
能
性
や
翻
訳
の
失
敗
の
状
態
が
も
っ
と
も
暴
力
的
な

極
限
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
大
胆
な
テ
ー
ゼ
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
こ
と
ば
や
文
化
に
日
々

携
わ
っ
て
い
る
私
た
ち
は
「
翻
訳
の
失
敗
」
に
目
を
光
ら
せ
、
戦
争
の
き
っ
か
け
に
な
り
得
る
「
暴
力
的
な
極
限
」
状

態
を
打
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
他
人
の
い
わ
ゆ
る
「
誤
訳
」
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で

は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
他
者
の
こ
と
ば
や
文
化
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
そ
の
歴
史
的
文
脈
に
対
す
る

敬
意
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
他
者
を
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
営
為
を
粘
り
強
く
続
け
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　
本
学
の
研
究
者
の
研
究
領
域
こ
そ
ま
さ
に
、「
翻
訳
可
能
な
も
の
は
な
に
も
な
い
」
と
い
う
翻
訳
不
可
能
性
の
絶
望
的

な
達
観
と
、「
す
べ
て
は
翻
訳
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
楽
観
的
な
希
望
と
の
間
に
横
た
わ
る
広
大
な
「
翻
訳
ゾ
ー
ン
」
な

の
だ
か
ら
。
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

　
「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」。
そ
う
、「
白
線
の
内

側
に
下
が
っ
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
が
、

そ
し
て
私
が
い
つ
も
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
武
線
多
磨
駅
の
ホ
ー
ム
で
、

京
王
線
飛
田
給
駅
の
ホ
ー
ム
で
、
Ｊ
Ｒ
線
武
蔵
境
駅
の
ホ
ー
ム
で
白
線
の

内
側
に
下
が
っ
て
電
車
を
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。「
白
線
の

内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」。
そ
ん
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
る
日

突
然
聞
こ
え
て
来
た
ら
、
我
々
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
怪
し
げ
な
教
祖
が
現
れ
て
、
咄
嗟
に
祈
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
あ
な

た
に
対
し
て
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
と
告
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

町
田
康
と
い
う
小
説
家
が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
言
わ
ず
と
知
れ
た
あ
の
町

田
康
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
彼
が
町
田
町
蔵
と
い
う
名
前
で
「
Ｉ
Ｎ

Ｕ
」
と
い
う
バ
ン
ド
を
組
み
、
一
九
八
一
年
に
わ
ず
か
十
九
歳
で
衝
撃
的

な
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
こ
と
も
、
パ
ン
ク
や
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
が
好
き

な
人
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
町
田
康
が
今
も
変

わ
ら
ず
バ
ン
ド
を
組
ん
で
、
歌
詞
を
書
き
、
歌
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ

だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
九
年
も
暮
れ
て
二
〇
二
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
る

現
在
、
彼
の
音
楽
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
汝
、
我
が
民
に
非

ズ
」
と
い
う
バ
ン
ド
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
に
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ

ム
『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』、
二
〇
一
九
年
に
は
セ
カ
ン
ド
・
ア

ル
バ
ム
『
も
は
や
慈
悲
な
し
』
を
リ
リ
ー
ス
し
、
精
力
的
に
ラ
イ
ヴ
活
動

白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
と
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
に
お
け
る
町
田
康
の
「（
リ
）
タ
ー
ン
」
―

                                                                                                                    　
　
荒
原
邦
博

を
展
開
し
て
い
る
。
本
稿
の
筆
者
は
二
〇
一
九
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
、
渋
谷
や
恵
比
寿
で
行
わ
れ
た
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
の
公
演
を
二

度
、
ま
た
東
武
動
物
公
園
で
開
催
さ
れ
た
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
「
夏
の
魔
物
」

（
も
ち
ろ
ん
ス
ピ
ッ
ツ
の
楽
曲
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
）
に
「
Ｉ
Ｎ

Ｕ
」
の
セ
ッ
ト
リ
ス
ト
で
臨
ん
だ
町
田
康
の
公
演
を
聴
い
た
。
こ
れ
ほ
ど

短
期
間
に
同
じ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
公
演
に
繰
り
返
し
足
を
運
ぶ
の
も
ほ

と
ん
ど
な
い
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
か
町
田
康
の
歌
声
は
人
を
惹
き
つ
け
る
の

だ
。
作
家
の
余
技
で
は
ま
っ
た
く
な
い
上
、
五
十
代
後
半
で
あ
る
は
ず
な

の
に
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
時
代
の
楽
曲
で
さ
え
、
そ
の
身
体
は
と
て
つ
も
な
い
強

度
で
さ
ら
り
と
歌
い
こ
な
し
て
い
る
。
一
九
八
一
年
当
時
小
学
五
年
生
だ

っ
た
私
が
ア
ル
バ
ム
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
聴
く
こ
と

は
残
念
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
芥
川
賞
を
受
賞

し
た
『
き
れ
ぎ
れ
』
を
パ
リ
で
読
ん
だ
と
き
の
衝
撃
は
今
も
は
っ
き
り
と

覚
え
て
い
る
。
そ
こ
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
漱
石
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
へ

の
参
照
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
小
説
の
主
人
公
「
俺
」
が
ラ
ン
パ
ブ

で
カ
ラ
オ
ケ
に
興
じ
る
様
子
と
炸
裂
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
数
々
が
頭
の

中
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
町
田
康
の
歌
を
聴

き
、
小
説
の
場
面
が
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
甦
る
と
、
何
か
二
〇
二
〇
年
か
ら

二
〇
〇
〇
年
へ
、
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
一
九
八
一
年
へ
と
不
思
議
な

時
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
開
け
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
こ
で
本
稿

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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で
は
、
町
田
康
の
音
楽
（
と
小
説
）
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
察
を
加
え
て

み
た
い
と
思
う
。

一
　
食
べ
る
こ
と
か
ら
ず
れ
て
い
く

《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
と
は
「
汝
、
我
が
民
に

非
ズ
」
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
の
十
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
楽
曲
の

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の
印
象
的
な
リ
フ
レ
イ
ン
の
最
後
で
は
「
前
に
は

出
る
な
」
と
い
う
命
令
が
繰
り
返
さ
れ
る
。「
下
が
っ
て
。
下
が
っ
て
、
こ

の
白
線
か
ら
」「
前
に
は
出
る
な
」
と
い
う
歌
詞
は
、
否
応
な
く
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」

の
ア
ル
バ
ム
タ
イ
ト
ル
を
思
い
出
さ
せ
る
。
ア
ル
バ
ム
『
メ
シ
喰
う
な
！
』

の
タ
イ
ト
ル
チ
ュ
ー
ン
で
は
、「
お
ま
え
ら
は
」「
メ
シ
ば
か
り
喰
い
や
が
っ

て
」「
メ
シ
喰
う
な
」
と
い
う
否
定
命
令
が
破
壊
的
な
シ
ャ
ウ
ト
と
し
て
繰

り
返
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
「
メ
シ
」
を
「
喰
」
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い

え
ば
、《
ラ
イ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
Ｂ
（
ス
カ
ッ
と
地
獄
）》
で
明
ら
か
に
さ
れ
る

よ
う
に
、「
お
ま
え
」
は
「
ラ
イ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
り
、「
一
口
飲
め
ば

ス
カ
ッ
と
」
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
の
は
「
す
べ
て
を
忘
れ
て

し
ま
う
」「
地
獄
」
だ
か
ら
な
の
だ
。

《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
で
は
、「
疲
れ
て
き
た

ら
シ
ャ
ブ
シ
ャ
ブ
パ
ー
テ
ィ
ー
」
で
「
素
敵
な
肉
を
味
わ
」
う
こ
と
も
許

容
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、「
宴
会
た
け
な
わ
」
に
「
泣
き
の
涙
で
」「
届
い
た
」

「
手
紙
」
に
「
ま
っ
す
ぐ
に
」「
祈
」
る
こ
と
を
語
り
手
は
余
儀
な
く
さ
れ

る
わ
け
だ
か
ら
、食
事
は
や
は
り
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
る
い
は『
も

は
や
慈
悲
な
し
』
の
九
曲
目
《
牛
飼
童
》
で
は
、「
町
」
で
「
牛
」
に
「
餌

を
や
る
」「
君
」
に
対
し
て
、
語
り
手
は
ふ
い
に
「
牛
」
が
「
暴
れ
て
」
い

て
「
こ
わ
い
」
と
言
い
、「
死
ぬ
か
な
」「
死
ぬ
で
し
ょ
」
と
無
責
任
に
言
い

放
ち
、
食
べ
る
こ
と
の
充
実
感
な
ど
微
塵
も
な
い
描
き
方
を
選
ん
で
い
る
。

小
説
『
き
れ
ぎ
れ
』
で
は
、
新
田
富
子
と
の
見
合
い
の
席
で
主
人
公
の

「
俺
」
は
鰻
重
の
鰻
の
蒲
焼
き
を
「
ち
ゅ
る
ち
ゅ
る
吸
う
」（
三
七
頁
）
と
い

う
曲
芸
を
披
露
し
破
談
に
な
っ
た
り
、
見
合
い
の
席
で
は
ま
っ
た
く
の
不

細
工
で
あ
っ
た
は
ず
の
富
子
を
知
ら
ぬ
間
に
美
人
の
細
君
と
し
て
い
た
流

行
画
家
吉
原
か
ら
、
屈
辱
的
に
恵
ま
れ
た
ハ
ム
に
絵
の
具
を
練
習
と
し
て

塗
り
つ
け
、
そ
こ
に
吉
原
の
「
栄
養
の
目
」
を
出
現
さ
せ
た
り
（
一
〇
五
―
一
〇
六

頁
）
し
て
い
る
。
食
べ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
食
品
は
そ
の

用
途
を
は
ぐ
ら
か
さ
れ
、
食
べ
る
こ
と
と
は
別
の
遊
戯
的
な
領
域
へ
と
参

入
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
が
、「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」

の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
の
八
曲
目
《
い
ろ
ち
が
い
》
だ
。「
ア
ー
ル
グ

レ
イ
な
ん
て
孤
独
の
は
ら
か
ら
」
と
い
う
一
節
か
ら
始
ま
る
こ
の
楽
曲
は
、

「
子
供
の
頃
は
舞
台
の
袖
で
握
り
を
盗
ん
で
心
が
躍
」
っ
た
も
の
だ
が
、「
大

人
に
な
れ
ば
舞
台
の
上
で
フ
レ
ン
チ
と
か
食
べ
て
も
心
は
暗
い
」
と
い
う

過
去
と
現
在
の
間
に
広
が
る
差
異
に
対
す
る
認
識
を
示
す
。
そ
し
て
歌
詞

の
最
後
で
「
ス
タ
バ
で
ひ
と
り
で
巻
き
鮨
食
べ
る
」
と
い
う
な
ん
と
も
奇

妙
な
取
り
合
わ
せ
を
提
示
す
る
の
だ
。「
メ
シ
」
を
「
喰
う
」
こ
と
は
も
は

や
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、「
メ
シ
」
は
つ
ね
に
気
持
ち

よ
く
食
べ
る
こ
と
の
目
的
語
と
し
て
は
成
立
し
え
な
い
状
況
へ
と
ず
ら
さ

れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

二
　
空
間
を
開
く

　
「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
丁
寧
な
呼
び
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感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

か
け
は
、「
内
側
に
下
が
」
る
と
い
う
空
間
的
な
規
定
と
関
係
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
「
こ
の
白
線
か
ら
前
に
は
出
る
な
」
と
い
う
否
定
命
令
は
前
後

の
方
向
の
う
ち
で
前
方
へ
の
進
行
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
空
間
に
線

を
引
い
て
そ
れ
を
分
割
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

エ
ッ
セ
イ
集
『
つ
る
つ
る
の
壺
』
に
は
、
一
九
九
八
年
の
ド
ゥ
マ
ゴ

通
信
第
四
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
地
獄
の
鉄
板
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る

（
一
一
〇
―
一
一
四
頁
）。『
く
っ
す
ん
大
黒
』
で
ド
ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
を
受
賞

し
た
町
田
が
パ
リ
で
の
授
賞
式
に
出
席
し
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
テ
ィ
ー
に
招
か
れ
た
小
説
家
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
文

学
の
お
歴
々
に
「
通
常
の
日
本
人
の
」「
五
倍
ほ
ど
の
音
量
」
の
声
で
、「
と

に
か
く
喋
り
づ
め
に
喋
り
ま
く
」
ら
れ
、
仮
死
状
態
に
陥
っ
た
と
い
う
。

そ
う
し
た
毎
日
が
続
い
て
、「
三
日
目
あ
た
り
か
ら
」「
食
事
が
だ
ん
だ
ん

苦
痛
に
な
っ
た
」。
日
本
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
者
な
ら
ば
誰
で
も
フ
ラ

ン
ス
人
の
お
喋
り
に
一
度
は
閉
口
し
た
経
験
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
だ
け

な
ら
ば
ご
く
普
通
の
異
文
化
体
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
味
深
い
の
は
そ

の
先
で
あ
る
。
日
本
料
理
店
な
ら
ば
静
か
に
食
事
が
で
き
る
と
思
っ
た
町

田
先
生
は
鉄
板
焼
の
店
に
入
っ
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
人
向
け
に
シ
ョ
ー

化
さ
れ
て
火
炎
を
噴
き
上
げ
る
鉄
板
の
前
で
、や
は
り
「
地
元
民
」
が
「
論

壇
爆
発
の
騒
動
を
展
開
し
て
い
」
た
。
た
ま
ら
ず
逃
げ
出
し
た
彼
は
「
そ

こ
だ
け
嘘
の
よ
う
に
静
か
な
空
間
」、「
サ
ン
・
シ
ュ
ル
ピ
ス
教
会
に
ひ
と

り
行
っ
て
神
に
祈
っ
た
」
そ
う
で
あ
る
。

　

パ
リ
に
は
喧
噪
に
満
ち
た
空
間
と
、
静
寂
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
空
間

が
あ
る
。
社
会
的
な
用
途
に
よ
っ
て
確
実
に
線
引
き
さ
れ
た
こ
う
し
た
空

間
に
対
応
し
て
、
話
す
こ
と
と
祈
る
こ
と
も
ま
た
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
こ
の
上
な
く
自
明
な
こ
と
だ
。
だ
が
、「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て

お
祈
り
く
だ
さ
い
」
に
お
け
る
「
内
側
」
と
は
、
空
間
と
し
て
存
在
し
て

い
る
教
会
、
あ
る
い
は
個
人
の
内
面
に
出
現
す
る
宗
教
的
空
間
の
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
し
か
し
、
ホ
ー
ム
に
電
車
が
入
っ
て
来
そ
う
な

状
況
で
突
然
祈
る
と
い
う
こ
と
の
条
理
を
超
え
た
な
に
か
を
掬
い
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、《
メ
シ
喰
う
な
》
で
「
メ
シ
ば
か
り
喰
い
や
が
」
る
「
あ

の
ふ
ざ
け
た
中
産
階
級
の
ガ
キ
共
」（
つ
ま
り
当
時
小
学
校
高
学
年
だ
っ
た

本
稿
の
筆
者
）
や
「
貧
乏
そ
う
な
顔
つ
き
の
国
鉄
の
客
」（
今
は
民
営
化
し

た
の
で
「
Ｊ
Ｒ
の
客
」）
に
対
し
て
、
歌
い
手
が
「
メ
シ
喰
う
な
」
と
い
う

否
定
命
令
を
発
し
て
い
た
の
は
、
彼
ら
が
「
全
く
自
分
と
い
う
名
の
空
間

に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
と
い
っ
て
」
食
べ
物
を
詰
め
込
ん
で
い
る
か

ら
な
の
だ
。《
ラ
イ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
Ｂ
》
で
は
「
お
ま
え
は
ラ
イ
ト
・
サ

イ
ダ
ー　

び
ん
づ
め
の
解
決
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
、「
メ
シ
」
の
代
わ
り

に
今
度
は
炭
酸
に
よ
っ
て「
自
分
」を「
忘
れ
」る
こ
と
が「
無
力
な
市
民
」

に
許
さ
れ
た
「
ス
カ
ッ
と
地
獄
」
に
至
る
た
め
の
安
易
な
方
法
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
対
極
に
あ
る
の
が
「
映
画
の
中
の
愛
し
の
大
君
」
で
、
彼
ま

た
は
彼
女
な
ら
ば
迷
わ
ず
「
コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
叩
き
割
」
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。

　
「
自
分
と
い
う
名
の
空
間
」
と
形
容
さ
れ
る
閉
域
に
「
耐
え
ら
れ
」
な

い
か
ら
食
べ
る
こ
と
に
逃
げ
る
の
で
も
な
く
、「
愛
し
の
大
君
」
の
よ
う

な
ス
タ
ー
に
倣
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
容
器
を
「
叩
き
割
」
ろ
う
と
す
る
の
で

も
な
く
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
生
き
延
び
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ

る
空
間
と
は
、
そ
れ
で
は
ど
ん
な
空
間
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
バ
ム
『
メ

シ
喰
う
な
！
』
の
二
曲
目
《
つ
る
つ
る
の
壺
》
で
は
、「
最
悪
な
気
分
の

人
間
が
沢
山
そ
れ
で
も
生
き
て
行
く
」
と
歌
わ
れ
る
が
、「
繋
が
れ
た
犬

の
鎖
は
お
ま
え
を
し
ば
く
も
の
」
と
ア
ル
バ
ム
中
で
唯
一
「
犬
」
が
登
場

し
、「
犬
の
鎖
」
に
叩
か
れ
た
「
お
ま
え
」
は
自
ら
の
閉
塞
的
な
状
況
に
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対
し
て
ど
う
振
舞
う
べ
き
か
、
語
り
手
か
ら
示
唆
を
受
け
る
。
軽
快
な
リ

フ
レ
イ
ン
が
「
お
ま
え
の
頭
を
開
い
て
ち
ょ
っ
と
気
軽
に
な
っ
て
楽
し

め
」
と
楽
観
的
に
呼
び
か
け
、
そ
し
て
「
つ
る
つ
る
つ
る
つ
る
つ
る
つ
る

の
壺
」と
呪
文
の
よ
う
な
謎
の
言
葉
で
楽
曲
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
う
、

も
う
お
分
か
り
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は「
つ
る
つ
る
の
壺
」な
の
だ
。「
頭
」

と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
「
ち
ょ
っ
と
」「
開
く
」
こ
と
に
核
心
的
な

な
に
か
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
《
メ
シ
喰
う
な
》
の
重
々
し
い
シ
ャ
ウ
ト

で
繰
り
返
さ
れ
る
「
俺
の
存
在
を
頭
か
ら
打
ち
消
し
て
く
れ　

俺
の
存
在

を
頭
か
ら
否
定
し
て
く
れ
」
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、《
つ

る
つ
る
の
壺
》
で
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
後
退
し
て
い
る
。
そ
れ
も

そ
の
は
ず
で
、「
つ
る
つ
る
の
壺
」
と
は
そ
の
歌
詞
の
中
で
言
及
さ
れ
て

い
る
「
イ
カ
れ
た
ヘ
ッ
ド
は
そ
れ
こ
そ
パ
ン
ク
」
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
か

ら
な
の
だ
。
こ
う
し
て
半
ば
開
か
れ
た
空
間
が
「
つ
る
つ
る
の
壺
」
な
の

だ
が
、
そ
れ
は
「
容
器
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
つ
る
つ
る
」
し
て
お
り
、

な
め
ら
か
に
滑
る
「
陽
気
」
さ
を
備
え
て
い
る
。

　
『
き
れ
ぎ
れ
』
の
「
充
填
豆
腐
」
を
め
ぐ
る
挿
話
も
、
同
種
の
空
間
を

め
ぐ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
白
い
四
角
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

の
容
れ
物
容
器
に
き
ゅ
ん
き
ゅ
ん
に
豆
腐
が
入
っ
て
い
る
」（
七
四
頁
）

の
が
「
充
填
豆
腐
」
で
あ
る
が
、
取
り
出
す
た
め
に
は
表
面
の
シ
ー
ル
を

剥
し
た
後
、「
包
丁
で
パ
ッ
ク
の
底
面
を
少
し
切
り
、
パ
ッ
ク
と
豆
腐
の

間
に
空
気
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
出
す
」（
七
五
頁
）
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
「
俺
」
の
家
に
は
「
妙
な
空
気
が
充
填
さ
れ
て
」
い
る

と
い
う
。
先
週
家
に
や
っ
て
き
た
「
栄
養
の
目
」
を
し
た
狂
女
が
「
弁
当

な
ど
に
用
い
る
鮒
の
形
を
し
た
醤
油
入
れ
」
を
落
と
し
て
ゆ
き
、
そ
の
中

に
入
っ
て
い
た
「
白
い
汁
」
が
漏
れ
出
し
て
か
ら
「
空
間
に
穴
が
空
い
た

り
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
（
七
七
―
七
八
頁
）。
そ
の
女
は
「
あ
な
た

は
病
み
犬
の
よ
う
な
目
を
し
て
歌
っ
て
い
た
」（
七
七
頁
）
と
訳
の
分
か

ら
な
い
こ
と
を
歌
手
で
は
な
く
画
家
で
あ
る
「
俺
」
に
言
う
の
だ
が
、
こ

こ
で
も
「
犬
」
と
「
容
器
」
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
こ

の
挿
話
で
は「
充
填
豆
腐
」の
パ
ッ
ク
は「
開
」か
れ
る
の
だ
が
、別
の「
開
」

か
れ
た
容
器
か
ら
は
家
全
体
を
充
填
す
る
お
か
し
な
臭
い
が
溢
れ
、
そ
の

せ
い
で
裂
け
目
を
生
じ
た
空
間
を
「
俺
」
は
ま
だ
上
手
く
扱
う
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
開
」
か
れ
た
パ
ッ
ク
が
豆
腐
と
い
う
「
メ

シ
」
の
パ
ッ
ク
だ
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
だ
そ
う
し
た
「
栄
養
の
目
」
に
絡

め
と
ら
れ
て
い
る
う
ち
は
、「
つ
る
つ
る
の
壺
」
に
は
至
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
な
の
だ
。

三
　
時
間
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
（
物
）
語
る
こ
と
を
宙
吊
り
に
す
る

　
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
で
は
「
下
が
っ
て
。

下
が
っ
て
、
後
ろ
へ
」
と
歌
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
空
間
的
な
意

味
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
過
去
へ
の
遡
行
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
み
る
と

『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』
の
四
曲
目
《
リ
タ
ー
ン
》
が
急
に
我
々

の
視
界
に
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

誰
と
は
特
定
で
き
な
い「
正
し
い
旅
人
」が
い
て「
突
然
目
の
前
に
」「
本

当
の
愛
」
が
「
現
れ
る
」
の
だ
が
、
そ
の
彼
と
関
係
が
あ
る
「
君
」
の
存

在
を
語
り
手
が
告
げ
る
と
き
、
語
り
手
こ
そ
が
そ
の
「
旅
人
」
な
の
だ
と

い
う
こ
と
が
聴
き
手
に
は
感
得
さ
れ
る
。「
君
の
愛
に
リ
タ
ー
ン　

苦
し

い
旅
路
の
そ
の
果
て
に
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
が
や
っ
て
来
て
、「
君
の

愛
を
リ
タ
ー
ン　

惨
め
な
未
来
を
携
え
て
再
臨
」
と
続
け
ら
れ
る
が
、
こ



10

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

の
「
君
」
と
は
誰
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
「
君
の
な

か
に
リ
タ
ー
ン
」
す
る
と
き
に
男
根
よ
ろ
し
く
「
砕
け
た
剣
を
振
り
か
ざ
」

す
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
か
つ
て
恋
人
で
あ
っ
た
女
性
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
当
に
「
君
」
が
含
意
し
て
い
る
対

象
は
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
「
再
臨
」
す
る
の
は
ま
た
「
鏡
に

照
ら
さ
れ
て
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、「
再
臨
」
す

る
の
は
間
違
い
な
く
か
つ
て
の
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、「
君
」
と
は
町
田
町
蔵
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
ま
ず
い
だ
ろ

う
が
、
少
な
く
と
も
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
の
楽
曲
の
数
々
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
か
ら
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」

へ
と
す
ん
な
り
と
「
リ
タ
ー
ン
」
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意

し
よ
う
。
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
し
出
す
「
鏡
」
は
あ
く
ま
で
も
「
曇
っ

た
鏡
」
で
あ
り
、
こ
の
鏡
像
が
結
ぶ
映
像
は
判
然
と
し
な
い
の
だ
。
そ
れ

は
ま
さ
に
「
鳥
を
逃
が
し
鶏
を
煮
込
む
」
と
い
う
矛
盾
し
た
行
為
に
触
れ

た
と
き
に
こ
そ
、「
本
当
の
愛
」
が
「
突
然
目
の
前
に
現
れ
る
」
と
さ
れ

て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
楽
曲
に
は
「
樽
を
叩
け

ダ
ー
ガ
リ
ン
ダ
ー
ガ
リ
ン
ダ
」
と
い
う
呪
文
が
挟
ま
れ
、
そ
れ
を
唱
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
し
か
「
リ
タ
ー
ン
」
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
で
は
、
タ
イ
ト

ル
チ
ュ
ー
ン
の
《
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
》
に
お
い
て
も
、「
時
の

流
れ
に
逆
ら
っ
て
」「
会
い
た
い
」
人
に
会
う
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て

い
る
が
、
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
様
々
な
す
れ
違
い
や
思
い
違
い
に
よ
っ

て
「
会
い
た
い
」
が
「
会
え
な
い
」
ま
ま
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ア
ル
バ
ム
を
締
め
く
く
る
町
田
自
身
の
愛
犬
へ
の
鎮
魂
歌
と
さ
れ
る
《
ス

ピ
ン
ク
》
に
も
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
や
は
り
「
ス
ピ

ン
ク
」
も
「
犬
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
の
、
あ
る
い

は
「
Ｉ
Ｎ
Ｕ
」
へ
の
「
リ
タ
ー
ン
」
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
と
い
う
観
点

を
聴
き
手
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
《
い
ろ
ち
が
い
》
の
名
曲
ぶ
り
が
さ
ら
に

際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
男
性
に
、
次
い
で
女
性
に
、
そ
れ
ぞ
れ

「
君
」
と
い
う
風
に
語
り
手
は
呼
び
か
け
、
男
は
「
上
野
」
で
「
女
が
逃

げ
て
心
が
暗
い
」、
女
は
「
世
田
谷
あ
た
り
」
で
「
男
が
萌
え
て
心
は
つ

ら
い
」
状
況
を
「
い
ろ
ち
が
い
」
と
歌
う
。
こ
う
し
て
男
女
と
い
う
性
別

と
地
理
的
な
差
異
に
よ
っ
て「
い
ろ
」の「
ち
が
い
」を
鮮
明
に
し
た
後
で
、

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
同
一
の
個
人
に
お
け
る
「
子
供
の
頃
」
と
「
大
人

に
な
れ
ば
」
と
い
う
時
間
の
差
に
語
り
手
は
言
及
す
る
。
か
つ
て
は
「
舞

台
の
袖
で
握
り
を
盗
ん
で
心
が
躍
」
っ
た
の
に
対
し
て
、
現
在
は
「
舞
台

の
上
で
フ
レ
ン
チ
食
べ
て
も
心
は
暗
い
」。
そ
し
て
、
男
女
の
「
ち
が
い
」

と
過
去
と
現
在
の
「
ち
が
い
」
を
一
気
に
ま
と
め
て
、こ
う
続
け
る
の
だ
。

「
相
手
を
探
し
自
分
を
探
す
。
見
つ
け
た
瞬
間
す
べ
て
は
消
え
る
」。
結
局

の
と
こ
ろ
男
女
は
お
互
い
に
相
手
に
期
待
す
る
も
の
を
得
ら
れ
ず
、
一
人

の
個
人
は
自
分
の
中
に
自
分
を
探
し
当
て
た
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
そ
の
自

分
は
消
え
去
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
涙
で
で
き
た
社
会
の
掟
」
で

あ
り
、
そ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
認
識
を
、「
ス
タ
バ
で
ひ
と
り
で
巻
き

鮨
」
を
「
食
べ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、す
な
わ
ち
「
ス
タ
バ
」
に
は
場
「
ち

が
い
」
な
「
巻
き
鮨
」
を
聖
体
拝
領
の
よ
う
に
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
君
」

は
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
の
だ
。　

　

時
間
を
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
に
到
達

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
の
理
由
は
す
で
に

『
メ
シ
喰
う
な
！
』
の
一
曲
目
《
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
》
で
示
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
お
ま
え
」
の
日
常
が
、「
曖
昧
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な
欲
望
し
か
持
て
ず
」「
い
つ
も
お
ま
え
は
テ
レ
ビ
に
釘
づ
け
」
で
「
疲

れ
果
て
て
も
止
め
ら
れ
な
い
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
す
ぐ
に
や
っ

て
来
る
リ
フ
レ
イ
ン
が
断
定
す
る
よ
う
に
「
お
ま
え
の
体
は
フ
ェ
イ
ド
・

ア
ウ
ト　

消
え
入
り
果
て
て
行
く
」
の
だ
か
ら
、《
リ
タ
ー
ン
》
の
「
曇

っ
た
鏡
」
と
は
テ
レ
ビ
の
モ
ニ
タ
ー
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
。

　

そ
し
て
『
き
れ
ぎ
れ
』
に
は
、「
俺
」
が
「
テ
レ
ビ
の
青
い
光
」
に
照

ら
さ
れ
て
「
深
夜
ま
で
動
け
な
」
く
な
り
（
七
四
頁
）、
画
面
の
内
側
と

外
側
の
世
界
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
う
い
様
子
が
書
か

れ
て
い
る
。「
俺
」
が
見
入
る
番
組
「
村
人
ナ
ウ
」
に
は
吉
原
が
出
演
し
、

「
古
代
文
様
壺
」
と
「
ポ
メ
ラ
ニ
ア
ン
」、
つ
ま
り
「
壺
」
と
「
犬
」
が
や

は
り
登
場
し
て
い
る
（
七
二
頁
）
こ
と
に
も
注
意
し
よ
う
。
こ
の
挿
話
か

ら
す
ぐ
に
前
節
で
触
れ
た
「
充
填
豆
腐
」
の
話
が
続
き
、「
空
間
の
破
れ
」

が
起
こ
り
始
め
る
。
そ
の
後
、
母
親
の
経
営
す
る
陶
器
店
が
倒
産
し
て
困

窮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
主
人
公
は
、
朱
色
一
色
で
は
絵
を
描
け
な
い
こ
と

に
（
八
二
頁
）
思
い
至
る
と
金
策
に
走
る
の
だ
が
、
そ
の
際
訪
れ
た
吉
原

邸
で
ハ
ム
を
恵
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
持
ち
帰
っ
た「
ハ
ム
」を「
厚

切
り
に
」
し
て
「
俺
」
は
「
吉
原
の
目
」
を
描
く
。「
こ
の
感
じ
」
を
「
画

布
に
再
現
」
し
た
い
と
思
っ
た
主
人
公
は
「
画
布
に
ハ
ム
貼
る
か
」
と
自

問
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
一
気
に
「
青
空
が
基
調
」
で
そ
こ
に
「
飛
行

機
が
」
行
き
「
空
を
切
り
裂
く
」
画
面
を
想
像
す
る
と
、「
俺
」
は
や
お

ら
上
半
身
裸
に
な
っ
て
「
空
に
君
臨
」（
一
〇
五
頁
）
す
る
の
だ
。

　

そ
う
、
こ
こ
で
は
単
に
絵
の
具
で
画
布
に
な
に
も
の
か
を
描
き
出
す
こ

と
が
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
な

り
、
さ
ら
に
は
描
く
主
体
で
あ
る
「
俺
」
が
絵
の
画
面
を
見
つ
め
る
間
に

テ
レ
ビ
受
像
機
を
前
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
主
体
性
を
流
動
化

さ
せ
、
画
面
の
向
こ
う
側
へ
と
参
入
し
て
し
ま
う
様
が
描
き
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
フ
ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
」
的
な
状
況
で
あ
る
が
、

「
俺
」
は
こ
の
画
面
の
中
で
（
し
か
し
そ
れ
は
正
確
に
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
）

「
一
人
で
は
な
」
く
な
り
、「
曼
荼
羅
」
の
よ
う
に
「
青
空
に
円
形
に
展
開
」

し
、「
金
剛
般
若
経
を
読
み
」
上
げ
な
が
ら
も
の
す
ご
い
速
さ
で
「
回
転
」

す
る
よ
う
に
な
る
（
一
〇
五
―
一
〇
七
頁
）。
ま
る
で
夥
し
い
数
の
テ
レ
ビ

モ
ニ
タ
ー
か
ら
成
る
ナ
ム
・
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク
の
《
ス
テ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ー
・

ノ
マ
ド
》
か
、
あ
る
い
は
も
は
や
テ
レ
ビ
で
す
ら
な
く
、
一
九
九
〇
年
代

後
半
か
ら
日
常
の
一
部
と
な
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
の
、
同
一
画
面

上
に
次
々
と
開
か
れ
る
複
数
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
「
俺
」
は
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
一
切
が
ど
う
や
ら
「
お
れ
」
の
妄
想
あ
る
い
は
白
昼
夢
で
あ
る
こ

と
は
、
ラ
ン
パ
ブ
の
元
店
員
で
妻
と
な
っ
た
サ
ト
エ
に
呼
び
か
け
ら
れ
て

意
識
を
取
り
戻
し
た
主
人
公
が
、「
郊
外
の
百
貨
店
の
屋
上
」
に
あ
る
「
遊

園
地
」
で
「
観
覧
車
」
を
見
て
い
る
こ
と
と
差
し
当
た
っ
て
は
関
係
づ
け

ら
れ
る
が
、
し
か
し
依
然
と
し
て
「
階
段
ホ
ー
ル
の
入
り
口
」
は
「
空
間

の
破
れ
の
よ
う
」
で
あ
り
、
小
説
の
最
後
で
「
再
度
、
飛
行
機
が
空
を
引

き
裂
」
く
と
、「
青
空
」
は
や
は
り
「
き
れ
ぎ
れ
に
な
っ
て
」
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
き
れ
ぎ
れ
」
と
は
な
に
か
と
言
え
ば
、「
お
れ
」
が
前
に
し

て
い
る
風
景
で
あ
り
、
画
家
の
描
き
出
す
画
面
の
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ

は
物
語
を
宙
吊
り
に
す
る
な
に
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
画
布
に
ハ

ム
貼
る
か
」
と
独
語
し
た
後
で
、「
俺
」
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
が
必
要
な
ん

だ
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
は
青
空
が
基
調
だ
」（
一
〇
五
頁
）
と
断
言
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。「
俺
」
の
物
語
は
展
開
す
る
か
と
見
え
て
、「
俺
」
は

複
数
化
し
、「
曼
荼
羅
」
に
な
る
。
過
去
に
遡
行
し
て
話
を
展
開
す
る
（「
リ

タ
ー
ン
」）
の
で
も
、
未
来
を
空
想
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

は
回
転（「
タ
ー
ン
」）だ
け
な
の
だ
。「
汝
、我
が
民
に
非
ズ
」の
セ
カ
ン
ド
・

ア
ル
バ
ム
の
六
曲
目
に
は
《
踊
り
狂
う
君
ダ
ウ
ン
花
を
抱
い
て
儲
け
な
し

で
タ
ー
ン
》
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
「
君
」
は
物
語

作
家
で
あ
り
、「
物
語
な
ら
十
日
あ
ま
り
で
容
易
に
創
り
出
す
」
こ
と
が

で
き
る
が
、
創
作
と
は
「
儲
け
な
し
で
タ
ー
ン
」
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
き
れ
ぎ
れ
」
と
は
ま
た
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
数
々
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
一
つ
な
の
だ
が
、「
ぬ
ら
ぬ
ら
」
や
「
き
ゅ
ん
き
ゅ
ん
」、「
き

れ
ぎ
れ
」
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
の
音
声
的
な
弾
み
に
よ
っ
て
物
語

を
展
開
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
繰
り
返
し
、
反
復
に
よ
っ
て
物
語
を
宙
吊

り
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
時
間
は
そ
こ
で
展
開
し

な
が
ら
中
断
さ
れ
る
の
だ
。
だ
が
、
さ
ら
に
小
説
の
最
後
の
一
文
に
置
か

れ
た
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
は
ま
た
別
の
効
果
も
あ
る
。
本
稿
で
は
さ
き
ほ
ど

か
ら
こ
の
小
説
の
語
り
手
で
も
あ
り
主
人
公
で
も
あ
る
一
人
称
の
人
物

を
「
俺
」
と
「
お
れ
」
と
い
う
呼
称
を
混
在
さ
せ
て
提
示
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
筆
者
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
『
き
れ
ぎ
れ
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
小
説
は

「
俺
」
と
言
う
人
物
の
語
り
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
る
が
、
途
中
一
人
称
は

「
俺
は
僕
は
」（
二
四
頁
）
と
い
う
奇
妙
な
ぶ
れ
を
見
せ
、
ま
た
「
俺
」
が

優
勢
に
な
る
が
、
サ
ト
エ
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
か
ら
の
最
後
の
二
頁
だ
け

「
お
れ
」
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
お
れ
」
は
「
俺
」
と
自
分
を
名
指

す
白
昼
夢
の
主
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
よ
う
な
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
「
お

れ
」
は
「
お
れ
」
自
身
が
（
あ
る
い
は
「
お
れ
」
と
「
俺
」
が
）「
き
れ
ぎ
れ
」

で
あ
る
こ
と
に
青
空
を
見
て
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
き
れ
ぎ

れ
」
の
「
お
れ
」
が
、「
れ
」
と
い
う
同
一
音
の
三
度
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
、「
つ
る
つ
る
の
壺
」
の
「
つ
」
の
反
復
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
き
れ
ぎ
れ
』と
は「
メ
シ
」を「
喰

う
」
こ
と
か
ら
ず
ら
さ
れ
た
、「
自
分
と
い
う
名
の
空
間
」
の
探
求
な
の

で
あ
り
、「
俺
」
は
「
充
填
豆
腐
」
と
「
鮒
の
形
を
し
た
醬
油
入
れ
」
と

の
間
で
「
空
間
の
破
れ
」
に
苦
し
ん
で
い
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、「
お
れ
」

は
「
つ
る
つ
る
の
壺
」
の
よ
う
に
「
頭
を
開
い
て
」「
き
れ
ぎ
れ
」
で
あ

る
こ
と
を
―
「
そ
れ
こ
そ
パ
ン
ク
」
な
ま
ま
に
―
肯
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ナ
ー
レ
あ
る
い
は
ア
ン
コ
ー
ル
：

白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い

　

こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
な
ぜ
「
汝
、
我
が
民
に
非
ズ
」
の
ア
ル
バ
ム

に
お
い
て
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
が
と
り
わ
け

印
象
的
な
作
品
な
の
か
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
楽
曲
は
最
初
の
う

ち
は
、「
世
界
の
平
和
」
と
「
僕
ら
の
自
由
」
の
た
め
に
「
お
祈
り
」
す

る
こ
と
が
テ
ー
マ
で
あ
る
よ
う
に
聴
き
手
に
は
思
わ
れ
る
は
ず
だ
。
と
い

う
の
も
、
冒
頭
か
ら
「
民
主
主
義
っ
て
な
ん
だ
よ
」「
君
に
囁
き
興
奮
し

て
た
ら
馬
鹿
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
て
困
っ
た
」
と
い
う
い
さ
さ
か
政
治
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
期
待
さ
せ
る
歌
詞
で
始
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ

し
て
最
初
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
最
後
で
は
「
下
が
っ
て
。
下
が
っ
て
、
世
界

の
平
和
の
た
め
に
」、
ま
た
次
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
は
「
祈
っ
て
。
祈
っ
て
、

僕
ら
の
自
由
の
た
め
に
」
と
歌
わ
れ
、
ま
さ
に
「
世
界
の
平
和
」
や
「
自

由
」
と
い
う
人
類
に
と
っ
て
至
上
の
価
値
が
希
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

　

確
か
に
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
の
四
曲
目
《
ダ
ム
ダ
ム
弾
》
で
は
、
す
で
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Fe
at

ur
ed

 E
ss

ay
s:

 Im
-p

er
ce

pt
ib

le
  —

—
—

に
同
じ
よ
う
な
政
治
的
な
認
識
が
四
十
年
前
に
示
さ
れ
て
い
た
。「
日
本

の
歴
史
は
犯
罪
」
で
あ
り
、「
血
ま
み
れ
の
豚
が
今
で
も
肥
り
く
さ
っ
て
」

「
腹
が
立
つ
」
の
だ
が
、「
血
ま
み
れ
の
豚
を
い
た
だ
く
の
は
し
か
し
」「
お

ま
え
」
で
あ
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
明
言
さ
れ
て
い
た
。
語
り
手
は

「
阿
呆
に
さ
れ
」
た
「
俺
等
」
は
「
Ｇ
N
Ｐ
の
先
兵
に
な
ら
さ
れ
る
」
と

も
述
べ
て
お
り
、
戦
争
が
経
済
競
争
に
す
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
も
し
っ
か

り
と
見
据
え
て
い
る
。
し
か
し
、
と
い
う
よ
り
も
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
イ
ロ

ニ
ー
に
満
ち
た
最
後
の
四
行
が
や
っ
て
来
る
の
だ
。「
そ
れ
と
も
お
ま
え

は
戦
争
を
な
く
し
」「
世
界
を
一
家
に
す
る
た
め
な
ら
」「
不
穏
分
子
と
し

て
効
率
よ
く
速
や
か
に
」「
殺
戮
さ
れ
尽
く
さ
れ
た
い
の
か
？
」

　
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
に
お
い
て
も
、
二
度

目
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
後
で
曲
調
が
変
化
し
、
至
上
の
価
値
を
希
求
す
る
方

向
性
か
ら
の
ず
れ
が
生
じ
る
。「
考
え
て
み
た
ん
だ
け
ど
や
っ
ぱ
り
立
ち

止
ま
っ
て
い
る
の
違
う
と
思
う
ん
だ
よ
ね
」、
そ
し
て
「
考
え
て
み
た
ん

だ
け
ど
や
っ
ぱ
り
先
に
進
ま
な
い
と
な
ん
に
も
始
ま
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
」

と
ゆ
っ
く
り
と
呼
び
か
け
る
声
は
、「
民
主
主
義
」
や
「
平
和
」、「
自
由
」

と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
肯
定
的
な
価
値
に
向
け
て
の
「
前
進
」
を
目
指
す
も

の
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
周
辺
に
広
が
る
言
論
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

に
停
滞
し
た
現
状
へ
の
違
和
感
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
期
待
は
「
だ
け
ど
、
今
日
は
、
い
ま
は
」
と
い

う
歯
切
れ
の
悪
い
留
保
を
も
た
ら
す
歌
詞
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
歯
切
れ
の
悪
さ
こ
そ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
（
物
）
語
り

を
は
ぐ
ら
か
す
た
め
の
戦
略
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
先
に

進
ま
な
い
」
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
。「
今
日
は
、
い
ま
は
」
こ
こ
で

「
タ
ー
ン
」
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、「
僕
ら
の
自
由
の
た
め
に
」
で
き

る
こ
と
は
「
下
が
っ
て
。
下
が
っ
て
、
後
ろ
へ
」「
下
が
っ
て
。
下
が
っ

て
、こ
の
白
線
か
ら
」だ
け
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
線
か
ら
前
に
は
出
る
な
」

と
い
う
否
定
命
令
は
、（
物
）
語
り
の
進
行
を
押
し
止
め
、
す
べ
て
を
反

復
の
た
め
の
遊
戯
と
化
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
も

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
町
田
康
の
楽
曲
と
小
説
は
す
べ
て

が
「
つ
る
つ
る
」
で
あ
り
、「
き
れ
ぎ
れ
」
で
あ
り
、そ
し
て
「
ダ
ム
ダ
ム
」

な
の
だ
。
あ
る
い
は
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
で

使
用
さ
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
「
ボ
ン
ボ
ラ
ボ
ラ
ボ
ラ
」
で
あ
る
。

　

ア
ル
バ
ム
『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』
の
一
曲
目
《
だ
か
ら
君
は

今
日
も
神
を
見
る
》
に
お
い
て
は
「
意
味
と
嘘
が
飯
の
種
に
な
る
」
と
歌

わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
歌
詞
の
レ
ベ
ル
で
『
メ
シ
喰
う
な
！
』
を
参
照
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
明
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
こ
の
楽
曲
を
開
始
す
る
下
降
音
階
が
、『
メ
シ
喰
う
な
！
』

の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
《
気
い
狂
て
》
を
締
め
く
く
る
下
降
音
階
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
聴
き
手
は
、
そ
の
自
己
参
照
に
―
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

「
き
れ
ぎ
れ
」
に
な
っ
た
自
己
参
照
な
の
で
あ
る
が
―
陶
然
と
す
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、《
気
い
狂
て
》
の
リ
フ
レ
イ
ン
、「
え
え
加
減
に
せ
ん
と

気
い
狂
て
死
ぬ
」
が
い
つ
ま
で
も
頭
の
中
に
鳴
り
響
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
《
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
》
は
、
本
稿
の
筆
者
が

聴
い
た
ラ
イ
ヴ
で
は
本
編
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
あ
る
い
は
ア
ン
コ
ー
ル
で
披

露
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
楽
曲
は
ど
の
ラ
イ
ン
よ
り
も

前
で
あ
り
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
も
含

め
て
、「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」
と
は
、
ふ
と
し

た
瞬
間
に
我
々
の
日
常
を
宙
吊
り
に
し
、主
体
性
を
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
し
、

「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
」
と
い
う
社
会
的
メ
ッ
セ
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感
じ

ら
れ

る
も

の
　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

ー
ジ
の
裏
を
か
く
圏
域
へ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
国
家
で
は
な
い
ど
こ
か
へ

と
逸
れ
て
い
く
た
め
の
、
一
つ
の
呪
文
な
の
で
あ
る
。「
白
線
の
内
側
に

下
が
る
」
と
は
「
待
つ
」
こ
と
な
の
で
は
な
い
し
、そ
れ
は
「
前
に
出
る
」

こ
と
や
「
進
む
」
こ
と
と
意
味
の
上
で
対
立
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ

の
「
白
線
」
と
は
空
間
を
区
分
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
た

領
域
を
閉
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
な
に
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
か
も
定

か
で
は
な
い
神
に
「
祈
る
」
こ
と
で
「
自
由
」
に
な
る
た
め
の
「
白
線
」、

横
断
線
と
し
て
の「
白
線
」な
の
で
あ
る
。
そ
う
、だ
か
ら
あ
な
た
も
私
も
、

西
武
線
多
磨
駅
の
、
京
王
線
飛
田
給
駅
の
、
Ｊ
Ｒ
線
武
蔵
境
駅
の
ホ
ー
ム

で
、「
白
線
の
内
側
に
下
が
っ
て
お
祈
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
「
汝
、
我

が
民
に
非
ズ
」
の
町
田
康
の
歌
声
が
響
く
の
を
耳
に
す
る
の
で
あ
り
、「
前

に
は
出
」
ず
に
そ
の
場
で
気
が
狂
っ
た
よ
う
に
足
踏
み
し
な
が
ら
、「
き

れ
ぎ
れ
」
の
「
お
れ
」
と
い
う
文
字
と
音
声
の
反
復
を
身
体
で
な
ぞ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
時
、「
頭
」
は
「
開
」
か
れ
て
「
ち
ょ
っ
と
気
軽
に
」
な
り
、

あ
な
た
も
私
も
「
つ
る
つ
る
の
壺
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ

う
。

参
考
音
源

Ｉ
Ｎ
Ｕ
『
メ
シ
喰
う
な
！
』、Tokum

a Japan C
om

m
unications, 1998.

汝
、
我
が
民
に
非
ズ
『
つ
ら
い
思
い
を
抱
き
し
め
て
』、R

en’dez.vous, 2018.

汝
、
我
が
民
に
非
ズ
『
も
は
や
慈
悲
な
し
』、R

en’dez.vous, 2019. 
参
考
文
献

町
田
康
『
き
れ
ぎ
れ
』、
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
四
。

町
田
康
『
つ
る
つ
る
の
壺
』、
講
談
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
。

高
橋
源
一
郎
「
日
本
文
学
に
お
け
る
パ
ン
ク
侍
と
し
て
の
町
田
康
の
役
割
」、
町
田
康

『
パ
ン
ク
侍
、
斬
ら
れ
て
候
』
へ
の
「
解
説
」、
角
川
文
庫
、
二
〇
〇
六
、三
五
四
―

三
六
〇
頁
。

拙
論
「
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ

―
あ
る
い
は
ス
ピ
ッ
ツ
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が

一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ
ク
の
「
波
打
ち
際
」
に
も
た
ら
し
た
も

の
と
は
何
か
」、『
総
合
文
化
研
究
』、
第
二
二
号
、
特
集
「
響
き
」、
東
京
外
国

語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
九
年
二
月
一
五
日
、
二
十
八
―
四
十
三
頁
。 

(w
w

w.tufs.ac.jp/com
m

on/fs/ics/journals/index.htm
l)
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１
．
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
ジ
ャ
ズ
奏
者

　
昨
年
の
春
、
な
ぜ
か
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
の
チ

ェ
ロ
奏
者
の
方
々
と
歓
談
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
し
て

来
日
し
た
チ
ェ
ロ
・
セ
ク
シ
ョ
ン
の
奏
者
た
ち
が
、
筆
者
が
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
奏
者
と
し
て
在
籍
す
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
訪
問
し
て
く
れ
た
の
だ
っ

た
。
合
奏
を
含
め
た
一
般
的
な
歓
談
の
後
の
食
事
の
場
で
、
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
唯
一
の
女
性
チ
ェ
リ
ス
ト
の
方
が
、
現
在
の
音
楽
的
興
味
と
し
て
ジ
ャ

ズ
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
印
象
深
か
っ
た
。「
チ
ェ
ロ
で
で
す
か
？
　（W

ith 
your cello?

）」
と
訊
ね
る
と
、
そ
の
通
り
と
い
う
答
え
が
帰
っ
て
く
る
。

い
か
に
も
と
思
い
な
が
ら
筆
者
は
歓
談
を
続
け
た
。
彼
女
は
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
世
界
最
高
峰
で
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
奏
者
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
演
奏
し
な
が
ら
、
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
歓
談
で
は
嬉
々
と
し
て

ジ
ャ
ズ
演
奏
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
の
だ
が
、
現
在
の
世
界
に

お
け
る
音
楽
の
状
況
に
お
い
て
そ
れ
が
特
に
珍
し
い
こ
と
で
な
い
こ
と

は
筆
者
も
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。

　
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
古
く
か
ら
ジ

ャ
ズ
が
好
ま
れ
、
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
ジ
ャ
ズ
は
は
る
か
昔
二
十
世
紀
前

半
以
来
、
発
祥
地
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
限
定
さ
れ
な
い
世
界
的
な
音
楽

と
し
て
聴
か
れ
、
演
奏
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
含

感
じ
ら
れ
る
も
の
　
感
じ
ら
れ
な
い
も
の—

モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に
お
け
る
感
性
と
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
雄
二

め
、
特
に
管
楽
器
奏
者
た
ち
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
、
あ
る
い
は
そ
の

他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
に
つ
い
て
境
界
を
超
え
た
訓
練
を
受
け
て
育
つ
。

や
は
り
ド
イ
ツ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
で
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
首
席
奏
者
か

ら
ジ
ャ
ズ
に
転
身
し
た
テ
ィ
ル
・
ブ
レ
ナ
ー
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
卓
越
し
た

ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
、
ア
リ
ソ
ン
・
ボ
ー
ル
サ
ム
な
ど
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と

ジ
ャ
ズ
の
両
方
を
演
奏
し
、
そ
の
境
界
を
特
に
強
く
意
識
す
る
こ
と
も
な

い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
、
従
来
相
当
数
の
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
た
ち
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
訓
練
を
受
け
た
後
に
ジ
ャ
ズ
に
向
か
っ
て
い

る
。
古
く
は
名
門
イ
ー
ス
ト
マ
ン
音
楽
院
を
卒
業
し
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ベ

ー
シ
ス
ト
を
目
指
し
た
名
手
ロ
ン
・
カ
ー
タ
ー
や
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽

院
を
中
退
し
て
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ジ
ー
・
ガ
レ
ス
ピ
ー
の

弟
子
に
な
っ
た
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
の
マ

エ
ス
ト
ロ
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ロ
・
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
＝
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
リ
の
弟

子
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ビ
ル
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
。
近

年
で
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ド
音
楽
院
で
学
び
、
ハ
イ
ド
ン
の
協
奏
曲
と
ジ
ャ

ズ
両
方
の
録
音
で
八
〇
年
代
に
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
ウ
ィ
ン

ト
ン
・
マ
ー
サ
リ
ス
が
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
だ
ろ
う
。

　
ド
イ
ツ
は
ジ
ャ
ズ
研
究
も
盛
ん
で
、
特
に
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
・
ジ

ャ
ズ
へ
の
関
心
が
深
い
。
一
九
七
〇
年
代
、
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
が
エ

レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
を
離
れ
、
ア
ク
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ア
ノ
に
よ

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

る
実
験
的
と
も
古
典
的
と
も
言
え
な
い
も
っ
と
も
代
表
的
な
ソ
ロ
演
奏

を
行
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
ケ
ル
ン
に
お
い
て
だ
っ
た
。
そ
の

伝
統
の
一
部
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
教
鞭
を
執
る
ピ
ー
タ
ー
・
ア
イ
ス

ド
ン
に
よ
っ
て
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
か
ら
出
版
さ
れ
た
研
究

書K
eith Jarrett’s K

ölm
 C

oncert （O
xford U

P, 2013

）
な
ど
に
引
き
継
が

れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
研
究
も
ド
イ
ツ
の
お
家
芸
だ
。

本
格
的
な
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
研
究
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
、

ギ
ー
セ
ン
大
学
の
音
楽
学
教
授
エ
ケ
ハ
ル
ト
・
ヨ
ス
ト
（Ekkehard Jost

）

に
よ
るFree Jazz （D

a C
apo Press, 1994

）
で
あ
る
。

　
歓
談
の
な
か
で
も
う
一
つ
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に

お
け
る
「
感
情
移
入
」
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
だ
っ
た
。
そ
の
日
の
練
習

題
目
の
一
つ
は
、
後
の
演
奏
会
の
曲
目
だ
っ
た
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
交
響

曲
第
三
番
、
通
常
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
る
交
響
曲
だ
っ
た
。『
白
鳥

の
湖
』
や
『
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
』
に
先
立
っ
て
作
曲
さ
れ
、
一
八
七
五

年
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
五
楽
章
構
成
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
極

め
て
伝
統
的
な
楽
曲
と
な
っ
て
い
る
。
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
チ
ェ
ロ
・

パ
ー
ト
を
演
奏
す
る
方
法
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
女
性
チ
ェ
リ
ス
ト
は

同
じ
ロ
シ
ア
の
後
世
の
作
曲
家
で
あ
る
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
・
シ
ョ
ス
タ
コ
ー

ヴ
ィ
ッ
チ
に
触
れ
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
演
奏
は
、
た
と
え
ば
シ
ョ
ス

タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
を
演
奏
す
る
際
と
は
異
っ
て
い
る
と
語
り
始
め
た
。
彼

女
は
大
学
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
も
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
学
生
に
教
え
る

よ
う
に
し
て
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
チ
ャ
イ
コ

フ
ス
キ
ー
の
演
奏
で
は
感
情
移
入
が
必
要
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
シ
ョ
ス

タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
演
奏
で
は
そ
れ
が
求
め
ら
れ
な
い
。
よ
り
機
械
的
な

演
奏
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
と
、
彼
女
は
簡
潔
に
説
明
し
て
く
れ
た
。
だ
か

ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
演
奏
方
法
を
一
般
化
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
の
が
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
の
主
旨
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
ク
ラ
シ
ッ
ク
奏
者
と
し
て
ジ
ャ
ズ
を
演
奏
す
る
経
験
が
語
ら
れ
た
の

ち
に
こ
の
発
言
が
続
い
た
こ
と
に
、
特
に
必
然
的
な
理
由
は
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ジ
ャ
ズ

を
多
く
取
り
入
れ
ま
し
た
よ
ね
（Shostakovich incorporated a lot of jazz 

m
aterials in his com

positions.

）」
と
の
コ
メ
ン
ト
に
彼
女
が
深
く
頷
い
た

背
景
に
は
、
一
八
四
〇
年
に
生
ま
れ
一
八
九
三
年
に
没
し
た
チ
ャ
イ
コ
フ

ス
キ
ー
と
、
一
九
〇
三
年
に
生
ま
れ
一
九
七
五
年
に
没
し
た
シ
ョ
ス
タ
コ

ー
ヴ
ィ
ッ
チ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
十
九
世
紀
と
モ
ダ
ン
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

特
質
だ
け
で
は
な
く
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル

そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
シ
ョ
ス

タ
コ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
一
九
三
三
年
に
作
曲
さ
れ
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
独
奏

を
取
り
入
れ
た
『
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
』
を
始
め
と
す
る
一
連
の
作
品

で
、
引
用
や
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
と
並
ん
で
ジ
ャ
ズ
の
要
素
を
取
り
入
れ
て

い
る
。
後
に
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
ジ
ャ
ズ
普
及
の
た
め
に
、
通

常
『
ジ
ャ
ズ
組
曲
』
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
曲
を
作
曲
し
て
も
い
る
。
た
だ

し
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
で
の
前
衛
音
楽
へ
の
抑
圧
に
配
慮
し
た
た
め
か
、

通
常
の
意
味
で
の
前
衛
色
は
初
期
の
作
曲
以
降
影
を
潜
め
て
お
り
、
前
者

が
極
め
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
前
衛
性
を
持
つ
曲
と
な
っ
て
い
る
の
に
た

い
し
、
現
在
で
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
後
者
は
、
ワ
ル
ツ
の
リ
ズ
ム
に
一
般
に

も
理
解
さ
れ
や
す
い
緩
や
か
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
乗
せ
た
曲
と
な
っ
て
い

る
。
後
者
の
よ
う
な
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ズ
＝
前
衛
と
い
う
構
図
が

絶
対
的
で
な
い
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
が
、
前
者
が
示
す
よ
う
に
、
ジ
ャ
ズ

を
音
楽
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
前
衛
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
音
楽
の
一
側
面

を
代
表
す
る
方
法
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
感
情
移
入
の
有

無
に
即
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
に
筆
者
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
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ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
の
チ
ェ
ロ
奏
者
と
の
出
会
い
は
、
一
介
の
ア
マ
チ

ュ
ア
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
に
す
ぎ
な
い
筆
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
贅
沢

す
ぎ
る
経
験
だ
っ
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
と
、
本
当
の
一
流
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
と
の
差
は
絶
対
的
で
あ
る
。
一
流
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
た
ち

が
こ
ち
ら
の
理
解
力
に
譲
歩
し
な
が
ら
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
十
分
に

了
解
し
た
上
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
歓
談
の
経
緯
は
あ
る
問
題
意
識
に
光
を

あ
て
て
く
れ
る
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。
そ
の
問
題
意
識
と
は
、
芸
術
に

お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の
と
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

も
の
、
非
感
覚
的
な
要
素
と
の
対
比
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
感
じ
ら
れ
る
も

の
」
と
「
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
」
の
対
比
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。

２
．
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

　
個
人
と
自
然
と
の
関
係
を
芸
術
の
中
心
に
据
え
る
ロ
マ
ン
主
義
の
芸

術
と
美
学
に
お
い
て
、
作
曲
家
や
演
奏
家
、
聴
衆
の
関
係
は
、
感
情
移
入

や
共
感
と
い
っ
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
言
葉
で
語
ら
れ
う
る
。
文
学
や
絵
画
な

ど
音
楽
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、
十
八
、十
九
世
紀
に
お
け
る
ロ

マ
ン
主
義
的
な
「
感
性
」
の
神
話
は
、
作
者
、
創
作
者
と
読
者
、
鑑
賞
者

の
間
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
前
提
す
る
、「
作
者
の
死
」
以
前
の
主
体

中
心
の
芸
術
観
を
前
提
と
し
て
理
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
芸
術
の
創
作
者
を
内
在
的
な
能
力
を
一
貫
し
て
保
持
し
た
主
体

と
考
え
る
こ
と
に
は
様
々
な
問
題
点
が
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ばK

azuo 
Ishiguro

は
、
や
は
り
チ
ェ
ロ
奏
者
に
即
し
て
、
優
れ
た
才
能
を
守
る
た

め
に
幼
少
時
に
チ
ェ
ロ
の
演
奏
を
や
め
た
女
性
が
若
者
に
レ
ッ
ス
ン
を

す
る
と
い
う
設
定
の
短
編
作
品 “C

ellists”

で
、
主
体
中
心
の
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
芸
術
感
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
点
が
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
最
も
優
勢
な
芸
術

観
は
基
本
的
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
だ
。
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン 

そ
の
他
の
現
代
の
文
化
研
究
者
た
ち
は
、
現
在
の
文
化
的
状
況
を
し
ば
し

ば
「
ポ
ス
ト
ロ
マ
ン
派
」（post-R

om
antic

）
と
呼
ぶ

１
。
そ
の
言
葉
は
、

「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」（postm

odern

）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
先

立
つ
思
潮
に
た
い
す
る“post”

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
基
と
な

っ
た
思
潮
の
広
範
な
影
響
力
を
肯
定
し
も
す
る
。
伝
統
的
な
価
値
観
が
高

く
評
価
さ
れ
る
日
本
に
お
い
て
は
特
に
、
伝
統
的
な
美
学
や
ジ
ャ
ン
ル
区

分
が
い
ま
だ
に
強
い
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
と
つ
け
加
え
て
も
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
せ
い
か
日
本
で
は
伝
統
的
な
ジ
ャ
ン
ル
の
区
分
が

通
常
厳
密
に
守
ら
れ
て
お
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
チ
ェ
ロ
奏
者
が
ジ
ャ
ズ
を

同
時
に
演
奏
し
た
り
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
テ
ィ
ル
・
ブ
レ
ナ
ー
や
ウ
ィ

ン
ト
ン
・
マ
ー
サ
リ
ス
の
よ
う
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
の
境
界
線
を
自

由
に
往
き
き
す
る
演
奏
者
は
多
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
感
性
の
差
異
は
、
現

代
に
お
け
る
芸
術
鑑
賞
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
を
提
起
し
て
も
い
る
。

　
実
際
、
ロ
マ
ン
主
義
的
感
性
を
中
心
と
し
た
芸
術
や
芸
術
観
が
い
つ
変

貌
し
た
の
か
を
言
い
あ
て
る
の
は
実
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
十
八
世
紀

以
降
の
芸
術
思
潮
を
、
啓
蒙
主
義
と
古
典
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
、
リ
ア
リ

ズ
ム
、
自
然
主
義
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ズ
ム
な
ど
と
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
応
異
な
っ

た
思
潮
は
、
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
が
あ
る
程
度
相
互
依
存
的
な
関
係

に
あ
っ
た
り
、
ロ
マ
ン
主
義
が
そ
れ
以
降
の
思
潮
と
比
較
し
て
よ
り
根
源

的
で
あ
る
た
め
に
、
以
後
の
思
潮
の
根
底
に
変
わ
ら
ず
生
き
続
け
て
い
る

か
ら
だ
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
・
学
術
的
思
潮
は
、
一
般
に
従
来
の
十
九

世
紀
的
思
潮
へ
の
反
発
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
モ
ダ
ニ



18

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

ズ
ム
芸
術
の
す
べ
て
が
ロ
マ
ン
主
義
的
思
潮
を
否
定
す
る
方
向
へ
と
向

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
傾
向
も
顕
著
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
文
学
に
お
い
て
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
唱
え
た
無
意
識
や
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
影
響
さ
れ
た
「
意
識
の
流
れ
」
の
手
法
を
取
り
入

れ
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
、
ア
メ
リ
カ

の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど
が
、
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

の
表
現
あ
る
い
は
表
出
を
従
来
以
上
に
深
く
つ
き
つ
め
た
と
い
う
意
味

で
、
極
め
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
を
生
み
出
し
た
。
絵
画
に
お
け
る

表
現
主
義
の
画
家
、
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
や
、
ア
メ
リ
カ
の
抽

象
表
現
主
義
者
た
ち
も
ま
た
、
人
間
の
内
面
の
表
出
を
新
た
な
方
法
論
で

試
み
た
し
、
十
二
音
階
法
で
知
ら
れ
る
ア
ル
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク

は
、
十
二
音
階
法
以
前
に
は
ブ
ラ
ー
ム
ス
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
傾
倒
し
、『
浄

夜
』
な
ど
の
精
緻
な
後
期
ロ
マ
ン
派
的
作
品
で
知
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
モ
ダ
ン
な
芸
術
は
ロ
マ
ン
主
義
と
断
絶
し
て
い
た
の
で
は
必
ず
し
も

な
く
、
し
ば
し
ば
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
十
世
紀
半
ば
ま

で
優
勢
を
誇
っ
た
実
存
主
義
と
現
象
学
が
、
経
験
論
的
な
意
味
で
の
自
我

と
は
異
な
っ
た
「
超
越
論
的
自
我
」
を
学
の
基
盤
に
す
え
て
い
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ

イ
デ
ガ
ー
、
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
思
想
が
そ
れ
に
あ
た

る
。
モ
ダ
ン
の
美
学
や
思
想
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
実
際
の
と
こ
ろ
十
九
世
紀
か
ら
の
思
想
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
多
く
反
復

し
て
お
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。“M

ake 
It N

ew
.”

と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
標
語
を
作
り
出
し
、
英
詩
の
革
新

を
先
導
し
た
ア
メ
リ
カ
人
詩
人
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
が
、
ロ
ー
マ
文
化
発

祥
の
地
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
に
安
住
の
地
を
求
め
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
を
支

持
し
た
り
、
日
本
の
能
な
ど
の
伝
統
芸
術
に
範
を
求
め
る
な
ど
し
た
こ
と

や
、
パ
ウ
ン
ド
の
同
僚
と
も
い
う
べ
き
ア
メ
リ
カ
人
詩
人
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ

オ
ッ
ト
が
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
に
帰
依
し
、
伝
統
に
回
帰
し
た
こ
と
な
ど
は

よ
く
知
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
音
楽
や
絵
画
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
主
要
な
ス
タ
イ
ル
の
一

つ
は
、
新
古
典
主
義
と
呼
ば
れ
る
古
典
的
様
式
へ
の
回
帰
、
あ
る
い
は
そ

の
反
復
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
ラ
ヴ
ェ
ル
の
『
ボ
レ

ロ
』
や
『
亡
き
王
女
の
た
め
の
パ
ヴ
ァ
ー
ヌ
』、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
『
プ
ル
チ
ネ
ラ
』、
イ
タ
リ
ア
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
、
オ
ッ
ト
リ
ー
ノ
・
レ

ス
ピ
ー
ギ
に
よ
る
『
六
つ
の
小
品
』『
リ
ュ
ー
ト
の
た
め
の
古
風
な
舞
曲

と
ア
リ
ア
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
古
典
様
式
へ
の
回
帰
・
反
復
が
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
時
代
に
お
け
る
音
楽
の
重
要
な
モ
ー
ド
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
絵
画
に
お
い
て
も
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
が
（
十
八
世
紀
の
も
の
と

は
異
な
る
と
は
い
え
）
新
古
典
主
義
的
様
式
を
基
本
と
し
た
母
子
像
を
描

く
な
ど
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
や

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
レ
ー
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
な

ど
を
参
照
し
つ
つ
、『
春
の
祭
典
』
や
『
荒
地
』
に
お
い
て
神
話
的
過
去

へ
の
回
帰
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
利
用
し
、
ピ
カ
ソ
や
マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー

ル
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
ら
が
神
話
的
意
匠
を
用
い
た
こ
と
も
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
前
衛
性
が
過
去
へ
の
回
帰
に
伴
わ
れ
て
い
た
例
で
あ

る
。
一
般
的
に
「
神
話
的
方
法
」
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
表
現
方
式
は
、

ポ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
当
時
と
し
て
は
先
進
的
方

法
で
あ
っ
た
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
精
神
分
析
と
結
び
つ
き
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
芸
術
の
規
範
的
方
法
と
な
っ
た

２
。
ジ
ョ
イ
ス
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど

に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
文
学
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
利
用
も
ま
た
、

極
め
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
方
法
論
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
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３
．
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
過
去
へ
の
退
行
的
傾
斜
が
前
衛
的
と
さ
れ
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
芸
術
の
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
驚
く
に
値

し
な
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
理
論
の
多
く
、
フ
ロ

イ
ト
主
義
、
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、

あ
る
い
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
ー
ザ
ー
の
社
会
人
類
学
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
強
く
歴
史
を
意
識
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
提
と
し
て
お
り
、
起
源
や

単
一
の
要
因
を
求
め
る
枠
組
み
を
脱
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」

を
形
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
「
デ
ィ
オ

ニ
ソ
ス
と
ア
ポ
ロ
ン
」
の
交
錯
か
ら
な
る
西
欧
の
歴
史
と
い
う
モ
デ
ル
が
、

ニ
ー
チ
ェ
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
」
の
哲
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と

と
並
ん
で
、
文
明
の
過
去
へ
の
回
帰
に
よ
る
西
欧
文
明
の
批
判
と
い
う
視

点
に
そ
の
基
盤
を
お
い
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
ロ
マ
ン
テ
ィ

ッ
ク
な
衝
動
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
フ
ロ
イ

ト
主
義
も
ま
た
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
過
去
の
父

権
的
権
威
を
肯
定
し
て
い
る
し
、
そ
の
起
源
を
探
求
し
た
『
ト
ー
テ
ム
と

タ
ブ
ー
』
な
ど
の
著
作
は
、
フ
レ
ー
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
や
エ
リ
オ
ッ
ト

の
『
荒
地
』
と
類
似
し
た
、
過
去
や
原
始
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
て
い
る
。

　
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
理
論
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
原
始

主
義
は
、
人
間
の
自
我
一
般
を
意
識
と
無
意
識
に
分
割
さ
れ
た
全
体
性
と

し
て
提
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
過
去
へ
の
遡
求
と
自

我
の
欲
望
と
を
連
接
さ
せ
る
重
要
な
装
置
と
も
な
っ
た
。
夢
は
し
ば
し
ば
、

過
去
の
記
憶
の
レ
ポ
ジ
ト
リ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
絵

画
の
多
く
は
、
実
は
抽
象
画
と
言
う
よ
り
も
具
象
画
、
あ
る
い
は
精
神
分

析
的
な
原
型
を
提
示
し
た
夢
的
な
作
品
で
あ
り
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
絵
画
と
共
通
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ

カ
的
な
絵
画
を
生
み
出
す
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
ふ
さ
わ
し
い
起
源

へ
の
回
帰
、
つ
ま
り
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
文
化
へ
の
回
帰
を
意
識
的
・
無
意

識
的
に
実
践
し
て
い
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
の
有
名
な
自
画
像
は
、
典
型
的
な
ア

メ
リ
カ
白
人
男
性
で
あ
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
、
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
に
似
た
マ
ス
ク
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
し
、
創
作
に
あ
た
っ
て

ポ
ロ
ッ
ク
が
ナ
ヴ
ァ
フ
ォ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
砂
絵
を
模
し
て
い
た
こ
と

も
知
ら
れ
て
い
る

３
。
文
明
＝
歴
史
・
神
話
＝
自
我
を
等
号
に
よ
っ
て
結

び
つ
け
る
図
式
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
の
思
想
・
芸
術
の
根
底
に
あ
り
、

そ
れ
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
感
性
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
感
性
は
お

そ
ら
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
感
性
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
な
い
も
の
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に
は
様
々
な
異
な
っ
た

傾
向
が
共
存
し
て
い
た
。
従
来
の
芸
術
形
式
に
た
い
す
る
反
発
と
破
壊
は

従
来
の
芸
術
形
式
や
感
性
か
ら
の
逸
脱
を
趣
旨
と
し
て
い
た
。
モ
ダ
ニ
ズ

ム
以
降
の
芸
術
一
般
を
抽
象
的
な
原
理
と
し
て
説
明
し
た
り
、
そ
れ
を
一

般
化
し
て
語
る
こ
と
が
困
難
な
理
由
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
。
伝
統
的

な
芸
術
形
式
、
た
と
え
ば
絵
画
に
お
け
る
遠
近
法
や
特
定
色
（local color

）、

音
楽
に
お
け
る
拍
子
、
調
性
、
作
曲
（com

position

）
の
有
機
体
論
的
な

必
然
性
、
文
学
に
お
け
る
韻
律
や
リ
ア
リ
ズ
ム
の
因
果
律
な
ど
の
意
味
や

定
義
は
、
十
九
世
紀
ま
で
の
芸
術
の
、
多
く
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
シ
ス

テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
レ
ナ
ー
ド
・
バ
ー
ン
ス
テ

ィ
ン
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ガ
ー
シ
ュ
イ
ン
の
楽
曲
に
つ
い
て
の
有
名
な
コ
メ

ン
ト
で
、
部
分
と
全
体
が
有
機
的
・
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
音
楽

は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
お
け
る
「
作
曲
（com

position

）」
で
は
な
い
と
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

断
じ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る

４
。
音
楽
に
お
い
て
も
文

学
に
お
い
て
も
、
全
体
と
個
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
前
提
し
た
ロ
マ

ン
主
義
的
な
美
学
理
論
が
基
本
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
作
曲
で
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
の
区
分
は
、
芸
術
作
品
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
と
っ
て

必
然
的
で
あ
り
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
前
に
は
ほ
ぼ
絶
対
化
さ
れ
て
い
た
。
芸

術
の
「
純
粋
性
」
や
ジ
ャ
ン
ル
の
固
有
性
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
厳
密

な
意
味
づ
け
、
定
義
づ
け
を
シ
ス
テ
ム
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
外
部
と

し
て
の
、
い
わ
ば
「
そ
う
で
な
い
も
の
」「
芸
術
で
な
い
も
の
」
を
生
み

出
し
て
い
た
。

　
従
来
的
な
同
一
性
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
芸
術
家
た
ち
が
向
か
っ

た
方
向
性
は
、
必
然
的
に
こ
の
「
そ
う
で
な
い
も
の
」「
芸
術
で
な
い
も

の
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、The C

oncept 
of M

odernism
 ( C

ornell U
P, 1990)

の
著
者A
stradur Eysteinsson

な
ど

多
く
の
理
論
家
た
ち
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
を
定

義
し
え
な
い
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。Eysteinsson
が
述
べ
る
よ
う
に
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
概
念
そ
の
も
の
が
、
歴
史
的
意
味
づ
け
が
可
能
で
あ
る
と

の
前
提
を
も
つ
新
批
評
的
な
全
体
論
と
歴
史
化
に
よ
っ
て
従
来
理
解
さ

れ
が
ち
だ
っ
た
と
は
い
え
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
そ
う
し
た
定
義
づ
け
を
含
め

た
従
来
の
シ
ス
テ
ム
の
全
体
性
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
持
っ

て
い
た

５
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
逸
脱
へ
向
か
う
思
考
の
一
部
は
「
そ

う
で
あ
る
も
の
」「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
を
否
定
し
、「
そ
う
で
な
い
も
の
」

と
い
う
、
原
理
上
決
し
て
定
義
し
得
な
い
何
か
と
の
同
一
化
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
の
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
共
同
体
の
「
内
部
」
か
ら

「
外
部
」
へ
の
動
き
で
あ
り
、
正
体
を
特
定
し
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
無
定
形
な
も
の
へ
の
志
向
で
あ
っ
た
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す
る
美
術
評
論
家C

lem
ent G

reenberg

の
評
論
、

特
に
エ
ッ
セ
イ“M

odernist Painting”

や“Avant-G
arde and K

itsch”

が
、
現
代
絵
画
の
本
質
と
境
界
線
を
定
め
、G

reenberg

が
認
め
る
前
衛

芸
術
と
し
て
の
「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
と
、N

orm
an R

ockw
ell

な
ど
に

代
表
さ
れ
る
擬
似
芸
術
「
キ
ッ
チ
ュ
」
と
し
て
の
「
そ
う
で
な
い
も
の
」

の
区
分
を
自
由
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
と
並
行
し
て
明
確
化
し

よ
う
と
し
た
評
論
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
芸

術
の
明
確
な
基
盤
と
自
律
的
な
定
義
を
唱
え
るG

reenberg

の
議
論
そ
の

も
の
が
、
む
し
ろ
彼
が
否
定
す
る
擬
似
芸
術
「
キ
ッ
チ
ュ
」
の
一
般
化

に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
厳
密
な
芸
術
の

定
義
そ
の
も
の
が
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て
ゆ
く
一
般
的
な
文
化

の
状
況
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

G
reenberg

の
議
論
は
そ
れ
自
体
と
し
て
の
芸
術
の
意
味
づ
け
を
守
ろ
う

と
し
た
い
わ
ば
最
後
の
砦
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
現
代
芸
術
の
進

展
の
多
く
が
、
む
し
ろG

reenberg

に
よ
る
「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
と
「
そ

う
で
な
い
も
の
」
の
区
別
を
解
体
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
こ
と
は
必
然
的

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

６
。

４
．
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の

　
逸
脱
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
実
際
的
な
あ
り
方
、
た
と
え
ば
変
拍
子

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
拍
子
を
伝
統
的
な
拍
子
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
取
り

入
れ
た
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
『
春
の
祭
典
』
や
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の

十
二
音
階
法
、
疑
似
科
学
主
義
的
な
ピ
エ
ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
「
新
造

形
主
義
」
の
理
論
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
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—
　

Fe
at

ur
ed

 E
ss

ay
s:

 Im
-p

er
ce

pt
ib

le
  —

—
—

ェ
イ
ク
』
に
お
け
る
言
語
実
験
な
ど
が
、
と
き
に
科
学
的
・
客
観
的
方
法

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
希
求
し
な
が
ら
、
限
定
さ
れ
た
反
復
可

能
性
し
か
持
ち
得
な
い
不
安
定
な
可
能
性
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
ま
ま
終

わ
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
ら
が
「
そ
う
で
な
い
も
の
」
へ
の
逸
脱

の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
は
ず
だ
。
リ
ア
リ
ズ
ム
で
な
く
キ
ュ

ビ
ズ
ム
で
も
な
い
芸
術
の
形
態
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
定
義
不
可
能
で
無

限
定
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
モ
ン
ド
リ
ア
ン

と
そ
の
追
従
者
た
ち
の
精
緻
化
さ
れ
た
理
論
はG

reenberg

の
も
の
と
同

様
に
普
遍
的
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
他
の
形
式
に
お
い
て

も
可
能
な
逸
脱
の
一
つ
の
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

哲
学
者
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
も
そ
の
弟
子
と
し
て
支
持
し
た
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
の
十
二
音
階
法
も
、
弟
子
の
ア
ラ
ン
・
ベ
ル
ク
や
ア
ン
ト
ン
・

ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
、
後
期
の
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
反
復
さ

れ
た
も
の
の
、
限
定
さ
れ
た
形
で
利
用
さ
れ
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い

ら
れ
な
い
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
後
、
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
で
の
セ
ミ
ナ
ー
で
彼
の
教
え
を
受
け
た
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
、
シ
ェ

ー
ン
ベ
ル
ク
に
教
え
を
受
け
、
そ
の
経
験
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ニ
コ
ル
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
作
曲
の

厳
密
な
方
法
と
基
本
と
し
て
の
構
造
の
必
要
性
（com

positional discipline, 
and of the fundam

ental necessity of structure

）」
を
学
ん
だ
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ク
よ
り
も
、
よ
り
新
し
い
音
楽
の
可
能
性
を
教
え
て
く
れ
た
ア
メ
リ
カ
人

作
曲
家
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ウ
ェ
ル
か
ら
よ
り
多
く
を
学
ん
だ
し

７
、
後
に

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
に
お
け
る
煩
雑
な
手
続
き
に
異
議
を
唱
え
て

も
い
る

８
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ケ
ー
ジ
が
逸
脱
す
る
こ
と
の
意
義
と
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
を
よ
り
明
確
に
理
解
し
実
践
し
た
こ
と
に

よ
る
だ
ろ
う
。

　
実
際
『
小
鳥
た
ち
の
た
め
に
』
な
ど
で
の
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
方
法

に
た
い
す
る
ケ
ー
ジ
の
冷
淡
と
も
言
え
る
反
応
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ

以
降
の
芸
術
を
隔
て
る
重
要
な
転
換
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
ケ
ー
ジ
は
同

時
に
多
く
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
を
讃
え
て
も

い
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
彼
が
挙
げ
る
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
教
え
は
、
音

階
法
と
そ
の
手
続
き
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
の
も
の
だ
。
構
造
や
作
法
、
あ
る
い
は
「
内
容
（content

）」
と
結
び

つ
い
た
音
や
言
語
は
ケ
ー
ジ
の
興
味
を
惹
か
な
い
。
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

で
ケ
ー
ジ
は
「
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
教
え
の
中
で
も
強
く
説
い
た
の
は
、

反
復
と
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
様
々
な
関
係
と

呼
ぶ
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
、
よ
り
単
純
化

し
た
形
で
、
す
べ
て
は
反
復
な
の
だ
と
述
べ
た
の
で
す
。（The things that 

Schoenberg em
phasized in his teaching w

ere repetition and variation, w
hich 

w
ould tend to w

hat w
e call relationships. A

nd then he said—
to sim

plify it—

he said that everything w
as a repetition.

）」
と
語
っ
て
い
る

９
。
詩
人
で
も

あ
っ
た
ケ
ー
ジ
に
は“Em

pty W
ords”

と
い
う
作
品
が
あ
り
、
そ
こ
で

はC
hristopher Shultis

が
言
う
よ
う
に
、「
言
及
的
な
意
味
（referential 

m
eaning

）」
を
も
つ“full w

ords”

と
、「
他
の
語
に
言
及
す
る
（refer to 

other w
ords

）」
接
続
詞
、
冠
詞
、
代
名
詞
な
ど
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る

10
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
ケ
ー
ジ
に
よ
る
こ
う
し
た
区
別
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ

ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
よ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
分
割
や
、

語
の
差
異
に
よ
る
意
味
生
成
の
解
説
に
類
似
し
て
い
る
。
ド
・
ソ
シ
ュ
ー

ル
の
理
論
が
、
上
記
と
は
異
な
る
モ
ダ
ン
な
思
想
の
別
の
側
面
、
つ
ま
り

歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
視
点
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
る
語
の
必
然
化

さ
れ
た
意
味
や
、
個
人
に
よ
る
言
語
の
意
識
的
な
理
解
を
絶
対
視
す
る
視

点
を
離
れ
、
意
味
作
用
を
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
差
異
に
よ
る
も
の
と
し
て
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

考
え
る
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
と
、
ケ
ー
ジ
に
よ
る
上
記
の
区
分
が
類

似
し
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
は
、
言
葉
と

言
及
対
象
を
切
り
離
し
、
音
を
意
味
や
主
体
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
シ
ス
テ
ム
内
で
の
意
味
づ
け
の
自
然
化
を
前
提
と
す
る
従
来
的
な
言

語
・
芸
術
観
か
ら
逸
脱
し
、
そ
れ
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。

　
上
と
同
じ
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
ケ
ー
ジ
は
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
と
ケ
ー
ジ
の

両
者
を
称
え
た
ア
ド
ル
ノ
の
矛
盾
し
た
態
度
に
触
れ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
し
か
し
そ
れ
か
ら
、
た
っ
た
今
引
用
し
た
言
葉
に
含

ま
れ
る
何
か
が
、
あ
た
か
も
主
体
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
別
の
方
向

に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
た
か
も
そ
れ
が
何
か
に
つ
い
て
で
あ

る
か
の
よ
う
に
。
そ
れ
は
情
緒
（em

otions

）
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（But then 

som
ething that you just quoted leads in another direction as though there w

ere a 

subject. A
s though it w

as about som
ething. W

hich could be the em
otions.

）」11
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
活
動
を
開
始
し
て
い
た
ケ
ー
ジ
が
、
上
記
の
よ
う
な

根
源
的
認
識
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
以
前
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
に
も
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
に
た
い
す

る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
を
強
く
意
識
し
た
創
作
と
議
論
は
行
わ
れ

て
い
た
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
例
は
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
、
通
常

“im
personal poetics”

と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

詩
学
と
そ
の
系
譜
に
関
す
る
重
要
な
著
作
で
あ
るIm

personality: Seven 
Essays （U

 of C
hicago P, 2007

）
の
著
者Sharon C

am
eron

は
、
Ｔ
・
Ｓ
・

エ
リ
オ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
詩
学
は
、
そ
の
よ
り
徹
底
し

た
形
を
、
主
体
や
そ
れ
が
含
意
す
る
中
心
か
ら
離
脱
し
た
詩
に
お
け
る
声

の
あ
り
か
た
に
見
出
し
、「
詩
の
奇
妙
さ
は
「
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
？
」
あ

る
い
は
「
こ
れ
は
誰
の
知
覚
に
言
及
す
る
も
の
な
の
か
」
と
い
っ
た
問
い

を
絶
え
ず
転
倒
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
（The strangeness of the poem

 is 

alw
ays subverting a question like W

ho is speaking? O
r To w

hose perception 

can this be referred?

）」
と
指
摘
す
る

12
。
お
そ
ら
く
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
す

べ
て
に
お
い
て
、
主
体
な
き
言
語
と
も
い
う
べ
き
同
様
の
言
語
が
語
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
主
体
や
情
緒
（em

otions

）

に
結
び
つ
か
な
い
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
詩
学
は
、C

am
eron

が
同
書
で

論
じ
るW

illiam
 Em

pson, Jonathan Edw
ards, R

alph W
aldo Em

erson, 
Sim

one W
eil, H

erm
an M

elville

な
ど
を
始
め
と
す
る
十
八
世
紀
か
ら

二
十
世
紀
に
か
け
て
の
思
想
家
、
詩
人
、
作
家
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
き
た
方

法
で
も
あ
り
、
主
体
の
関
与
を
前
提
と
し
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
情
緒
的
な
詩

学
と
永
ら
く
共
存
し
て
き
た
も
の
だ
。
ま
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
一
般
の

オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
夢
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
上
で
触
れ
た
ニ

ー
チ
ェ
の
思
想
に
お
け
る
「
悲
劇
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
も
の
を
超
え
て
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
に
転
じ
る
契
機
が
見
い

だ
さ
れ
る
。
夢
や
無
意
識
は
、
個
人
の
内
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
社
会
に
お
け
る
抑
圧
に
よ
っ
て
生
じ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の

有
名
な
言
葉
に
よ
れ
ば
「
言
語
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
」。
だ
と

す
れ
ば
、
夢
や
無
意
識
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
個
人
の
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な

想
像
力
が
機
能
す
る
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
の
戯
れ
が
確
定
し
た
意
味
形
成
を
揺
る
が
せ
続
け
る
場
で
も

あ
る
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』
で
ニ
ー
チ
ェ
本
人

の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
悲
劇
と
は
「
個
人
が
イ
ン
パ

ー
ソ
ナ
ル
な
存
在
に
変
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ジ
ャ
ン
ル
で
も
あ

る
13
。
こ
の
よ
う
に
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
と

イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
は
、
絶
え
ず
相
互
依
存
的
、
相
互
浸
透
的
な
も

の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　
冒
頭
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
こ
こ
で
言
う
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
が
チ
ャ
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イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
音
楽
に
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
が
シ
ョ
ス
タ
コ
ー

ヴ
ィ
ッ
チ
の
音
楽
と
、
さ
ら
に
曖
昧
な
か
た
ち
で
ジ
ャ
ズ
と
連
想
さ
れ
て

い
た
。
こ
こ
で
そ
の
連
想
と
し
て
述
べ
た
よ
う
な
理
論
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
が
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
前
提
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
流
の
音
楽
家
・
音
楽
教
育
者
で
あ
る
チ
ェ
ロ
奏
者
の
方
が
、
ど
の
よ
う

な
背
景
か
ら
そ
の
区
分
を
語
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
表
向
き
の
対

話
と
し
て
は
、
そ
れ
は
極
め
て
経
験
論
的
な
コ
メ
ン
ト
と
し
て
受
け
取
れ

る
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ズ
が
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
芸
術
か
ど
う

か
と
い
う
判
断
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る
は
ず
だ
。

　
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
、
コ
ー
ド
進
行
に
則
っ
た
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
を
基
本
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ー
ダ
ル
」
な
ジ
ャ
ズ
は
、
そ
の

演
奏
の
手
続
き
と
し
て
は
機
械
的
で
あ
り
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
だ
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ビ
バ
ッ
プ
以
降
の
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
に
お
い

て
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
多
く
の
場
合
グ
ル
ー
プ
で
の
演
奏
を
前
提
と

し
、
奏
者
間
の
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
関
係
を
前
提
と
し
て

い
る
。D

aniel B
elgrad

の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ズ
を
第
二
次
大
戦
後
に
一
般

化
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
自
発
性
の
文
化 （culture of spontaneity)

」
で

あ
る
と
し
、
息
に
よ
る
「
投
射
詩 ( projective verse)

」
を
唱
え
た
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
オ
ル
ソ
ン
の
実
験
詩
や
、
ア
レ
ン
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ

ル
ア
ッ
ク
な
ど
の
ジ
ャ
ズ
を
模
倣
し
た
詩
や
小
説
、
ポ
ロ
ッ
ク
ら
に
よ
る

抽
象
表
現
主
義
、
ケ
ー
ジ
や
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
ウ
ェ
ル
な
ど
も
参
加
し

た
実
験
的
大
学
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ウ
ン
テ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
と
結
び
つ
け
る
批

評
家
も
い
る

14
。B

elgrad

は
ジ
ャ
ズ
を
個
人
と
全
体
と
を
調
和
さ
せ
る

極
め
て
民
主
主
義
的
で
ア
メ
リ
カ
的
な
芸
術
だ
と
考
え
て
も
い
る
よ
う

だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
要
因
を
孕
み
つ
つ
も
、
ジ

ャ
ズ
は
あ
く
ま
で
も
個
人
と
個
人
の
関
係
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
全
体

と
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
す
る
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
芸
術
で
あ
る
と
も
い
え
る

15
。
オ
ー
ネ

ッ
ト
・
コ
ー
ル
マ
ン
ら
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
は
、

従
来
の
ジ
ャ
ズ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
基
調
と
し
た
、
そ

の
意
味
で
は
極
め
て
モ
ダ
ン
で
抽
象
的
な
音
楽
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ジ
ャ
ン

ル
の
定
義
を
あ
る
意
味
で
解
体
し
た
正
体
の
な
い
音
楽
の
あ
り
か
た
は
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
マ
イ
ル
ス
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
や
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト

レ
ー
ン
な
ど
、
よ
り
保
守
的
な
主
流
の
音
楽
家
た
ち
の
音
楽
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、Bitches Brew

 （1970

）
や
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の

マ
イ
ル
ス
の
過
激
で
混
乱
を
極
め
た
音
楽
に
お
い
て
す
ら
、
イ
ン
プ
ロ
ヴ

ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
実
演
す
る
奏
者
同
士
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
相
互
関
係
は

保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ケ
ー
ジ
の
よ
う
に
芸
術
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
基
盤
を
根
源

的
に
脱
構
築
し
よ
う
と
し
た
芸
術
家
で
も
、
す
べ
て
を
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル

な
関
係
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
一
二
年
、
ケ
ー

ジ
の
生
誕
一
〇
〇
年
の
年
に
は
、
ケ
ー
ジ
の
作
曲
の
連
続
演
奏
会
が
毎
週

末
ボ
ス
ト
ン
・
コ
モ
ン
の
近
く
に
あ
る
ボ
ス
ト
ン
・
ア
テ
ネ
ウ
ム
で
開
か

れ
た
。
ケ
ー
ジ
の
曲
を
次
々
と
聴
き
続
け
ら
れ
る
機
会
は
他
に
あ
り
え
な

い
は
ず
だ
と
思
い
、
筆
者
は
で
き
る
か
ぎ
り
毎
週
、
淡
々
と
続
け
ら
れ
る

演
奏
を
一
人
で
聴
き
続
け
た
。
ケ
ー
ジ
の
曲
の
多
く
は
、
通
常
の
音
楽
的

経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
音
楽
の
意
味
づ
け
を
許
さ
な
い
。
聴
き
続
け
る

た
め
に
は
一
つ
一
つ
の
音
に
耳
を
傾
け
、
時
間
の
流
れ
に
身
を
委
ね
る
他

な
い
。
し
ば
し
ば
苦
痛
を
伴
う
そ
の
経
験
は
、
自
分
の
聴
覚
や
集
中
力
、

報
わ
れ
な
い
理
解
力
へ
の
全
力
で
の
傾
斜
を
要
求
し
た
。
ケ
ー
ジ
が
敬
愛

し
た
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
大
思
想
家
ヘ
ン
リ
ー
・

デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ロ
ー
は
、「
音
楽
に
お
け
る
意
図
の
無
さ
（non-

intentionality in m
usic

）」
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
著
作
で
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—
　

感
じ

ら
れ

る
も

の
 　

感
じ

ら
れ

な
い

も
の

　
—

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
派
の
思
想
家
に
ふ
さ
わ
し
く
「
自
然
（nature

）」

の
観
察
者
で
も
あ
っ
た

16
。
お
そ
ら
く
「
自
然
」
へ
の
関
心
を
ソ
ロ
ー
か

ら
受
け
継
い
だ
ケ
ー
ジ
の
音
楽
も
ま
た
、
ロ
マ
ン
派
的
な
前
提
か
ら
完
全

に
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ボ
ス
ト
ン
の
名
門
音
大
ニ
ュ
ー
・
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
ト
リ
ー
で
開
か
れ
た
、
ケ
ー
ジ
生
誕
百
年
を

記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
十
一
歳
の
頃
に
ケ
ー
ジ
の
曲
を
演
奏
し

た
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
彼
が
与
え
ら
れ
た
ケ
ー
ジ

の
曲
を
ど
の
よ
う
に
演
奏
す
れ
ば
よ
い
の
か
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
ケ

ー
ジ
が
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
く
れ
た
と
い
う
。
そ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
と
は
、

“Just listen.”

と
い
う
一
言
だ
っ
た
と
い
う
。

　
現
代
の
い
わ
ゆ
る
理
論
的
な
了
解
は
主
体
や
ジ
ャ
ン
ル
の
解
体
を
唱

え
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
フ
ァ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
理

論
に
お
い
て
も
、
当
然
の
ご
と
く
「
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
が
前

提
と
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
主
体
の
「
感
性
」
や
「
感
覚
」
は
時
代
遅

れ
と
さ
れ
る
観
も
な
く
は
な
い
。
境
界
線
が
あ
ら
か
じ
め
脱
構
築
さ
れ
、

G
reenberg

が
試
み
た
よ
う
に
、「
芸
術
で
あ
る
も
の
」
と
「
そ
う
で
な
い

も
の
」
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
冒
頭
の
チ

ェ
ロ
奏
者
の
方
は
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

パ
ー
ソ
ナ
ル
に
感
じ
ら
れ
る
芸
術
だ
け
を
芸
術
と
す
る
時
代
、
ジ
ャ
ン
ル

の
固
有
性
を
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
時
代
は
終
わ
っ
た
に
違
い
な
い
。
上
記
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
逸
脱
へ
の
傾
斜
は
、
芸
術
が
主
体
や
内
部
の
中
心

性
の
喪
失
を
前
提
す
る
と
と
も
に
、
む
し
ろ
す
べ
て
が
可
能
な
基
本
的
な

芸
術
の
あ
り
方
と
な
り
、
古
典
的
な
「
感
じ
ら
れ
る
」
芸
術
を
そ
の
無
限

の
可
能
性
で
取
り
囲
む
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
奏
者
な
の
に
ジ
ャ
ズ
を
演
奏
す
る

の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
ど
ち
ら
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

「
感
じ
ら
れ
る
」
感
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
「
感
じ
ら
れ
な
い
」
音
楽
を

演
奏
す
る
の
で
も
な
い
。「
感
じ
ら
れ
な
い
」
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
芸
術

の
無
機
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
で
、
ケ
ー
ジ
が
言
っ
た“Just listen.”

と

い
う
言
葉
に
前
提
さ
れ
る
中
心
化
さ
れ
る
べ
き
知
覚
の
作
用
は
、
そ
の
よ

う
な
個
別
の
瞬
間
に
「
感
じ
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
生
き
続
け
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
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は
じ
め
に
　

　
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
作
家
、
ア
ク
タ
ル
ッ
ジ
ャ
マ
ン
・
イ
リ
ア
ス

（A
khtarujjam

an Elias, 
一
九
四
三
～
九
七
）
の
短
編
、「
地
獄
で
温
か
い

（D
ojakher om

）」
で
は
、
死
者
と
生
者
が
ほ
と
ん
ど
等
価
と
言
っ
て
も
よ

い
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。
主
人
公
の
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
は
半
身
不
随

の
老
人
で
、
ほ
と
ん
ど
全
編
に
わ
た
っ
て
死
を
願
い
な
が
ら
、
連
想
に
導

か
れ
て
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
と
き
を
彷
徨
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
割

り
込
む
よ
う
に
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
の
が
数
年
前
に
亡
く
な
っ
た

妻
で
あ
る
。
こ
の
妻
は
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
の
視
点
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど

死
ん
で
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
神
出
鬼
没
な
が
ら
、
体
が
不
自
由
な

カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
必
要
な
も
の
を
置
き
、
周
り

を
き
ち
ん
と
片
付
け
、
と
き
に
悪
態
を
つ
く
。
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
の
娘

コ
デ
ジ
ャ
は
そ
う
し
た
や
り
取
り
を
す
る
父
を
案
じ
て
「
父
さ
ん
、
夢
の

な
か
で
死
ん
だ
人
に
呼
ば
れ
て
も
つ
い
て
行
っ
ち
ゃ
だ
め
よ
。
絶
対
に
だ

め
」
と
言
う
。
娘
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
夢
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
死

者
な
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
コ
デ
ジ
ャ
は
、
父
が
死
ん
だ
母
に
つ
い
て
行
っ

て
し
ま
う
、
つ
ま
り
父
も
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
は
思
う
。「
何
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
コ

デ
ジ
ャ
に
と
っ
て
は
、
母
親
は
死
人
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
な
っ
た

ふ
た
つ
の
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
死
と
死
者
の
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
羽
京
子                                                                                                          

の
か
？
　
娘
に
ど
う
や
っ
て
わ
か
ら
せ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
、
こ
れ
は
夢

だ
と
か
じ
ゃ
な
い
、
ア
ク
バ
ル
の
母
さ
ん
（
妻
の
こ
と
）
は
最
近
毎
晩
こ

の
部
屋
を
訪
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
部
屋
の
も
の
を
毎
日
片
づ

け
て
い
る
の
は
だ
れ
な
ん
だ
？
」
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
そ
れ

が
現
実
だ
。
こ
の
物
語
の
結
末
は
、
ず
っ
と
死
者
た
ち
の
世
界
を
彷
徨
っ

て
い
た
ご
と
く
の
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
が
、
か
つ
て
惹
か
れ
た
こ
と
が
あ

る
、
そ
し
て
今
も
生
き
て
い
る
ハ
ニ
フ
の
母
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
老
女
と
会

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
世
界
に
意
識
の
焦
点
を
戻
す
こ
と
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
物
語
全
体
を
通
し
て
印
象
的
な
の
が
個
々
の
死

者
の
具
体
性
で
あ
る
。
幽
霊
や
霊
魂
と
は
異
な
る
ほ
と
ん
ど
生
き
て
い
た

と
き
の
ま
ま
の
よ
う
な
死
者
、
と
い
う
表
象
は
こ
の
作
者
固
有
の
も
の
な

の
か
、
そ
れ
と
も
文
化
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
。

前
提
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
と
ば
を
同
じ
く
す
る

ベ
ン
ガ
ル
文
学
は
、
東
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
西
の
イ
ン
ド
は
西
ベ
ン
ガ

ル
州
で
は
、
あ
る
い
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
イ

ス
ラ
ム
教
徒
と
イ
ン
ド
で
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

で
は
、
異
な
る
文
化
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
作
家
、
ア
ク
タ
ル
ッ
ジ
ャ
マ
ン
・
イ
リ
ア
ス
は

名
前
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
。「
地
獄
で
温
か
い
」

の
主
人
公
は
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
を
地
獄

︱
そ
れ
も
イ
ス
ラ
ム
に

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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お
け
る
最
下
層
の
ハ
ー
ウ
ィ
ア
地
獄

︱
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
だ

が
、
同
時
に
イ
ス
ラ
ム
的
な
死
後
の
世
界
を
も
想
定
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
死
後
に
天
使
ム
ン
カ
ル
と
ナ
キ
ル
が
や
っ
て
来
る
と
い
う
前
提
で
あ

る
。
た
だ
し
こ
の
物
語
中
の
ム
ン
カ
ル
と
ナ
キ
ル
は
、
本
来
の
姿
で
あ
る

信
仰
を
試
す
天
使
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
鬼
の
よ
う
な
存
在
で
、
そ
の
炎
の

鞭
で
叩
か
れ
る
こ
と
を
カ
マ
ル
ウ
ッ
デ
ィ
ン
は
想
像
す
る
の
で
あ
る
が
。

と
は
い
え
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
と
か
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る

と
か
が
ど
れ
だ
け
文
学
上
の
表
現
に
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
は
単
純
に

直
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
同
じ
ベ
ン
ガ
ル
語
を
用
い
、
文
学

的
伝
統
も
ほ
ぼ
共
有
し
て
い
る
両
者
は
ま
た
、
多
く
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
も

共
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
今
日
で
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
国
民
詩
人
と

称
え
ら
れ
る
カ
ジ
・
ノ
ズ
ル
ル
・
イ
ス
ラ
ム

︱
も
ち
ろ
ん
イ
ス
ラ
ム
教

徒
で
あ
る

︱
の
出
世
作
「
反
逆
者
」
に
は
幾
多
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
々

が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
話
は
メ
タ
フ
ァ
ー
の
宝
庫
な
の
で
、

出
自
を
問
わ
ず
多
く
の
詩
人
た
ち
が
用
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、「
信
仰
」
と
し
て
両
宗
教
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
現
代
文
学
に
お
い

て
は
一
様
に
「
信
仰
」
は
背
後
に
退
き
、
と
き
に
疑
義
を
挟
ま
れ
、
否
定

さ
れ
る
対
象
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
ベ
ン
ガ
ル
で
は
一
九
四
〇
年
代
以
降

共
産
主
義
の
影
響
も
大
き
く
、
現
代
詩
人
た
ち
の
中
で
も
共
産
党
員
で
あ

る
か
、
共
産
主
義
者
を
自
認
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う

な
状
況
の
な
か
で
も
人
は
し
か
し
、
死
に
つ
い
て
避
け
が
た
く
思
い
を
馳

せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
死
と
死
者
を
巡
る
表
象
は
、宗
教
と
い
う
よ
り
、

文
化
事
象
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ベ
ン
ガ
ル
の
場
合
、
東

と
西
で
宗
教
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
異
な
る
た
め
に
、
微
妙
な
違
い
を

見
せ
て
い
る
の
が
ベ
ン
ガ
ル
詩
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
そ
う
し
た
死
や
死
者
の
表
象
を
、
現
代
の
東
と
西
の
ベ
ン
ガ
ル
詩
に

探
っ
て
み
る
。

一
　
墓
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー

　
ま
ず
、
死
後
世
界
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
ム
ス
リ
ム
の
大
き
な
違
い

は
墓
の
あ
る
な
し
に
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
遺
体
を

燃
や
し
、
ガ
ン
ジ
ス
河
に
流
し
て
し
ま
う
の
で
墓
を
持
た
な
い
。
し
か
し

も
ち
ろ
ん
詩
の
世
界
で
は
、
ム
ス
リ
ム
詩
人
の
作
品
に
の
み
墓
が
あ
ら
わ

れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
詩
に
お
け
る
墓
は
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る

か
ら
、
出
自
を
問
わ
ず
用
い
る
可
能
性
は
開
か
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
は

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
お
よ
び
イ

ン
ド
の
ム
ス
リ
ム
は
、
そ
の
土
地
の
メ
ジ
ャ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
に
強
く
影
響

さ
れ
る
。
両
者
は
同
じ
こ
と
ば
を
使
い
、
お
互
い
に
お
互
い
の
作
品
を
読

む
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な
い
が
、
一
義
的
に
は
文
学
者
は
国
を
同
じ
く
す

る
読
者
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
い
い
例
が
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
詩
人
、
ニ
ル
モ
レ
ン
ド
ゥ
・
グ

ン
（N

irm
alendu G

oon, 

一
九
四
五
～
）
の
シ
ン
プ
ル
な
詩
、「
墓
と
監
獄

（K
abar o karagar

）」
で
あ
る
。

生
と
死
の
間
に
は
、
た
い
へ
ん
な
違
い
が
あ
る

︱

た
だ
こ
の
こ
と
を
、
私
は
証
明
し
た
か
っ
た
、

一
生
を
か
け
て
。

三
ハ
ー
ト
半
の
人
間
が
四
ハ
ー
ト
の
墓
に

ぴ
っ
た
り
と
収
ま
っ
て
い
る
。

だ
れ
も
「
住
む
に
堪
え
な
い
」
と
文
句
を
言
っ
て
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墓
を
突
き
抜
け
て
出
て
き
た
り
は
し
な
い
。

そ
れ
で
も
私
た
ち
は
み
な
知
っ
て
い
る
、

墓
は
本
当
の
と
こ
ろ
、
人
間
が
住
む
の
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

墓
は
そ
の
正
し
い
意
味
に
お
い
て
、
死
者
た
ち
の
棲
家
な
の
だ
。

　
ニ
ル
モ
レ
ン
ド
ゥ
・
グ
ン
は
出
自
と
し
て
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
だ
が
、
こ

の
詩
に
お
け
る
墓
の
イ
メ
ー
ジ
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
そ
れ
に
近
い
。
ハ
ー

ト
は
長
さ
の
単
位
、
三
ハ
ー
ト
半
は
ほ
ぼ
身
長
の
高
さ
に
な
る
。
実
は
こ

こ
で
目
を
引
く
の
は
、
墓
の
存
在
そ
の
も
の
よ
り
、「
墓
を
突
き
抜
け
て
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
死
者
が
確
か
に
墓
に
葬
ら
れ
、
そ
れ
が
「
墓
を
突

き
抜
け
」
て
出
て
く
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
復
活

を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
ム
ス
リ
ム
が
多
数
を

占
め
る
の
で
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
も
と
も
と
の
宗
教
と
は
関
係
な
く

一
般
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
ち
な
み
に
ニ
ル
モ
レ
ン
ド
ゥ
・
グ
ン
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
強

い
影
響
を
受
け
た
詩
人
で
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
な

詩
︱
信
仰
を
あ
ら
わ
す
ほ
か
、
広
く
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
詩
を
指
す
。

ま
た
ベ
ン
ガ
ル
語
で
「
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
」
な
詩
を
書
く
場
合
、
ア
ラ
ビ
ア

語
や
ペ
ル
シ
ャ
語
を
多
用
す
る
の
も
特
徴
で
あ
る

︱
を
書
い
た
こ
と

も
も
ち
ろ
ん
な
い
。
こ
こ
で
の
墓
も
、
復
活
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
信
仰
に
根

差
す
も
の
で
は
な
く
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
け
る
ご
く
一
般
的
な
死
者

イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
じ
く
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ム
ス
リ
ム
詩
人
、
ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
（A

l 
M

ahm
ud, 

一
九
三
六
～
二
〇
一
九
）
に
は
「
フ
ォ
ル
ル
ク
の
墓
で
黒
い

ジ
ャ
ッ
カ
ル
が
（Pharrukher kabare kalo sheyal

）」
と
題
す
る
墓
参
り
か

ら
始
ま
る
作
品
が
あ
る
。
作
者
、
ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
が
先
輩
詩
人
の
フ
ォ

ル
ル
ク
・
ア
ー
モ
ド
（Pharrukh A

hm
ad, 

一
九
一
八
～
七
四
）
の
墓
を
訪

ね
る
と
い
う
設
定
の
そ
の
詩
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

き
の
う
最
後
の
晩
に
、
月
が
、
転
覆
し
た
舟
の
よ
う
に

み
ず
か
ら
の
月
明
か
り
に
沈
ん
で
い
こ
う
と
す
る
と
き

わ
た
し
は
フ
ォ
ル
ル
ク
・
ア
ー
モ
ド
の
墓
を
見
に
行
っ
た
。

　
月
が
「
転
覆
し
た
舟
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
月
明
か
り
に
沈
む
」
と
い

う
表
現
は
ど
こ
か
終
末
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
、

作
者
は
フ
ォ
ル
ル
ク
・
ア
ー
マ
ド
の
墓
詣
で
を
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
先

輩
詩
人
は
彼
に
と
っ
て
自
分
の
欺
瞞
を
暴
く
鏡
の
よ
う
な
存
在
で
、
墓
参

り
前
の
ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
は
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
。
フ
ォ
ル
ル
ク
・
ア
ー

モ
ド
は
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
な
詩
を
書
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
れ
と
比
べ
て

ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
は
自
身
が
不
純
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い
た
ら
し

い
。
ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
も
後
半
生
は
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
な
詩
を
か
な
り
書
く

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
詩
の
な

か
で
迷
っ
た
末
に
屍
衣
を
身
に
ま
と
っ
て
フ
ォ
ル
ル
ク
の
墓
の
前
に
立

つ
。

わ
た
し
が
彼
の
墓
に
到
着
を
知
ら
せ

ラ
ッ
バ
ヨ
ク
、
ラ
ッ
バ
ヨ
ク
と
言
っ
て
立
っ
た

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
彼
の
墓
か
ら

そ
れ
は
大
き
な
一
匹
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
が
飛
び
出
し
て
き
た
。

　
ラ
ッ
バ
ヨ
ク
は
ハ
ッ
ジ
（
聖
地
巡
礼
）
の
際
の
決
ま
り
文
句
で
、「
わ

た
し
は
来
ま
し
た
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
詩
人
は
ジ
ャ
ッ
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カ
ル
を
見
る
。
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
ベ
ン
ガ
ル
地
方
で
は
あ
り
ふ
れ
た
存
在
だ

が
、
屍
肉
を
あ
さ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
忌
避
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
と
同
時
に
死
者
と
の
絡
み
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
詩
人
は
そ

の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
を
ど
こ
か
で
す
で
に
見
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
、
次

の
よ
う
に
語
る
。

そ
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
を
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
、
前
に
も
ど

こ
か
で
見
た
よ
う
な
。

一
度
ビ
ッ
ダ
ポ
テ
ィ
の
寺
院
で
た
く
さ
ん
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
を
見
た
、

で
も
あ
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
そ
こ
に
は
い
な
か
っ
た
。

ラ
ロ
ン
・
シ
ャ
ハ
の
聖
廟
で
、
マ
ル
フ
ォ
テ
ィ
の
祭
儀
の
仕
舞
い
ご
ろ

わ
た
し
は
眠
り
に
落
ち
て
し
ま
い
、

眠
っ
て
い
る
間
に
二
匹
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
が
わ
た
し
の
体
を
嗅
ぎ
ま
わ
っ
て

い
た
、
で
も

そ
こ
に
も
い
な
か
っ
た
。

　
ビ
ッ
ダ
ポ
テ
ィ
は
中
世
の
ボ
イ
シ
ュ
ノ
ブ
詩
人
で
あ
る
。
ボ
イ
シ
ュ
ノ

ブ
と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
の
詩
人
で
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化

身
で
あ
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
牧
女
ラ
ー
ダ
ー
の
恋
物
語
を
詠
っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
ビ
ッ
ダ
ポ
テ
ィ
に
は
当
然
墓
は
な
く
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て

い
る
の
は
ビ
ッ
ダ
ポ
テ
ィ
を
弔
う
寺
院
で
あ
る
が
、
過
去
の
人
で
あ
る
こ

と
か
ら
当
然
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
持
つ
。
対
す
る
ラ
ロ
ン
・
シ
ャ
ハ
は

ベ
ン
ガ
ル
の
特
殊
な
セ
ク
ト
で
あ
る
バ
ウ
ル
の
高
名
な
詩
人
で
、
吟
遊
詩

人
の
趣
も
持
つ
存
在
だ
。
バ
ウ
ル
に
は
本
来
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
も
ム
ス
リ
ム
も

な
い
の
だ
が
、
ム
ス
リ
ム
出
身
の
ラ
ロ
ン
・
シ
ャ
ハ
に
は
聖
廟
と
さ
れ

る
墓
が
あ
り
、
そ
れ
は
バ
ウ
ル
の
聖
地
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
マ
ル
フ
ォ

テ
ィ
の
祭
儀
と
は
、
聖
廟
で
一
種
の
神
秘
主
義
的
な
歌
が
う
た
わ
れ
る
祭

り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
死
者
た
ち

︱
と
も

に
偉
大
な
詩
人
だ
が

︱
の
場
所
に
う
ろ
つ
く
ジ
ャ
ッ
カ
ル
を
詩
人
は

思
い
浮
か
べ
る
が
、
ど
れ
も
先
ほ
ど
見
か
け
た
ジ
ャ
ッ
カ
ル
の
よ
う
に
は

思
え
な
い
。
そ
こ
に
「
わ
た
し
の
記
憶
に
雷
が
落
ち
」
詩
人
は
あ
る
事
実

を
思
い
出
す
。

そ
う
だ
、
七
五
年
の
絵
画
展
で
わ
た
し
は
あ
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
を
見
た
。

カ
ム
ル
ル
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
の
な
か
で
、
小
狡
い
尻
尾
を
あ
げ
て
い

た
。

あ
の
、
人
を
欺
く
目
つ
き
と
欲
望
に
ぎ
ら
ぎ
ら
し
た
顔
を
わ
た
し
は
知
っ

て
い
る
。

わ
た
し
は
フ
ォ
ル
ル
ク
の
墓
を
あ
と
に
し
て
、
一
匹
の
黒
い
ジ
ャ
ッ
カ
ル

を
追
い
か
け
な
が
ら

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
地
図
上
を

わ
た
し
の
屍
衣
を
持
っ
て
走
り
続
け
た
。

　
カ
ム
ル
ル
と
は
画
家
の
カ
ム
ル
ル
・
ハ
ッ
サ
ン
（Q

uam
rul H

assann, 

一
九
二
一
～
八
八
）
の
こ
と
。
カ
ム
ル
ル
は
ベ
ン
ガ
ル
伝
統
の
ポ
ト
画
（
絵

巻
物
）
を
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
と
結
び
付
け
た
作
風
で
知
ら
れ
、
七
五
年
に
は

実
際
に
カ
ム
ル
ル
の
大
規
模
な
展
覧
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
白
い
紙
に
黒

い
鉛
筆
か
ペ
ン
で
描
か
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
風
の
一
連
の
作
品
が
有
名
で
、
そ

の
絵
に
は
し
ば
し
ば
ジ
ャ
ッ
カ
ル
が
描
か
れ
た
。
た
だ
し
そ
の
ジ
ャ
ッ
カ

ル
は
死
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
政
治
的
な
欺
瞞
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
七
五
年
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
独
立
の
父

で
あ
る
当
時
の
大
統
領
ム
ジ
ブ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
が
暗
殺
さ
れ
た
年
で
も
あ
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り
、
詩
人
が
最
初
身
に
着
け
た
屍
衣
は
、
当
時
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
人
間

な
ら
み
な
買
っ
て
お
い
た
も
の
だ
と
語
ら
れ
る
。
実
際
、
壮
絶
な
独
立

戦
争
を
経
た
七
一
年
の
独
立
以
来
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
は
混
乱
を
極
め

て
お
り
、
こ
の
屍
衣
は
、
人
々
が
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
と
思
っ

て
い
た
当
時
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
詩
人
が
見

た
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
、
墓
や
死
者
に
ま
つ
わ
る
場
所
を
う
ろ
つ
く
普
通
の

ジ
ャ
ッ
カ
ル
で
は
な
い
。「
小
狡
い
尻
尾
を
あ
げ
」、「
人
を
欺
く
目
つ
き
」

を
し
、「
欲
望
に
ぎ
ら
ぎ
ら
し
た
」
そ
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
、
カ
ム
ル
ル
の

あ
ら
わ
し
た
欺
瞞
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
最
後
で
は
、
作
者
は
墓
参

り
も
忘
れ
、
死
に
瀕
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
を
走
り
回

る
の
で
あ
る
。

　
墓
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
専
売
特
許
で
は
な
い
以

上
、
西
ベ
ン
ガ
ル
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
詩
人
も
墓
を
描
く
こ
と
は
あ
る
。
シ
ョ

ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト
パ
ッ
ダ
エ
（Shakti C
hattopadhyay, 

一
九
三
三
～

九
五
）
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
西
ベ
ン
ガ
ル
の
詩
人
だ
が
、「
き
の
う
の
晩
、

昔
の
月
が
わ
た
し
を
眠
ら
せ
な
か
っ
た
（K

al rate jagiye rekhechilo am
ay 

purano cand

）」
と
い
う
作
品
で
墓
と
い
う
存
在
を
自
分
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
赴
く
が
ま
ま
に
使
っ
て
み
せ
る
。
そ
の
詩
は
こ
の
よ
う
に
始
ま

る
。

き
の
う
一
晩
じ
ゅ
う
、
数
え
き
れ
な
い
夢
と
夢
と
光
の
煌
め
き
の
な
か

昔
の
月
が
わ
た
し
を
眠
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
。

パ
ッ
ラ
ダ
シ
ュ
が
何
度
も
何
度
も
、
そ
の
夢
の
影
に
満
ち
た
眠
り
か
ら

わ
た
し
を
引
き
ず
り
出
し
て
言
う
の
だ
、

こ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
の
国
だ
、
こ
こ
で
は
だ
れ
も
眠
ら
な
い
ん
だ
。

そ
の
と
き
月
が
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
黒
い
貝
の
な
か
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た

の
で

わ
た
し
は
そ
れ
以
上
ギ
リ
シ
ャ
の
国
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

︱

見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
パ
ッ
ラ
ダ
シ
ュ
と
歩
き
回
り
な
が
ら

比
類
な
き
ギ
リ
シ
ャ
の
、
何
千
年
も
の
昔
の
立
派
な
墓
に
供
え
ら
れ
た
花

束
を
。

　
詩
人
は
眠
れ
な
い
夢

︱
そ
れ
が
結
局
夢
な
の
か
ど
う
か
は
こ
の
時

点
で
は
判
然
と
し
な
い
。「
昔
の
月
が
わ
た
し
を
眠
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ

た
」
の
な
ら
わ
た
し
は
眠
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
パ
ッ
ラ
ダ
シ
ュ

が
わ
た
し
を
引
き
ず
り
出
し
た
の
は
「
夢
の
影
に
満
ち
た
眠
り
」
か
ら
で

あ
り
、
や
っ
ぱ
り
「
わ
た
し
」
は
眠
っ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
こ

は
「
昔
の
月
が
わ
た
し
を
眠
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
夢
を
見
て

い
る
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う

︱
の
な
か
で
パ
ッ
ラ
ダ
シ
ュ
に
引
き
ず

り
出
さ
れ
ギ
リ
シ
ャ
の
国
を
彷
徨
う
。
こ
こ
で
詩
人
が
「
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
墓
」
は
ギ
リ
シ
ャ
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
の
ず
と
異
国

情
緒
を
伴
う
。
そ
の
ど
こ
か
現
実
感
の
な
い
墓
と
詩
人
は
ど
う
関
わ
る
の

か
。
こ
の
長
詩
の
な
か
ほ
ど
で
詩
人
は
語
る
。

き
の
う
一
晩
中
ず
っ
と
、
真
っ
暗
闇
の
ギ
リ
シ
ャ
の
国
を
パ
ッ
ラ
ダ
シ
ュ

と
歩
き
回
っ
て

わ
た
し
は
な
に
も
見
な
か
っ
た
。

わ
た
し
が
墓
か
ら
抜
け
出
し
て
か
ら
、
何
日
経
つ
の
だ
ろ
う
、

君
た
ち
に
電
話
し
よ
う
と
出
て
来
た
の
は
い
い
が
、
自
分
の
墓
が
見
つ
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
。

わ
た
し
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
み
な
は
言
う
、
わ
た
し
も
ひ
と
り
で
い
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君
も
そ
こ
へ
入
り
込
ん
で
、
何
日
か
じ
っ
と
し
て
い
れ
ば
い
い
。

ど
れ
だ
け
の
人
が
ブ
ボ
ネ
ッ
シ
ョ
ル
に
出
か
け
て
い
く
の
だ
ろ
う
、
わ
ず

か
な
休
暇
の
間
に

彼
ら
の
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
歓
待
で
、
き
の
う
の
晩
、
君
た
ち
の
こ
と

を
思
い
出
し
た
。

夢
と
夢
の
な
か
、
光
の
煌
め
き
の
な
か
で
、
古
い
月
の
な
か
で

君
た
ち
は
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
で
横
た
わ
っ
て
い
た
。

君
の
妹
の
チ
ャ
ル
シ
ラ
は
、
試
験
の
あ
と
で
墓
に
横
た
わ
り

わ
た
し
の
詩
を
木
切
れ
で
ひ
っ
く
り
返
し
て
見
て
い
た

︱

　
詩
人
は
墓
を
抜
け
出
し
て
き
た
と
語
る
が
、
こ
の
詩
に
お
け
る
墓
は
ど

こ
か
出
た
り
入
っ
た
り
で
き
る
安
息
所
の
よ
う
な
趣
を
持
つ
。
こ
の
詩
は

ま
た
、「
眠
り
ま
た
は
夢
＝
ギ
リ
シ
ャ
の
国
＝
死
者
た
ち
の
国
」
と
「
目

覚
め
＝
コ
ル
カ
タ
＝
生
あ
る
い
は
日
常
の
世
界
」
の
対
比
で
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
く
の
だ
が
、
詩
人
は
そ
の
双
方
を
行
き
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
詩
の
最
後
で
は
、
死
者
の
国
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
と
現
実

の
コ
ル
カ
タ
が
詩
人
の
な
か
で
混
ざ
り
合
う
。

少
し
前
に
わ
た
し
は
ギ
リ
シ
ャ
の
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
。

わ
た
し
を
呼
び
寄
せ
た
人
々

そ
の
人
た
ち
の
墓
を
全
部
、
わ
た
し
は
暗
闇
の
な
か
で
見
て
き
た
。

墓
碑
と
墓
碑
と
墓
碑
で
、
わ
た
し
は
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

チ
ョ
ロ
ン
ギ
の
、
十
フ
ィ
ー
ト
も
あ
る
壁
の
よ
う
な
ポ
ス
タ
ー
で
、
わ
た

し
は
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

わ
た
し
が
君
に
書
い
た
手
紙
は
、
一
年
半
も
経
っ
て
き
の
う
返
っ
て
き
た

︱
　
チ
ョ
ロ
ン
ギ
は
コ
ル
カ
タ
に
あ
る
大
通
り
の
名
前
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

の
国
で
た
く
さ
ん
の
墓
を
見
て
、
墓
碑
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

詩
人
は
ま
た
、
現
実
の
チ
ョ
ロ
ン
ギ
の
巨
大
な
ポ
ス
タ
ー
で
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
て
も
い
る
。
シ
ョ
ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト
パ
ッ
ダ
エ
の
「
墓
」
は
夢
の

な
か
の
墓
で
あ
り
、
死
の
象
徴
で
も
あ
る
。
な
ぜ
か
そ
の
「
墓
」
に
重
み

と
具
体
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、
現
実
に
は
墓
を
持
た
な
い
は
ず
の
作

者
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
墓
は
ベ
ン
ガ
ル
語
で
「
コ
ボ
ル
（kabar

）」
も
し
く
は
「
シ
ョ

マ
デ
ィ
（sam

adhi

）」
と
言
う
。
こ
の
両
者
は
日
常
的
に
は
交
換
可
能
な

同
義
の
単
語
で
も
あ
る
が
、
含
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
若
干
の
差
が
あ

る
。
コ
ボ
ル
は
単
純
に
遺
体
を
横
た
え
る
場
所
、
も
し
く
は
穴
で
あ
る
の

に
対
し
、
シ
ョ
マ
デ
ィ
は
い
わ
ゆ
る
三
昧
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
「
サ
マ
ー
デ
ィ
（sam

adhi

）」
か
ら
来
た
単
語
で
、
単
に
墓
を
指
す
こ

と
も
で
き
る
と
同
時
に
精
神
が
完
全
に
満
た
さ
れ
た
状
態
、
あ
る
い
は
個

我
が
至
上
の
存
在
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
先
に
挙
げ
た
詩

の
う
ち
、
ニ
ル
モ
レ
ン
ド
ゥ
・
グ
ン
の
作
品
と
ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
の
作
品

で
は
「
コ
ボ
ル
」
が
用
い
ら
れ
、
シ
ョ
ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト
パ
ッ
ダ
エ
が

「
シ
ョ
マ
デ
ィ
」
を
多
用
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま

た
同
じ
詩
の
中
で
の
使
い
分
け
も
興
味
深
い
。
ギ
リ
シ
ャ
の
墓
や
見
つ
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
自
分
の
墓
は
「
シ
ョ
マ
デ
ィ
」
だ
が
、
み
な
や
チ
ャ
ル

シ
ラ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
墓
は
「
コ
ボ
ル
」
な
の
で
あ
る
。

二
　
焼
き
場
、
そ
し
て
死
神

　
墓
が
比
較
的
自
由
自
在
に
用
い
ら
れ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
の
に
対
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し
、
墓
を
持
た
な
い
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
死
を
暗
示
す
る
、
遺
体

を
燃
や
す
焼
き
場
や
薪
は
一
直
線
に
死
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
同
じ
シ
ョ
ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト
パ
ッ
ダ
エ
の
最
大
の
ヒ
ッ
ト
作
、「
行

け
る
さ
、
で
も
な
ぜ
行
く
ん
だ
？
（Yete pari kintu keno yabo?

）」
に
は

そ
う
し
た
焼
き
場
の
シ
ー
ン
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
詩
人
は
一
筋

縄
で
は
い
か
な
い
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
の
ち
、
こ
の
詩
の
後
半
で

こ
う
語
る
。

今
　
夜
も
更
け
て
　
穴
の
淵
に
佇
め
ば

月
が
呼
ぶ
　
お
い
で
　
お
い
で
　
お
い
で

今
　
眠
気
と
と
も
に
　
ガ
ン
ジ
ス
の
辺
に
佇
め
ば

薪
が
呼
ぶ
　
お
い
で
　
お
い
で
　
お
い
で

行
け
る
さ

ど
ち
ら
の
方
に
も
進
む
こ
と
は
で
き
る

で
も
　
な
ぜ
行
く
ん
だ
？

今
一
度

子
ど
も
の
頬
に
接
吻
し
た
い

行
く
さ

で
も
　
今
す
ぐ
に
は
行
か
な
い

君
た
ち
も
一
緒
に
連
れ
て
行
く

ひ
と
り
で
は
行
か
な
い

こ
ん
な
不
吉
な
と
き
に
。

　
ガ
ン
ジ
ス
河
と
薪
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
の
死
を
意
味
す
る
。

一
般
的
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
遺
体
を
ガ
ン
ジ
ス
河
の
辺
で
燃
や
し
、
骨

は
そ
の
ま
ま
河
に
流
す
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
薪
が
お
い
で
、
お
い
で
と

呼
ぶ
と
い
う
の
は
死
の
呼
び
声
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
月
の
呼
び
声
は

な
ん
な
の
か
。
月
も
ま
た
し
ば
し
ば
死
と
結
び
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

の
月
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
詩
人
が
穴
の
淵
に
佇
ん
で
い
る
と

き
に
、
月
が
呼
ぶ
の
だ
か
ら
、
穴
か
ら
落
ち
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
呼
び

止
め
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
そ
の
対
比
は
次
の
ス
タ
ン
ザ
で
は
っ
き

り
す
る
。
詩
人
は
言
う
、「
行
け
る
さ
、
ど
ち
ら
の
方
に
も
進
む
こ
と
は

で
き
る
」。
つ
ま
り
死
ぬ
こ
と
だ
っ
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
彼
は
最
終
的
に
生
き
る
こ
と

を
選
択
し
て
い
る
。「
行
く
さ
、
で
も
　
今
す
ぐ
に
は
行
か
な
い
」、
す
な

わ
ち
い
つ
で
も
死
ね
る
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
は
死
ぬ
が
、
そ
れ
は
今
で
は

な
い
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
詩
人
の
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。

　
死
に
ま
つ
わ
る
焼
き
場
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
う
ひ
と
つ
。
同
じ
く
生
ま
れ

も
育
ち
も
西
ベ
ン
ガ
ル
の
ジ
ョ
エ
・
ゴ
ー
シ
ャ
ミ(

出
自
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、

Joy G
osw

am
i, 

一
九
五
四
～)

に
よ
る
「
友
人
に( B

andhuke)

」
と
い
う
短

い
詩
で
あ
る
。

そ
う
さ
　
ま
た
明
日
会
お
う
　
明
日
で
な
け
れ
ば
　
次
の
金
曜
日

で
な
け
れ
ば
来
月
か
　
半
年
後
　
君
が
外
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら

さ
も
な
け
れ
ば
　
ま
た
外
国
へ
行
っ
て
し
ま
う
前
か
　
わ
た
し
が

死
ん
だ
あ
と
に
で
も
…
…
葬
儀
や
ら
何
や
ら
が
全
部
す
め
ば

粉
々
に
な
っ
た
　
手
や
足
と
会
え
る
だ
ろ
う
　
河
の
辺
で

崩
れ
落
ち
た
シ
ヴ
ァ
の
寺
院
の
　
ひ
び
割
れ
た
テ
ラ
ス
の
前
で

君
の
薪
の
最
後
の
煙
の
う
し
ろ
で
…
…
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あ
り
ふ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
で
こ
の
詩
は
始
ま
る
。
ま
た
す
ぐ
会
お
う
と

言
っ
て
い
て
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
延
び
て
い
っ
て
何
年
も
経
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
経
験
は
だ
れ
に
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
さ
ら
に
延
び
延
び
に

な
っ
て
、
つ
い
に
は
相
手
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
経
験
も
あ
る

程
度
年
を
と
っ
た
も
の
に
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
詩
の
お
も
し
ろ
さ

は
そ
の
、
死
ん
だ
後
に
会
お
う
と
言
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
粉
々
に
な
っ

た
手
や
足
は
す
っ
か
り
焼
か
れ
た
遺
体
の
、
残
っ
た
骨
だ
ろ
う
。
そ
し
て

薪
の
煙
の
う
し
ろ
で
会
う
と
い
う
の
は
、
荼
毘
に
付
さ
れ
た
の
ち
の
、
肉

体
を
失
っ
て
な
お
残
る
存
在
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
の
表
現
で
あ
る
。
ち
な

み
に
シ
ヴ
ァ
神
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
三
大
神
の
ひ
と
り
で
荒
ぶ
る
神
と

し
て
知
ら
れ
る
が
、
焼
き
場
と
も
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
。
シ
ヴ
ァ
神
は

焼
き
場
の
神
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
詩
で
は
、
は
じ
め
「
わ
た
し
が
死
ん

だ
あ
と
に
で
も
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
最
後
は
「
君
の
薪
の
最
後
の
煙
」

に
な
っ
て
お
り
、
両
者
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
で
ま
た
会
う
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

　
同
じ
く
西
ベ
ン
ガ
ル
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
詩
人
、
チ
ロ
ン
ジ
ブ
・
ボ
シ
ュ

（C
hiranjib B

asu, 

一
九
六
八
～
）
は
、
そ
の
焼
き
場
を
真
正
面
か
ら
扱
っ

て
み
せ
る
。「
無
法
地
帯
の
話（U

padrut anchaler katha

）」が
そ
れ
で
あ
る
。

わ
た
し
の
死
の
の
ち
に
、
君
た
ち
の
た
め
に
ド
ー
ム
が
そ
こ
に
い
る
だ
ろ
う

不
滅
の
薪
、
そ
し
て
ダ
リ
の
絵
の
よ
う
な
輝
く
風

体
に
染
み
つ
い
た
酒
と
慣
れ
親
し
ん
だ
地
下
世
界
を
肩
に
担
ぐ
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
熟
練
者
た
ち
の
体
を
揺
ら
す
リ
ズ
ム
は

こ
の
世
界
に
気
付
か
れ
ぬ
ま
ま
、
あ
の
薪
の
上
で
目
覚
め
て
い
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
ば
焼
け
た
屍
体

︱

半
ば
焼
け
た
体
、
そ
の
残
り
を
母
な
る
暗
闇
は
食
い
尽
く
す
だ
ろ
う

半
ば
燃
え
た
炎
、
そ
れ
は
誕
生
を
用
意
す
る
た
め
に
行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う

人
形
に
飢
え
は
な
い
、
渇
き
も
な
い

︱
偉
大
な
る
工
匠
が
虚
空
に
存
在

す
る
の
み

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
死
に
向
け
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
誕
生
に
向
け
て
、
彼

は
密
か
に

乳
母
と
ド
ー
ム
を
送
り
つ
け
る
、
彼
こ
そ
が
熟
練
者
た
ち
の
リ
ズ
ム
を
肩

に
担
ぎ

彼
こ
そ
が
酒
を
送
り
つ
け
る
、
慣
れ
親
し
ん
だ
地
下
世
界
と
死
を
売
り
歩

く
者
…
…

　
ド
ー
ム
は
一
般
的
に
焼
き
場
で
働
く
人
々
（
の
カ
ー
ス
ト
）
を
指
す
。

そ
れ
ゆ
え
ド
ー
ム
は
社
会
階
層
上
最
も
低
く
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る

の
だ
が
、「
熟
練
者
た
ち
」
と
は
そ
の
ド
ー
ム
の
こ
と
で
、
彼
ら
は
「
体

に
染
み
つ
い
た
酒
と
慣
れ
親
し
ん
だ
地
下
世
界
を
肩
に
担
」
い
で
い
る
。

そ
の
あ
と
詩
人
は
屍
体
に
目
を
向
け
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
に
存
在
す
る

「
偉
大
な
る
工
匠
」
へ
思
い
を
馳
せ
る
。「
偉
大
な
る
工
匠
」
こ
そ
が
さ
ら

に
ま
た
そ
の
熟
練
者
た
ち
を
肩
に
担
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル

の
「
無
法
地
帯
」
は
焼
き
場
が
死
者
た
ち
の
場
所
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
の

掟
が
通
用
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
死
を
司
っ

て
い
る
こ
の
「
偉
大
な
る
工
匠
」
は
し
か
し
、
死
の
み
を
司
る
の
で
は
な

い
、
そ
の
先
の
再
生
も
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
彼
は
密
か

に
誕
生
の
た
め
に
乳
母
を
、
死
の
た
め
に
ド
ー
ム
を
こ
の
世
に
送
る
の
で

あ
る
。

　
死
を
司
る
も
の
、
と
言
え
ば
ヤ
マ
、
日
本
で
言
う
閻
魔
も
ベ
ン
ガ
ル
詩
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に
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
西
ベ
ン
ガ
ル
の
詩
人
、
オ
ミ
ヨ
・
チ
ョ
ッ
ク

ロ
ボ
ル
テ
ィ
（A

m
iya C

hakravarty, 

一
九
〇
一
～
八
六
）
は
「
ソ
ネ
ッ
ト

（Sonnet

）」
で
ヤ
マ
に
こ
う
呼
び
か
け
る
。

ヤ
マ
よ
、
闇
の
旅
人
の
話
を
聞
い
て
お
く
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
ん
だ
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
ん
や
り
と
し
た
あ
ち

ら
側
に
わ
た
し
た
ち
は
行
く

行
く
、
メ
デ
ィ
ニ
プ
ル
の
人
間
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
の
な
か
を

︱

嵐
の
晩
に
は
メ
デ
ィ
ニ
プ
ル
の
空
虚
さ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
し
を
呼
ぶ
。

　
メ
デ
ィ
ニ
プ
ル
は
西
ベ
ン
ガ
ル
州
に
あ
る
県
の
ひ
と
つ
で
、
海
に
近

く
、
洪
水
が
多
発
す
る
地
域
で
も
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
洪
水
に
よ
っ
て
突

然
死
に
見
舞
わ
れ
た
人
々
が
登
場
す
る
。
旱
魃
が
続
き
、
渇
き
に
耐
え
ら

れ
ず
子
ど
も
た
ち
が
泣
き
叫
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
洪
水
が
や
っ
て
く
る

（
実
際
、
洪
水
は
遅
す
ぎ
る
雨
期
に
頻
発
す
る
）。
そ
し
て
死
ん
だ
人
々
は
最

後
に
ヤ
マ
に
言
う
。

聞
い
て
お
く
れ

あ
ま
り

覚
え
て
い
な
い

ヤ
マ
よ
、家

を
守
る
女
た
ち
は
ど
こ
だ
？

家
の
ど
こ
に
？

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
、
道
を
教
え
て
お
く
れ
、
さ
も
な
け
れ

ば
ど
う
や
っ
て
行
く
の
か
？

　
こ
こ
で
の
ヤ
マ
は
死
者
を
迎
え
に
来
る
も
の
で
も
、
人
を
裁
く
も
の
で

も
な
い
。
死
者
（
た
ち
）
は
ヤ
マ
に
死
後
世
界
へ
の
道
を
示
す
こ
と
を
求

め
る
。
ヤ
マ
は
死
者
の
国
へ
の
案
内
人
な
の
だ
。

ヤ
マ
と
い
う
固
有
名
詞
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
案
内
人
的
な
死
の

神
を
想
起
さ
せ
る
作
品
を
も
う
ひ
と
つ
挙
げ
て
お
く
。
ジ
ョ
エ
・
ゴ
ー

シ
ャ
ミ
の
「
夕
暮
れ
の
戸
口
に
　
憂
鬱
が
立
つ
（Sandhyebela darja dhare 

danralo bishad

）」
が
そ
れ
で
あ
る
。

夕
暮
れ
の
戸
口
に
　
憂
鬱
が
立
つ
　
そ
の
顔
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
　
午
後
も
遅
く
の
　
太
陽
の
沈
む

山
の
向
こ
う
の
　
色
を
身
に
ま
と
う
　
そ
の
顔
は
真
っ
黒

憂
鬱
は
夕
暮
れ
に
訪
れ
て
　
戸
口
に
立
つ
　
そ
れ
は
男

わ
た
し
は
手
を
伸
ば
し
　
そ
れ
が
手
を
握
る
　
鉄
の
よ
う
に
堅
い
手

そ
れ
は
わ
た
し
を
　
家
か
ら
外
へ
と
引
っ
張
り
出
し
た
　
そ
の
顔
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
　
そ
れ
が
先
を
行
き
　
わ
た
し
は
そ
れ
に
随
（
し

た
が
）
う
。

夕
刻
が
過
ぎ
　
夜
に
な
り
　
夜
か
ら
明
け
方
に
　
朝
か
ら
昼
に
　
そ
し
て

何
日
も
　
何
か
月
も

水
辺
を
　
夜
を
　
木
々
を
　
舟
を
　
人
家
を
　
丘
を
　
上
り
下
り
を

殴
打
を
　
衝
撃
を
　
毒
を
　
疑
い
を
　
妬
み
を
　
泥
を

墓
を
　
墓
場
を
　
文
明
の
肋
骨
を
　
屍
体
を
埋
め
る
湿
地
を
　
そ
し
て
草

地
を

越
え
て
　
わ
た
し
自
身
の
死
を
　
死
の
あ
と
の
死
を
　
乗
り
越
え
て
や
っ
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て
来
た

　
　
　
　
　
　
　
骨
と
な
っ
た
指
で
掴
む
　
一
本
の
ペ
ン
以
外

な
に
も
な
い
…

　
こ
の
「
憂
鬱
」
を
擬
人
化
し
た
よ
う
な
男
は
や
は
り
、
一
種
の
死
神
と

解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
鉄
の
よ
う
な
堅
い
手
は
詩
人
を
掴
み
、
ど

ん
ど
ん
と
進
ん
で
い
く
。
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
走
馬
灯
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
も
あ
り
、
そ
し
て
詩
人
は
墓
や
墓
場
や
屍
体
を
埋
め
る
湿
地
を
越
え

て
行
く
。
そ
の
末
に
到
達
す
る
最
後
の
二
行
は
印
象
的
で
あ
る
。
詩
人
は

「
自
分
の
死
」
を
越
え
、
さ
ら
に
「
死
の
あ
と
の
死
」
ま
で
も
越
え
て
行

く
の
だ
が
、
こ
れ
は
死
が
一
回
限
り
の
も
の
で
は
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
あ
と
で
、
詩
人
は
ま

だ
ペ
ン
を
掴
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
エ
・
ゴ
ー
シ
ャ
ミ
は
死
ん
だ
の

ち
も
何
度
も
そ
れ
を
繰
り
返
し
、
何
度
目
の
人
生
で
あ
ろ
う
と
も
な
お
書

こ
う
と
し
て
い
る
。

死
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
詩
人
、ア
ル
・

マ
ー
ム
ド
が
「
そ
の
射
貫
く
よ
う
な
視
線
（A

ntarbhedi abolokan

）」
で

描
く
死
神
は
奇
妙
な
ほ
ど
生
々
し
い
が
、
そ
れ
は
い
き
な
り
「
死
」
の
登

場
で
始
ま
る
。

き
の
う
死
が
手
を
伸
ば
し
て
き
た
、
わ
た
し
の
部
屋
に
。

窓
の
隙
間
か
ら
あ
の
長
い
手
が

目
の
見
え
な
い
者
だ
け
が
持
つ
感
覚
の
力
で

寝
台
の
上
を
す
る
す
る
と
進
ん
で
き
た
。

わ
た
し
の
妻
は
、
熱
を
出
し
た
子
ど
も
の
頭
に
水
を
垂
ら
し
て
い
た
。

彼
女
の
目
は
瞬
き
も
せ
ず
、
石
の
よ
う
。

（
中
略
）

そ
し
て
そ
の
手
が
枕
の
す
ぐ
近
く
ま
で
や
っ
て
来
る
の
を

わ
た
し
は
見
た
。

血
管
は
浮
き
上
り
、
爪
は
伸
び
、
け
む
く
じ
ゃ
ら
。

　
や
っ
て
来
た
の
は
死
神
で
あ
ろ
う
が
、
な
ん
と
も
獣
的
な
具
体
的
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
死
神
は
け
む
く
じ
ゃ
ら
の
手
を
し
て
い
る
。

そ
の
死
神
が
襲
い
掛
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
病
気
の
子
ど
も
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
目
撃
し
て
い
る
作
者
は
声
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
の

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
お
そ
ら
く
は
死
神
の
姿
は
見
え
て
い
な
い
妻
が
気

配
に
気
づ
く
。

︱
だ
れ
、
だ
れ
？

水
の
流
れ
が
止
ま
っ
た
。

わ
た
し
の
妻
は
目
を
上
げ
て
じ
っ
と
み
つ
め
る
。

彼
女
の
手
に
は
空
に
な
っ
た
水
入
れ
。
ブ
ラ
ウ
ス
の
ボ
タ
ン
が
は
ず
れ
、

「
へ
」
と
い
う
文
字
の
よ
う
な
鎖
骨
が
浮
き
上
が
っ
て
見
え
る
。

乾
い
た
目
の
、
射
貫
く
よ
う
な
視
線
。

わ
た
し
は
死
に
目
を
や
っ
た
。
そ
し
て
見
た
、

犬
が
尻
尾
を
巻
く
よ
う
に
、
そ
れ
が
窓
の
方
に
引
き
上
げ
て
い
く
の
を
。

長
い
爪
、
血
管
は
浮
き
上
り
、
け
む
く
じ
ゃ
ら
。

　「
そ
の
射
貫
く
よ
う
な
視
線
」
は
死
神
の
そ
れ
で
は
な
く
、
病
気
の
子

を
看
病
す
る
妻
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
母
の
視
線
に
よ
っ
て
死
神
の
毛
む

く
じ
ゃ
ら
の
手
は
す
る
す
る
と
退
散
し
て
い
く
。

こ
こ
で
は
死
神
が
生
々
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
死
神
と
の
攻
防
も
具
体
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的
で
、
あ
る
種
の
体
感
を
伴
っ
て
い
る
。
死
神
と
の
戦
い
に
勝
利
し
た
こ

の
詩
に
お
い
て
は
当
然
な
が
ら
死
の
先
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。

三
　
自
ら
の
死
、
そ
し
て
輪
廻

　
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
詩
人
に
と
っ
て
は
、
死
と
は
繰
り
返
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
一
回
限
り
の
厳
然
と
し
た
死
を
前
提
と
し
た
も
の
が
目
立

つ
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ム
ス
リ
ム
詩
人
、
シ
ョ
ヒ
ド
・
カ
ド
リ
（Shahid 

Q
uadri, 

一
九
四
二
～
二
〇
一
六
）
が
自
ら
の
死
を
想
像
し
た
「
死
の
の
ち

に
（M

rityur pare

）」
に
お
け
る
そ
の
描
写
は
強
烈
で
あ
る
。
こ
こ
に
も

ま
た
墓
と
ジ
ャ
ッ
カ
ル
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
文
脈
は
一
風
変
わ
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
短
い
詩
な
の
で
全
文
を
挙
げ
て
お
く
。

こ
の
蔦
の
絡
ま
る
草
む
ら
に
わ
た
し
は
居
つ
づ
け
る
。

彷
徨
え
る
風
に
舞
う
黄
色
い
葉
っ
ぱ
に
、

池
の
ほ
と
り
の
か
た
つ
む
り
に
、

ほ
ん
の
一
滴
で
死
に
至
ら
し
め
る
毒
に
、

　
　
　
も
し
う
っ
か
り
だ
れ
か
が
そ
れ
を
飲
ん
で
く
れ
る
と
い
う
な
ら
、

あ
る
い
は
薫
り
高
い
香
油
の
小
瓶
に
、

そ
れ
と
も
女
の
髪
に
、

密
か
に
隠
れ
よ
う
、
彼
女
が
眠
り
に
つ
い
た
晩
に
。

少
な
く
と
も
ひ
と
っ
跳
び
で
壁
を
越
え
、

わ
た
し
の
墓
に
辿
り
着
け
る
よ
う
に
。
わ
た
し
は
燃
え
る
ジ
ャ
ッ
カ
ル
、

よ
く
利
く
鼻
で
嗅
ぎ
ま
わ
り
、
夜
の
静し
じ
ま寂
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト
に
包
ま
れ
、

わ
た
し
の
新
し
い
屍
体
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
だ
れ
に
も
邪
魔
さ
れ
ず
に

血
を
肉
を
骨
を
す
べ
て
食
い
尽
く
し
、

自
分
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。
こ
の

わ
た
し
個
人
の
朽
ち
る
べ
き
も
の
を
食
い
尽
く
し
。

　
死
ん
だ
の
ち
の
詩
人
は
蔦
の
か
ら
ま
る
草
む
ら
や
葉
っ
ぱ
や
香
油
や
、

要
す
る
に
こ
の
世
界
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
墓
で

は
な
い
。
彼
は
な
ん
と
か
し
て
自
分
の
墓
に
行
こ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に

辿
り
着
い
た
詩
人
は
ジ
ャ
ッ
カ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ジ
ャ
ッ

カ
ル
は
、
自
ら
の
屍
体
を
食
い
尽
く
し
て
自
分
を
救
お
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
、
屍
体
、
す
な
わ
ち
朽
ち
る
べ
き
も
の
を
食
い
尽
く
し
て
自
ら

を
救
う
、
と
い
う
発
想
に
は
ど
こ
と
な
く
解
脱
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
少

な
く
と
も
詩
人
は
、
じ
っ
と
墓
で
復
活
の
日
を
待
つ
気
は
な
い
よ
う
だ

し
、
自
ら
自
分
を
救
お
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
死
の
の
ち
に
」
と
い
う
作
品
は
「
正
し
く
」
イ
ス
ラ
ム
的
な
死

後
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
死
ん
だ
「
わ
た
し
」
は

墓
に
お
ら
ず
、
自
分
の
遺
体
を
な
き
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
イ
ス
ラ

ム
の
教
え
に
反
す
る
と
も
言
え
る
。
一
方
で
そ
の
表
現
の
生
々
し
さ
は
強

烈
で
あ
り
、
そ
れ
は
燃
や
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
屍
体
」
と
い
う
も
の
の

絶
対
的
な
存
在
に
支
え
ら
れ
て
も
い
る
。

　
一
方
で
、
何
度
も
死
ぬ
、
す
な
わ
ち
何
度
も
生
き
る
と
は
、
輪
廻
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
は
輪
廻
思
想
を
発
達
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
主
と
し

て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。「
死
ん
で
ま
た
戻
っ

て
く
る
」
と
い
う
発
想
自
体
は
わ
れ
わ
れ
に
も
馴
染
み
の
な
い
も
の
で

は
な
い
。
例
え
ば
次
に
挙
げ
る
西
ベ
ン
ガ
ル
の
詩
人
、
ジ
ボ
ナ
ノ
ン
ド
・

ダ
ー
シ
ュ
（Jibanananda D

as, 

一
八
九
九
～
一
九
五
四
）
の
「
オ
レ
ン
ジ

( K
am

alalebu)
」
の
よ
う
な
感
覚
で
あ
る
。
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一
度
こ
の
体
か
ら
抜
け
出
た
ら

ま
た
わ
た
し
は
こ
の
世
界
に

戻
っ
て
来
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？

ま
た
戻
っ
て
来
ら
れ
る
よ
う
に
。

あ
る
冬
の
晩

一
個
の
冷
た
い
オ
レ
ン
ジ
の
　
悲
し
い
果
肉
を
持
っ
て

と
あ
る
懐
か
し
い
人
の
　
死
に
ゆ
く
寝
台
の
縁
に
。

　
詩
人
は
死
ん
だ
の
ち
に
再
び
こ
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
願
う
。

し
か
し
な
ぜ
死
に
ゆ
く
人
の
寝
台
に
戻
っ
て
き
た
い
の
だ
ろ
う
？
　
そ

れ
は
詩
人
が
心
残
り
に
し
て
い
る
だ
れ
か
な
の
か
？
　
あ
る
い
は
一
度

死
ん
だ
も
の
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
死
に
ゆ
く
人
の
友
と
な
っ
て
慰
め
た
い

の
だ
ろ
う
か
？

　
西
ベ
ン
ガ
ル
の
女
性
詩
人
、
出
自
と
し
て
や
は
り
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
で
あ

る
ノ
ボ
ニ
タ
・
デ
ブ
シ
ェ
ン
（N
abanita D

evsen, 

一
九
三
八
～
二
〇
一
九
）

も
ま
た
、
人
の
、
も
し
く
は
自
ら
の
死
を
輪
廻
的
な
世
界
観
の
も
と
で
描

い
て
い
る
。「
テ
ィ
ラ
ン
ジ
ョ
リ
（
葬
儀
の
際
に
胡
麻
と
水
を
捧
げ
る
儀
式

の
こ
と
）」
と
題
す
る
そ
の
詩
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

わ
た
し
は
わ
た
し
の
父
の
と
こ
ろ
に
帰
る
。

あ
あ
、
山
よ
、
森
よ
、
聖
な
る
水
を
湛
え
た
河
よ

あ
あ
、
七
人
の
聖
者
よ
、
小
熊
座
の
星
よ
、
北
極
星
よ

目
撃
者
と
な
っ
て
お
く
れ
、
わ
た
し
の
旅
の

道
連
れ
と
な
っ
て
お
く
れ
、
わ
た
し
の
旅
の

わ
た
し
は
わ
た
し
の
父
の
と
こ
ろ
へ
帰
る
。

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
死
の
旅
路
で
あ
る
。
父
と
い
う
の
は
亡
き
父
か
も
し

れ
な
い
し
、
絶
対
者
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
続
く
第
二
連
で
、
詩
人
は

「
古
い
家
」
に
帰
る
と
言
う
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。

あ
あ
、
わ
た
し
の
良
き
世
界
よ

お
ま
え
の
子
宮
の
濃
い
闇
の
原
初
の
安
息
所
に

再
び
帰
る
。

　
そ
れ
は
子
宮
の
よ
う
な
場
所
で
あ
り
、彼
女
は
そ
こ
に
「
再
び
」
帰
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
死
は
一
回
限
り
の
も
の
で
は
な
い
。
詩
人
は
こ
の
あ

と
で
星
の
胎
児
と
な
り
、
誕
生
へ
と
向
か
う
。

あ
あ
、
山
よ
、
森
よ
、
聖
な
る
水
を
湛
え
た
河
よ

︱

完
全
か
ら
完
全
を
取
っ
て
も
完
全
が
残
る
と
言
う

あ
あ
、
太
陽
よ
、
風
よ
、
光
に
満
ち
た
星
々
よ

︱

今
日
、
わ
た
し
を
抱
け

古
い
安
息
所
の
名
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
前
世
を
返
し

内
に
お
い
て
も
、
外
に
お
い
て
も
、
自
由
で
あ
る
…
…

今
、
わ
た
し
を

ほ
か
の
名
前
で
呼
ん
で
お
く
れ
。

　「
わ
た
し
」
の
死
と
再
生
を
ノ
ボ
ニ
タ
・
デ
ブ
シ
ェ
ン
は
シ
ン
プ
ル
に
、

そ
し
て
雄
大
に
描
い
て
み
せ
る
。「
わ
た
し
」
は
死
に
、
か
つ
て
い
た
場

所
に
戻
る
が
、
そ
こ
は
ま
た
子
宮
で
も
あ
り
、
再
び
胎
児
と
な
る
。
そ
の
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新
し
い
「
わ
た
し
」
は
新
し
い
名
前
を
持
つ
が
、そ
れ
は
同
じ
「
わ
た
し
」

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
　
留
ま
る
死
者
と
円
環
す
る
死
者

　
先
に
挙
げ
た
ノ
ボ
ニ
タ
・
デ
ブ
シ
ェ
ン
の
作
品
で
は
、
死
と
再
生
を
繰

り
返
す
「
わ
た
し
」
の
一
体
感
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
死
と
再
生
の
ド

ラ
マ
は
し
ば
し
ば
複
数
の
人
間
が
交
錯
す
る
も
の
と
し
て
も
描
か
れ
る
。

ジ
ボ
ナ
ノ
ン
ド
・
ダ
ー
シ
ュ
の
「
娘
（M

eye

）」
は
何
気
な
い
日
常
の
一

コ
マ
と
人
の
死
が
交
錯
す
る
場
面
を
描
い
て
い
る
。
少
々
長
い
が
全
文
を

引
い
て
み
る
。

わ
た
し
の
こ
の
小
さ
な
娘

︱
一
番
下
の
娘
は

寝
台
の
隣
で
寝
て
い
る

寝
て
い
る

︱
起
き
上
が
る

︱
鳥
の
よ
う
に
話
す

は
い
は
い
を
す
る

野
原
か
ら
野
原
へ
　
空
か
ら
空
へ
…
…

あ
の
子
の
こ
と
を
忘
れ
る

︱
あ
の
わ
た
し
の
最
初
の
娘

あ
の
子
が
雲
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
て
　
わ
た
し
に
語
り
か
け
る

︱
お
父
さ
ん
、元
気
？
　
元
気
な
の
ね
？
　
わ
た
し
の
こ
と
好
き
よ
ね
？

わ
た
し
は
あ
の
子
の
手
を
握
る
　
そ
れ
は
た
だ
の
霧

シ
ー
ツ
の
よ
う
に
真
っ
白
な
顔
！

︱
つ
ら
い
の
ね
？
　
わ
た
し
い
つ
死
ん
だ
の
か
し
ら
？
　
今
で
も
覚
え
て
る
？

死
ん
だ
娘
が
　
両
手
で
静
か
に
な
ぞ
る

わ
た
し
の
眼
の
上
を
　
わ
た
し
の
顔
の
上
を

わ
た
し
も
あ
の
子
の
顔
を
　
両
手
で
な
で
る

け
れ
ど
も
あ
の
子
の
顔
は
な
い

︱
眼
も
髪
も
な
い

そ
れ
で
も
わ
た
し
は
あ
の
子
に
会
い
た
い

た
だ
あ
の
子
に

︱
こ
の
世
の
ほ
か
の
だ
れ
で
も
な
く

血
の
通
っ
た
眼
と
髪

︱
わ
た
し
の
あ
の
娘

わ
た
し
の
最
初
の
娘

︱
あ
の
鳥

︱
白
い
鳥

︱
あ
の
子
に
わ
た
し
は

会
い
た
い

あ
の
子
は
す
べ
て
わ
か
っ
て
い
た
よ
う
で

そ
れ
で
新
た
な
生
を
受
け
て
　
突
然
わ
た
し
の
そ
ば
に
立
っ
た
の
だ

あ
の
死
ん
だ
娘
は

あ
の
子
は
言
っ
た

︱
わ
た
し
に
会
い
た
か
っ
た
で
し
ょ
　
だ
か
ら
小
さ
な
妹
を

お
父
さ
ん
の
小
さ
い
娘
を
　
草
の
下
に
置
い
て
き
た
の

そ
こ
に
わ
た
し
は
ず
っ
と
い
た
の
　
暗
闇
の
な
か
に

わ
た
し
は
眠
っ
て
い
た
の

︱
あ
の
子
は
怯
え
て
黙
り
込
む

わ
た
し
は
言
っ
た
︱
ま
た
お
眠
り
︱
小
さ
い
妹
を
呼
ん
で
き
て
お
く
れ

そ
の
命
は
つ
ら
そ
う
に
︱
し
ば
ら
く
黙
っ
て
立
っ
て
い
た
︱
そ
れ
か
ら
霧

す
べ
て
は
霧
と
な
り
　
ゆ
っ
く
り
と
消
え
て
い
っ
た

白
い
シ
ョ
ー
ル
の
よ
う
に
　
一
度
だ
け
ふ
っ
と
風
に
絡
ん
で

︱

渡
り
鴉
の
声
が
響
く

︱

ふ
と
見
る
と
　
下
の
娘
が
は
い
は
い
し

︱
ほ
か
に
は
だ
れ
も
い
な
い
。

　
小
さ
な
娘
を
愛
お
し
そ
う
に
眺
め
る
何
気
な
い
一
コ
マ
か
ら
こ
の
詩
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は
始
ま
る
。
そ
こ
か
ら
一
気
に
作
者
は
死
ん
だ
娘
に
思
い
を
馳
せ
る
。
そ

の
死
ん
だ
娘
が
ふ
っ
と
現
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
現
実
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
詩
人
は
死
ん
だ
娘
が
新
た
な
生
を
受
け
て
や
っ
て
来
た
と
思
う
。

そ
の
死
ん
だ
娘
は
お
父
さ
ん
が
自
分
に
会
い
た
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か

ら
、
小
さ
い
妹
を
連
れ
て
き
た
と
言
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
小
さ
い
妹
は
死

ん
だ
娘
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
の
か
？
　
し
か
し
こ
の
二
人
の
娘
は
や
は

り
別
人
で
あ
る
。
詩
人
は
言
う

︱
「
ま
た
お
眠
り
、
小
さ
い
妹
を
呼
ん

で
き
て
お
く
れ
」。
そ
し
て
最
後
に
は
ま
た
初
め
の
シ
ー
ン
、
下
の
娘
が

は
い
は
い
を
し
て
い
て
ほ
か
に
は
だ
れ
も
い
な
い
と
い
う
現
実
に
戻
っ

て
終
わ
る
。
娘
を
失
く
し
た
親
の
せ
つ
な
い
気
持
ち
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
う
思
い
た
く
と
も
、
新
た
な
命
は
失
わ
れ
た
命
の

代
わ
り
で
は
な
く
、
ふ
た
り
は
別
々
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
死
ん

だ
娘
の
「
そ
こ
に
わ
た
し
は
ず
っ
と
い
た
の
　
暗
闇
の
な
か
に
／
わ
た
し

は
眠
っ
て
い
た
の
」
と
い
う
姿
は
せ
つ
な
い
。

　
同
じ
死
ん
だ
子
ど
も
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
と
し
て
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
を
代
表
す
る
詩
人
、
シ
ャ
ム
シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
（Sham

sur R
ah-

m
an, 

一
九
二
九
～
二
〇
〇
六
）
の
「
一
枚
の
写
真
（Ekti photograph

）」
も

せ
つ
な
い
作
品
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
全
文
を
引
い
て
お
く
。

︱
あ
あ
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
そ
の
後
い
か
が
で
し
た
か
？

お
元
気
で
し
た
か
？
　
お
子
さ
ん
た
ち
は
？
　
と
し
ば
ら
く
話
し
た
あ
と
で

白
壁
に
か
か
っ
た
物
云
わ
ぬ
写
真
を
見
せ
な
が
ら

わ
た
し
は
言
っ
た
、
も
の
問
い
た
げ
な
客
に

︱

︱
こ
れ
は
わ
た
し
の
下
の
息
子
で
す
、
今
は
も
う
い
な
い
ん
で
す
が
。

石
の
か
け
ら
の
よ
う
に

沈
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
、
わ
た
し
た
ち
の
村
の
池
で
、

三
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
す
。
鴉
の
啼
く
夏
の
昼
で
し
た

︱

こ
う
話
す
の
が
な
ん
と
た
や
す
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
。

こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
声
が
震
え
る
で
も
な
く
、

胸
が
割
け
て
た
め
息
が
漏
れ
る
で
も
な
く
、

眼
に
涙
が
溢
れ
る
で
も
な
く
。

自
分
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
自
分
で
驚
い
て
し
ま
う
、

な
ん
と
淡
々
と
し
た
冷
た
い
声
。

三
年
、
た
っ
た
三
年
、

ど
れ
ほ
ど
の
蜘
蛛
の
糸
を
張
り
巡
ら
せ
、
時
を
過
ご
し
た
こ
と
か
。

そ
れ
で
も
こ
の
間
、
な
ん
と
も
無
慈
悲
な
だ
れ
か
が

わ
た
し
の
悲
し
み
の
河
を
干
上
が
ら
せ
、
い
つ
の
間
に
か

中
州
を
作
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

客
が
別
れ
を
告
げ
る
と
、
わ
た
し
は
ま
た
写
真
と
向
き
合
っ
て
立
つ
。

問
い
か
け
る
よ
う
な
眼
で
、

色
褪
せ
て
ゆ
く
悲
し
み
と
と
も
に
。

フ
レ
ー
ム
の
な
か
か
ら
わ
た
し
の
息
子
は

瞬
き
も
せ
ず
に
み
つ
め
か
え
す
、
そ
の
眼
に
は
怒
り
も
悲
し
み
も
な
い
。

　
シ
ャ
ム
シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
は
実
際
に
息
子
を
失
く
し
て
い
る
。
幼

か
っ
た
そ
の
息
子
は
、
田
舎
の
家
に
滞
在
中
、
池
に
は
ま
っ
て
亡
く
な
っ

た
と
い
う
。
ほ
ぼ
現
実
に
即
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

こ
の
詩
の
趣
は
し
か
し
、
前
述
の
「
娘
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
死
ん
だ

息
子
へ
の
薄
れ
て
い
く
思
い
と
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
驚
き
。
そ
し
て
最

後
に
詩
人
は
あ
ら
た
め
て
そ
の
息
子
の
写
真
を
見
る
。「
問
い
か
け
る
よ
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う
な
眼
」
で
写
真
を
見
る
の
は
、
薄
れ
て
い
く
記
憶
へ
の
後
ろ
め
た
さ
で

あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
彼
は
、
息
子
に
な
に
ご
と
か
を
問
い
か
け

る
。
し
か
し
フ
レ
ー
ム
の
な
か
の
息
子
は「
瞬
き
も
せ
ず
に
み
つ
め
か
え
」

し
、「
そ
の
眼
に
は
怒
り
も
悲
し
み
も
な
い
」
の
で
あ
る
。
息
子
は
死
ん

で
い
る
、
と
い
う
厳
然
と
し
た
事
実
が
そ
こ
に
は
あ
る
だ
け
で
、
さ
き
ほ

ど
の
淋
し
げ
な
死
ん
だ
娘
と
は
異
な
り
、
こ
の
息
子
に
は
も
は
や
怒
り
も

悲
し
み
も
な
い
。

　
同
じ
シ
ャ
ム
シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
に
は
「
彼
ら
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
あ

と
で
（O

ra cale yaoyar pare
）」
と
い
う
興
味
深
い
作
品
も
あ
る
。
そ
の

詩
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

今
度
も
ま
た
、
わ
た
し
は
彼
ら
を
失
望
さ
せ
た
。

わ
た
し
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
が
こ
う
言
っ
た
と
き

︱

何
日
か
わ
た
し
た
ち
み
ん
な
、
田
舎
の
家
に
行
く
の
、

あ
な
た
も
一
緒
に
来
て
。

そ
の
と
き
わ
た
し
の
沈
黙
の
な
か
に
、

彼
ら
は
い
や
い
や
を
す
る
カ
ダ
コ
ン
チ
ャ
鳥
を
見
て
し
ま
っ
た
。

　
あ
り
ふ
れ
た
里
帰
り
の
風
景
で
こ
の
詩
は
始
ま
る
。
た
だ
し
み
な
が
里

帰
り
す
る
な
か
、
作
者
は
行
き
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
で

作
者
は
語
る
、
七
一
年
、
つ
ま
り
独
立
戦
争
の
際
に
自
分
も
田
舎
に
隠
れ

住
ん
だ
が
、
そ
れ
以
来
戻
っ
て
い
な
い
こ
と
、
け
れ
ど
も
故
郷
の
池
や
古

い
屋
敷
や
木
々
は
い
つ
で
も
自
分
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
。
な
ぜ
帰
り
た

く
な
い
の
か
は
こ
の
時
点
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
詩

人
は
田
舎
に
帰
ら
ず
町
に
残
り
、
友
人
た
ち
と
語
ら
い
、
本
を
読
ん
で
過

ご
す
。
し
か
し

︱

彼
ら
が
行
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
三
日
の
の
ち
、

あ
る
晩
、
心
の
眼
で
わ
た
し
は
見
る

︱

あ
の
田
舎
で
、
わ
た
し
た
ち
の
古
い
屋
敷
に
つ
づ
く
ベ
ラ
ン
ダ
で

み
な
が
噂
話
を
し
て
い
る
。

手
入
れ
を
し
て
い
な
い
庭
か
ら
は
夜
香
木
の
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
は
、血
を
躍
ら
せ
る
ポ
ッ
プ・ソ
ン
グ
を
流
し
て
い
る
。

会
っ
た
こ
と
の
な
い
父
方
の
お
祖
父
さ
ん
、
そ
し
て
お
祖
母
さ
ん
や
母
方

の
お
祖
父
さ
ん
、

父
さ
ん
に
上
の
伯
父
さ
ん
に
、
教
師
を
し
て
い
た
伯
父
さ
ん
、
母
方
の
叔

父
さ
ん
、
そ
し
て

わ
た
し
の
十
三
歳
の
息
子
が
、墓
を
突
き
破
り
、ひ
と
り
ず
つ
み
な
出
て
く
る
。

ま
る
で
イ
ス
ラ
フ
ィ
ル
の
ら
っ
ぱ
の
音
を
聞
い
た
か
の
よ
う
に
。

　「
会
っ
た
こ
と
の
な
い
父
方
の
お
祖
父
さ
ん
」
の
登
場
か
ら
話
は
思
わ

ぬ
方
向
に
進
み
、
あ
り
ふ
れ
た
里
帰
り
に
見
え
て
い
た
こ
の
詩
の
風
景
は

こ
こ
へ
来
て
一
変
す
る
。
田
舎
の
家
に
集
っ
て
い
る
の
は
死
者
た
ち
で
あ

り
、
彼
ら
は
み
な
、
墓
を
突
き
破
っ
て
蘇
っ
て
き
た
者
た
ち
で
あ
る
。
言

わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
フ
ィ
ル
は
終
末
を
迎
え
る
際

に
、ら
っ
ぱ
を
鳴
ら
し
て
知
ら
せ
る
と
い
う
天
使
で
あ
る
。
そ
の
音
を「
聞

い
た
か
の
よ
う
に
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
ま
さ
に
復
活
の
日
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
当
然
そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
ね
あ
わ
さ

れ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
詩
で
は
、
そ
う
し
た
死
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
様

子
で
い
る
か
が
続
け
て
語
ら
れ
る
。

ア
ラ
ビ
ア
語
や
ペ
ル
シ
ャ
語
も
知
っ
て
い
る
お
祖
父
さ
ん
は
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ま
っ
す
ぐ
モ
ス
ク
へ
と
歩
い
て
行
き
、

上
の
伯
父
さ
ん
は
楽
し
気
な
集
ま
り
に
、

教
師
の
叔
父
さ
ん
は
暗
い
部
屋
で
、
ネ
ス
フ
ィ
ル
ド
の
文
法
書
を
め
く
っ

て
い
る
。

母
方
の
お
祖
父
さ
ん
は
、
黒
い
ア
チ
カ
ン
の
ボ
タ
ン
を
留
め
よ
う
と
し
て

お
祖
母
さ
ん
を
呼
び
、

母
方
の
叔
父
さ
ん
は
長
い
髭
を
櫛
で
梳
い
て
い
る
。

そ
し
て
わ
た
し
の
息
子
は
池
の
ほ
と
り
で
、
ひ
と
り
坐
っ
て
い
る
。

彼
の
顔
に
は
、
物
言
わ
ぬ
傷
の
一
片
の
雲
が
か
か
り
、

そ
し
て
父
さ
ん
が
、
ラ
ジ
オ
の
ポ
ッ
プ
・
ソ
ン
グ
を
消
し
て

重
々
し
い
声
で
母
さ
ん
に
言
っ
た

︱

お
ま
え
の
息
子
は
ど
こ
だ
？
　
ま
だ
家
に
戻
っ
て
き
て
い
な
い
ぞ
。

三
十
六
年
前
に
言
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
。

　
ネ
ス
フ
ィ
ル
ド
の
文
法
書
は
作
者
の
年
代
で
は
よ
く
使
わ
れ
た
英
文

法
の
教
科
書
。
ア
チ
カ
ン
は
ネ
ル
ー
が
よ
く
着
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

詰
襟
の
上
衣
で
あ
る
。
詩
人
の
亡
く
な
っ
た
息
子
が
こ
こ
で
も
ま
た
登
場

し
、
池
の
ほ
と
り
に
坐
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
死
者
た
ち
は
、
生
き
て
い

た
の
と
同
じ
姿
を
取
り
、
生
き
て
い
た
当
時
の
再
現
か
あ
る
い
は
そ
の
続

き
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
死
者
は
、
冒
頭
に

あ
げ
た
「
地
獄
で
温
か
い
」
の
死
者
た
ち
を
想
起
さ
せ
る
具
体
的
な
存
在

で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、詩
人
は
か
つ
て
自
分
は
放
蕩
者
で
あ
っ
た
と
語
り
、

当
時
、
な
か
な
か
家
に
戻
ら
な
い
息
子
を
父
が
叱
責
し
た
と
言
う
。
父
は

こ
こ
で
も
ま
た
、
帰
っ
て
こ
な
い
息
子
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
が
、
す

で
に
死
者
で
あ
る
父
が
「
ま
だ
帰
っ
て
こ
な
い
」
と
言
う
意
味
は
自
ず
と

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
死
者
た
ち
の
住
ま
い
で
あ
る
田
舎
の
家
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
た
詩
人
は
父
に
ど
う
答
え
る
の
か
、
こ
の
詩
は
こ
の
よ

う
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。

わ
た
し
は
椅
子
に
坐
っ
て
い
た
。

わ
た
し
の
手
か
ら
突
然
、
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
『
オ
カ
ル
ト
』
が
滑

り
落
ち
た
。

そ
し
て
わ
た
し
の
胸
の
な
か
で

だ
れ
か
が
わ
た
し
の
遠
い
祖
先
の
よ
う
な

悲
し
げ
な
声
で
言
っ
た

︱

時
が
来
れ
ば
、
呼
ば
れ
な
く
て
も
家
に
帰
る
よ
、
父
さ
ん
。

　
や
は
り
今
は
ま
だ
帰
ら
な
い
、
時
が
来
れ
ば
帰
る
、
と
い
う
の
が
詩
人

の
父
へ
の
返
答
で
あ
る
。
本
当
に
蘇
っ
た
ご
と
く
の
家
族
の
な
か
に
、
自

ら
も
い
ず
れ
加
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
同
じ
く
自
ら
や
近
親
者
の
死
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
異
な
る

趣
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
ジ
ョ
エ
・
ゴ
ー
シ
ャ
ミ
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
夢

（A
r ekti sbapna

）」
で
あ
る
。

母
よ
　
あ
な
た
は
ど
こ
に
　
あ
な
た
は
も
う
ひ
と
つ
の
森
の
そ
ば
を
通
り

　
　
　
　
わ
た
し
を
呼
び
な
が
ら
行
っ
て
し
ま
う

そ
し
て
わ
た
し
は
こ
の
森
で
　
あ
な
た
を
捜
し
求
め
て
き
た

　
こ
の
詩
の
冒
頭
で
母
と
わ
た
し
は
異
な
る
森
に
住
み
、
お
互
い
が
お
互

い
を
捜
し
求
め
て
い
る
。
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母
よ
　
あ
な
た
は
少
女
と
な
っ
て
　
も
う
ひ
と
つ
の
森
の
そ
ば
を
通
り

　
　
　
　「
坊
や
　
坊
や
」
と
わ
た
し
を
呼
び
な
が
ら
行
っ
て
し
ま
う

そ
し
て
そ
の
呼
び
声
が
耳
に
入
る
や
い
な
や
　
こ
の
森
で
わ
た
し
は

　
　
　
　
カ
ベ
リ
の
早
逝
し
た
父
で
あ
る
わ
た
し
は

　
　
　
　
わ
た
し
の
八
歳
の
娘
を
捜
し
て
彷
徨
う
　
そ
の
娘
は

未
だ
に
わ
た
し
を
「
パ
パ
」
と
呼
ぶ
け
れ
ど
　
彼
女
自
身
の
娘
は
も
う
八

歳
に
な
る

　「
早
逝
し
た
父
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
自
ら
は
す
で
に
亡
き
も
の
に

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
母
は
死
者
な
の
か
、
そ
れ
と
も
生
者
な
の
か
。

母
は
少
女
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
す
で
に
死
者
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
死
者
と
な
っ
た
「
わ
た
し
」
か
ら
は
過
去
も
現
在
も
未
来
も

同
時
に
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
わ
た
し
」
は

死
者
特
有
の
無
時
間
の
世
界
に
住
ん
で
お
り
、
そ
こ
で
は
母
は
少
女
と
な

り
、「
坊
や
」
と
わ
た
し
を
呼
び
な
が
ら
捜
す
が
、
わ
た
し
も
幼
い
こ
ろ

の
娘
を
捜
し
て
お
り
、
同
時
に
そ
の
娘
は
す
で
に
立
派
な
大
人
で
す
で
に

八
歳
の
娘
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
わ
た
し
の
森
と
母
の
森
は
交
わ
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。

母
よ
　
あ
な
た
は
わ
た
し
を
呼
び
な
が
ら
　
ど
の
森
の
そ
ば
を
通
る
の
か

　
　
　
　
わ
た
し
は
捜
し
求
め
な
が
ら
彷
徨
う
　
ほ
か
の
ど
こ
か
を

運
よ
く
わ
た
し
た
ち
が
出
会
う
な
ら
　
だ
れ
が
だ
れ
の
こ
と
を
訊
く
だ
ろ
う

だ
れ
が
だ
れ
を
知
る
だ
ろ
う
　
ど
う
や
っ
て
ど
の
子
ど
も
の
名
を
尋
ね
る

だ
ろ
う

ふ
た
つ
の
森
の
間
を
流
れ
る
の
は
　
こ
の
世
の
生
と
あ
の
世
の
生

　
こ
の
よ
う
な
ふ
た
り
が
万
一
出
会
っ
た
ら
、
ど
の
子
ど
も
の
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
訊
い
た
ら
い
い
の
か
、
と
詩
人
は
問
い
か
け
る
。
確
か
に
こ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
無
時
間
の
な
か
で
は
親
子
は
逆
転
す
る
こ

と
も
あ
り
得
る
し
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
に
な
に
を
訊
く
べ
き
か
は
よ
く
考

え
て
み
る
に
む
ず
か
し
い
。
そ
し
て
そ
の
ふ
た
り
の
住
む
森
の
間
に
は

「
こ
の
世
の
生
と
あ
の
世
の
生
」
が
流
れ
る
河
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ

が
、
つ
ま
り
こ
の
場
所
は
死
者
の
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
生
者
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
こ
の
あ
と
の
締
め
く
く
り

の
場
面
で
、
そ
の
生
者
へ
の
道
が
開
け
て
く
る
。

母
よ
　
あ
な
た
は
ひ
と
つ
の
風
を
捉
え
て
　
わ
た
し
を
呼
び
な
が
ら
行
っ

て
し
ま
う

わ
た
し
は
も
う
ひ
と
つ
の
風
を
捉
え
　
あ
な
た
を
捜
し
求
め
な
が
ら
こ
の

夢
に
戻
っ
て
く
る

そ
こ
で
は

　
　
　
　
手
の
ひ
ら
い
っ
ぱ
い
の
　
白
や
黄
色
や
赤
や
オ
レ
ン
ジ
の
花
が
散
る

　
　
　
　
そ
し
て
地
面
に
落
ち
る
や
い
な
や
　
そ
れ
ら
は
す
べ
て

　
　
　
　
学
校
の
制
服
を
着
た
　
き
ら
き
ら
と
し
た
子
ど
も
た
ち
と
な
り

走
り
去
っ
て
い
く
　
こ
の
森
へ
　
あ
の
森
へ
　
そ
の
森
へ
…
…

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
詩
の
世
界
で
は
誰
が
死
者
で
、
誰
が
生
者
で
あ

る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
森
に
暮
ら
し
、
そ
れ

ぞ
れ
が
死
と
生
を
繰
り
返
す
の
が
こ
の
詩
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
再
生
の
シ
ー
ン
は
こ
と
の
ほ
か
美
し
い
。
花
が
散
っ
て
、
そ

れ
が
子
ど
も
た
ち
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
森
へ
と
走
り
去
っ

て
い
く
。
こ
こ
で
は
も
は
や
死
者
と
生
者
に
厳
然
と
し
た
区
別
は
な
く
、
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そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
森
で
生
き
、
彷
徨
い
、
そ
し
て
ま
た
幼
い
子
ど
も
に

な
る
よ
う
だ
。

お
わ
り
に

　
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル
詩
、
こ
こ
で
は
ほ
ん
の
数
編

を
挙
げ
た
だ
け
だ
が
、
そ
の
死
や
死
者
を
巡
る
表
象
に
は
微
妙
な
差
異
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
墓
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
東
西
ど
ち
ら
の
詩
人
に
よ
っ
て
も
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
や
は
り
同
一
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ん
と
い
っ
て
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は

自
ら
が
墓
に
入
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
。
例
え
ば
シ
ョ
ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ

ト
パ
ッ
ダ
エ
は
「
わ
た
し
を
呼
び
寄
せ
た
人
々
／
そ
の
人
た
ち
の
墓
を
全

部
、
わ
た
し
は
暗
闇
の
な
か
で
見
て
き
た
／
墓
碑
と
墓
碑
と
墓
碑
で
、
わ

た
し
は
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
語
る
。
こ
こ
に
は
シ
ャ
ム

シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
の
「
彼
ら
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
」
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
個
々
の
死
者
の
具
体
性
は
な
い
。
シ
ャ
ム
シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン

の
墓
は
祖
父
や
父
や
伯
父
が
ひ
と
り
ひ
と
り
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
具
体

的
な
場
所
を
示
す
が
、
シ
ョ
ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト
パ
ッ
ダ
エ
の
墓
は
死
者

を
弔
う
石
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
詩
人
は
そ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
死
者
で
は

な
く
、
墓
碑
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

墓
に
比
し
て
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
焼
き
場
は
、

西
の
イ
ン
ド
側
で
は
頻
出
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
に
対
し
、
東
の
バ
ン
グ

ラ
デ
シ
ュ
詩
で
目
に
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
は
現
実
に
墓
は
万
人
が

目
に
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
焼
き
場
は
だ
れ
で
も
目
に
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
詩
人
が
焼

き
場
を
ま
っ
た
く
描
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
取
り
上
げ

た
ア
ル
・
マ
ー
ム
ド
の
「
フ
ォ
ル
ル
ク
の
墓
で
黒
い
ジ
ャ
ッ
カ
ル
が
」
に

は
「
掛
け
て
あ
る
服
か
ら
は
、
焼
き
場
か
ら
拾
っ
て
き
た
／
半
ば
焼
け
焦

げ
た
屍
体
に
被
せ
た
布
の
よ
う
な
／
ひ
ど
い
に
お
い
が
し
て
い
た
。」
と

い
う
一
節
も
あ
る
。
フ
ォ
ル
ル
ク
の
墓
参
り
に
ふ
さ
わ
し
い
服
を
探
し
て

い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
不
自
然
で
は
な
い
の
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
に
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
暮
ら
し
て
い
る
し
、
焼
き
場
も
存
在
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
自
分
が
墓
に
そ
の
ま
ま
葬
ら
れ
る
こ

と
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
い
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
自
ら
が
荼
毘
に
付
さ
れ
る

こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
は
じ
め
に
挙
げ
た
ア
ク
タ

ル
ッ
ジ
ャ
マ
ン
・
イ
リ
ア
ス
の
作
品
に
現
れ
る
死
者
た
ち
や
、「
彼
ら
が

行
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
」
で
墓
を
突
き
破
っ
て
出
て
く
る
死
者
た
ち
の

よ
う
に
、
生
き
た
ま
ま
の
姿
で
蘇
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
や
は
り
遺
体
を
燃

や
し
て
し
ま
う
習
慣
か
ら
は
生
ま
れ
に
く
い
。
シ
ョ
ク
テ
ィ
・
チ
ョ
ッ
ト

パ
ッ
ダ
エ
の
「
行
く
さ
、
で
も
　
今
す
ぐ
に
は
行
か
な
い
」
と
、
シ
ャ
ム

シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
の
「
時
が
来
れ
ば
、
呼
ば
れ
な
く
て
も
行
く
よ
」
は

ほ
ぼ
同
じ
心
境
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
両
者
が
思
い

描
く
自
ら
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
お
よ
そ
異
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
違
い
は
、
最
終
的
に
は
生
を
一
回
限
り
の
も
の
と
し
て
見

る
か
、
そ
れ
と
も
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
と
し
て
見
る
か
と
い
う
違
い
に
も

繋
が
っ
て
い
く
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
の
死
は
厳
然
と
し
た
死
で

あ
り
、
そ
の
あ
と
に
は
復
活
と
裁
き
が
あ
る
だ
け
な
の
に
対
し
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
死
は
す
ぐ
に
次
の
生
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
円
環
的
な
世

界
の
一
場
面
と
な
る
。
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平
均
的
な
日
本
人
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
ノ
ボ
ニ
タ
・
デ
ブ
シ
ェ
ン
の

よ
う
な
輪
廻
転
生
的
な
世
界
観
は
馴
染
み
や
す
い
だ
ろ
う
し
、
ジ
ボ
ナ
ノ

ン
ド
・
ダ
ー
シ
ュ
の
描
く
よ
う
な
死
者
イ
メ
ー
ジ
は
し
っ
く
り
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ジ
ボ
ナ
ノ
ン
ド
の
「
死
ん
だ
娘
」
は
ま
さ
に
草
葉
の

陰
か
ら
見
守
る
よ
う
な
存
在
だ
し
、
そ
れ
が
子
ど
も
で
あ
る
か
ら
な
お
せ

つ
な
さ
が
つ
の
る
。
対
し
て
シ
ャ
ム
シ
ュ
ル
・
ラ
ー
マ
ン
の
厳
然
と
死
ん

だ
ま
ま
の
息
子
や
、
シ
ョ
ヒ
ド
・
カ
ド
リ
の
死
後
イ
メ
ー
ジ
、
ア
ル
・
マ
ー

ム
ド
の
描
く
生
々
し
い
死
神
像
な
ど
は
や
や
異
質
な
も
の
に
感
じ
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ま
た
こ
の
両
者

︱
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
詩
人
た
ち
と
イ
ン
ド

は
西
ベ
ン
ガ
ル
の
詩
人
た
ち

︱
は
、
絶
え
ず
お
互
い
を
意
識
し
、
影
響

し
合
っ
て
も
い
る
。
例
え
ば
シ
ョ
ヒ
ド
・
カ
ド
リ
の
「
死
の
の
ち
に
」
は

輪
廻
的
な
発
想
と
は
無
縁
で
あ
り
な
が
ら
、
輪
廻
か
ら
生
ま
れ
る
解
脱
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
。
今
で
こ
そ
二
国
に
な
っ
て
い
る
が
、
ベ
ン
ガ
ル
の

場
合
、
常
に
西
は
西
、
東
は
東
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
ば

を
使
い
つ
つ
異
質
の
世
界
を
描
く
ふ
た
つ
の
ベ
ン
ガ
ル
は
ま
た
、
混
ざ
り

合
い
、
新
た
な
観
念
を
も
導
き
出
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
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マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
は
、
聖
家
族
の
エ
ジ
プ
ト
逃
避
行
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
東
方
の
三
博
士
が
帰
っ
た
あ
と
、
養
父
ヨ
セ

フ
は
天
使
の
お
告
げ
を
受
け
、
ヘ
ロ
デ
王
に
よ
る
幼
児
虐
殺
を
逃
れ
る
た

め
聖
母
マ
リ
ア
と
幼
子
イ
エ
ス
を
連
れ
て
エ
ジ
プ
ト
に
避
難
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。「
エ
ジ
プ
ト
に
逃
げ
、
わ
た
し
が
告
げ
る
ま
で
、
そ
こ
に
と

ど
ま
っ
て
い
な
さ
い
。」（
マ
タ
イ
第
二
章
第
十
三
節
）
ヨ
セ
フ
は
た
だ
ち

に
幼
子
と
そ
の
母
を
連
れ
て
エ
ジ
プ
ト
へ
去
り
、
ヘ
ロ
デ
が
死
ぬ
ま
で
そ

こ
に
い
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
記
述
は
非
常
に
簡
潔
で
あ
り
、
エ
ジ
プ

ト
に
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
滞
在
し
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
エ

ジ
プ
ト
に
行
っ
た
の
か
な
ど
、
詳
細
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
らM

einardus (1963: 5)

に
よ
る
と
、
聖
家
族
の
エ
ジ
プ

ト
逃
避
行
に
関
す
る
伝
承
は
、
偽
マ
タ
イ
福
音
書
、
ト
マ
ス
福
音
書
、
イ

エ
ス
の
幼
児
物
語
（
以
上
い
ず
れ
も
外
典
）、
第
二
十
三
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
総
主
教
（
三
八
四
︱
四
一
二
年
）
に
よ
る
『
テ
オ
フ
ィ
ル
ス
の
幻
視
』、

ナ
イ
ル
・
デ
ル
タ
に
位
置
す
る
サ
ハ
ー
教
区
の
司
教
ザ
カ
リ
ヤ
に
よ
る
説

教
（
七
世
紀
）、
コ
プ
ト
お
よ
び
エ
チ
オ
ピ
ア
の
聖
人
暦
、
十
三
世
紀
の

コ
プ
ト
の
歴
史
書
、
ム
ス
リ
ム
の
間
に
伝
わ
る
伝
承
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
の
聖
地
巡
礼
者
が
書
き
残
し
た
中
世
の
記
録
な
ど
に
見
い
だ
さ

れ
る
と
い
う
。

　

伝
承
に
よ
り
言
及
さ
れ
て
い
る
場
所
に
多
少
の
差
異
が
あ
る
も
の

聖
家
族
の
エ
ジ
プ
ト
逃
避
行
︱
形
あ
る
伝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
代
川
寛
子

の
、
エ
ジ
プ
ト
に
は
聖
家
族
が
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
が
お
よ
そ

二
十
五
か
ら
三
十
カ
所
あ
り
、
た
ど
っ
た
経
路
は
概
ね
地
図
の
通
り
と
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ロ
メ
と
い
う
名
の
産
婆
が
同
行
し
た
と
も
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
聖
家
族
の
逃
避
行
を
描
い
た
イ
コ
ン
に
し
ば
し
ば
共
に
描
か

れ
る
。
聖
家
族
一
行
が
エ
ジ
プ
ト
に
滞
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
期
間

は
伝
承
に
よ
っ
て
一
年
か
ら
四
年
ま
で
幅
が
あ
る
が
、
現
在
コ
プ
ト
正
教

会
で
は
三
年
半
と
す
る
の
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

　

聖
家
族
の
逃
避
行
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
画
の
題
材
と
し
て
好
ま
れ

て
き
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
だ
け
に
伝
わ
る
伝
承
で
は

な
く
、
広
く
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
エ
ジ
プ
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
伝
承
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
地
元
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
向
け
に
刊
行

さ
れ
た
聖
家
族
の
足
跡
の
案
内
書
に
は
、
し
ば
し
ば
「
祝
福
さ
れ
よ
、
わ

が
民
エ
ジ
プ
ト
」（
イ
ザ
ヤ
第
十
九
章
第
二
十
五
節
）、「
わ
た
し
は
、
エ
ジ

プ
ト
か
ら
わ
た
し
の
子
を
呼
び
出
し
た
」（
マ
タ
イ
第
二
章
第
十
五
節
、
元

は
ホ
セ
ア
第
十
一
章
第
一
節
）
な
ど
の
聖
書
の
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、

聖
家
族
の
訪
問
に
よ
り
エ
ジ
プ
ト
が
神
の
祝
福
を
受
け
た
土
地
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
写
真
１
参
照
）。
な
お
、

コ
プ
ト
正
教
会
に
は
、
聖
家
族
の
エ
ジ
プ
ト
到
来
を
記
念
す
る
独
自
の
祝

日
が
あ
る
（
表
参
照
）。

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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地図：聖家族のエジプト逃避行の経路
Mawqiʿ al-Anbā Takla Hīmānūt “Holy Bible Maps” 

より。

写真 1：(Fīlīb 1999) の表紙

写真 2：マリアの木（マタリーヤ地区、カイロ）
出所：2014 年 8 月 26 日、筆者撮影
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聖
家
族
が
訪
れ
た
と
さ
れ
る
場
所
に
は
、
そ
れ
を
記
念
し
た
教
会
や
修

道
院
な
ど
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
聖
家
族
に
ち
な
ん
だ
井
戸

や
洞
窟
は
コ
プ
ト
正
教
徒
の
巡
礼
地
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
。
例
え
ば
カ

イ
ロ
市
北
部
の
マ
タ
リ
ー
ヤ
に
は
、
聖
家
族
が
そ
の
下
で
休
ん
だ
と
さ
れ

る
「
マ
リ
ア
の
木
」
が
現
存
す
る
（
写
真
２
参
照
）。
こ
の
現
存
す
る
マ

リ
ア
の
木
は
十
七
世
紀
に
植
え
ら
れ
た
エ
ジ
プ
ト
イ
チ
ジ
ク
の
木
で
あ

る
が
、
偽
マ
タ
イ
福
音
書
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
植
わ
っ
て
い
た
の
は
な
つ

め
や
し
の
木
で
、
マ
リ
ア
が
そ
の
実
を
食
べ
た
い
と
ヨ
セ
フ
に
告
げ
た
と

こ
ろ
、
幼
子
イ
エ
ス
の
命
に
よ
り
木
が
自
ら
折
れ
曲
が
り
、
マ
リ
ア
が
ほ

し
い
だ
け
実
を
取
る
と
、
ヤ
シ
の
木
は
ま
た
元
通
り
に
な
っ
た
と
い
う
。

別
の
伝
説
で
は
、
聖
家
族
が
盗
賊
に
狙
わ
れ
た
時
、
こ
の
エ
ジ
プ
ト
イ
チ

ジ
ク
の
木
の
幹
が
開
き
、
そ
の
中
に
聖
家
族
が
身
を
隠
し
て
難
を
逃
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
十
四
〜
十
五
世
紀
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
れ
ら
の
マ

リ
ア
の
木
の
伝
説
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
の

後
に
エ
ジ
プ
ト
に
立
ち
寄
っ
た
巡
礼
者
ら
が
マ
リ
ア
の
木
に
関
す
る
複

数
の
記
録
を
残
し
て
い
る
（M

einardus 1963: 33-35

）。

　

ほ
か
に
は
、
同
じ
く
カ
イ
ロ
の
旧
市
街
、
ハ
ー
ラ
ト
ゥ
・
ズ
ウ
ェ
イ
ラ

地
区
に
あ
る
聖
処
女
教
会
（
四
世
紀
）、
オ
ー
ル
ド
・
カ
イ
ロ
地
区
の
ア

ブ
ー
・
セ
ル
ガ
教
会
（
四
︱
五
世
紀
）、
カ
イ
ロ
南
部
の
マ
ア
ー
デ
ィ
ー

地
区
の
ナ
イ
ル
川
沿
い
に
あ
る
聖
処
女
教
会
（
十
一
世
紀
）
な
ど
は
す
べ

て
聖
家
族
が
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
聖
家
族

は
マ
ア
ー
デ
ィ
ー
か
ら
船
に
乗
り
、
ナ
イ
ル
川
を
遡
っ
て
多
く
の
場
所
に

立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
、
特
に
エ
ジ
プ
ト
中
部
の
ア
シ
ュ
ー
ト
市
近
郊
に
あ

る
ク
ス
カ
ー
ム
山
に
は
六
ヶ
月
以
上
滞
在
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
五

世
紀
初
め
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
総
主
教
テ
オ
フ
ィ
ル
ス
に
帰
さ
れ
る

伝
説
に
よ
る
と
、
あ
る
日
テ
オ
フ
ィ
ル
ス
は
聖
母
を
幻
視
し
、
そ
の
中
で
、

こ
の
ク
ス
カ
ー
ム
山
の
聖
処
女
教
会
の
祭
壇
は
、
聖
家
族
の
滞
在
中
に
幼

子
イ
エ
ス
が
自
ら
聖
別
し
た
も
の
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
こ

の
教
会
は
エ
ジ
プ
ト
で
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
世
界
で
も
最
初
の
教
会
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
ク
ス
カ
ー
ム
山
は
「
第
二
の
エ
ル
サ
レ
ム
」
と

も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
ク
ス
カ
ー
ム
山
に
建
て
ら
れ
た
ア
ル
＝
ム
ハ
ッ
ラ
ク

修
道
院
は
、
砂
漠
の
隠
修
士
た
ち
を
集
め
て
共
住
制
修
道
院
を
創
始
し
た

聖
パ
コ
ミ
ウ
ス
（
二
九
〇
︱
三
四
六
年
）
が
建
て
た
修
道
院
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
こ
の
修
道
院
に
関
す
る
記
録

が
史
料
に
現
れ
始
め
る
の
は
十
三
世
紀
頃
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
（C

oquin and M
artin 1991

）。
ク
ス
カ
ー
ム
山
の
ア
ル
＝
ム

ハ
ッ
ラ
ク
修
道
院
は
、「
第
二
の
エ
ル
サ
レ
ム
」
と
し
て
エ
チ
オ
ピ
ア
人

の
巡
礼
者
を
多
く
惹
き
つ
け
て
お
り
、
十
四
〜
十
五
世
紀
頃
に
は
数
十
名

の
エ
チ
オ
ピ
ア
人
修
道
士
た
ち
が
こ
の
修
道
院
に
居
留
し
て
い
た
と
さ

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
聖
家
族
の
足
跡
に
は
、
多
く
の
場
合
聖
母
マ
リ
ア
に
捧

げ
ら
れ
た
教
会
や
修
道
院
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
コ
プ
ト
正
教
会
に
お
け

る
マ
リ
ア
崇
敬
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
。
コ
プ
ト
正
教
会
の
伝
統
に
お
い

て
特
徴
的
と
さ
れ
る
の
は
、
マ
リ
ア
の
逝
去
（niyāḥa

、
魂
の
昇
天
）
と

被
昇
天
（ṣuʿūd

、
身
体
の
昇
天
）
が
別
個
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
四
〜
六
世
紀
頃
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
マ
リ
ア
の
逝

去
／
就
寝
／
被
昇
天
に
関
す
る
神
学
的
議
論
が
発
展
し
て
い
く
中
、
複
数

の
発
展
段
階
に
属
す
る
要
素
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
伝
統
に
取
り
入

れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（Esbroeck 

1991
）。
聖
母
マ
リ
ア
に
関
連
す
る
祭
日
に
は
以
下
の
表
の
よ
う
な
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
中
で
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
八
月
の
被
昇
天
祭
で
、
使
徒
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た
ち
の
断
食
に
倣
っ
て
被
昇
天
祭
の
前
の
十
五
日
間
に
相
当
す
る
八
月

七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
断
食
が
行
わ
れ
る
。
聖
家
族
が
訪
れ
た
最
南
端

の
地
と
さ
れ
る
ド
ゥ
ル
ン
カ
修
道
院
で
は
、
こ
の
八
月
の
被
昇
天
の
断
食

の
時
期
に
聖
処
女
マ
リ
ア
の
マ
ウ
リ
ド
（
原
義
は
誕
生
祭
。
死
亡
日
を
死
後

の
世
界
に
お
け
る
誕
生
の
日
と
み
な
す
）
が
盛
大
に
祝
わ
れ
、
エ
ジ
プ
ト
各

地
か
ら
多
数
の
巡
礼
者
が
訪
れ
る
。
な
お
、
ク
ス
カ
ー
ム
山
の
ア
ル
＝
ム

ハ
ッ
ラ
ク
修
道
院
で
は
六
月
十
八
日
か
ら
二
十
七
日
、
聖
家
族
が
立
ち

寄
っ
た
と
さ
れ
る
サ
マ
ル
ー
ト
の
聖
処
女
修
道
院
で
は
復
活
祭
の
三
十

日
後
か
ら
主
の
昇
天
ま
で
の
十
日
間
な
ど
、
同
じ
聖
処
女
マ
リ
ア
に
捧
げ

ら
れ
た
教
会
や
修
道
院
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ウ
リ
ド
が
行
わ
れ
る

時
期
は
異
な
る
。
こ
れ
ら
の
聖
処
女
マ
リ
ア
の
マ
ウ
リ
ド
に
は
、
ム
ス
リ

ム
も
多
数
参
加
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
も

「
預
言
者
イ
エ
ス
」
の
母
マ
リ
ア
が
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

ま
た
、
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
四
月
二
日
は
カ
イ
ロ
の
ザ

イ
ト
ゥ
ー
ン
地
区
に
あ
る
聖
処
女

教
会
の
ド
ー
ム
の
上
に
聖
母
マ
リ

ア
が
顕
現
し
た
記
念
日
と
な
っ
て

い
る
。こ
の
顕
現
は
一
九
六
八
年
、

す
な
わ
ち
エ
ジ
プ
ト
率
い
る
ア
ラ

ブ
軍
が
六
七
年
戦
争
で
宿
敵
イ
ス

ラ
エ
ル
に
大
敗
を
喫
し
た
翌
年
の

出
来
事
で
あ
り
、
敗
戦
に
よ
っ
て

傷
つ
い
た
人
々
の
心
を
慰
撫
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

祭りの名 グレゴリオ暦 コプト暦 補足
マリアの逝去 1月 29日 トゥーバ月 21日 コプト暦で毎月 21日は月命日でマリアの記

念日
マリアの被昇天（1） 2月  1日 トゥーバ月 24日 死の 3日後に身体が天使たちによって天に上

げられたとされる記念日
マリアの顕現 4月 2日 バラムハート月 24日 1968年 4月 2日にカイロのザイトゥーン地区

に顕現したことを記念
受胎告知 4月  7日 バラムハート月 29日 降誕祭の 9ヶ月前
マリアの誕生 5月  9日 バシャンス月 1日
聖家族のエジプト到来 6月  1日 バシャンス月 24日
マリアの奇跡

マリアに捧げられた最初の教会献堂

6月 28日 バウーナ月 21日 使徒マティアスがつながれていた鉄の足かせ
と鎖を祈りによって溶かした奇跡
現在のギリシアのフィリピにある教会を指す

ヨアキムへのマリア誕生告知 8月 13日 ミスラー月 7日 コプト正教会は無原罪の御宿りという教義を
認めていない

マリアの被昇天（2） 8月 22日 ミスラー月 16日 マリアの身体が天に上げられるのを見たのは
雲に乗ってインドから移動してきた使徒トマス
のみであったため、ほかの使徒たちも最後に
一度会いたいと願い、断食の後その祈りが
聞き入れられた記念日

クスカーム山の聖処女教会献堂 11月 15日 ハトゥール月 6日
マリアの神殿奉献 12月 12日 キヤフク月 3日

【表：コプト正教会における聖母マリアに関する祭日】Gregorios (1991) を基に筆者作成。

写真 3：1968 年の聖母マリアの顕現。
Mawqiʿ al-Anbā Takla Hīmānūt “Image” より。
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こ
の
マ
リ
ア
の
顕
現
は
一
九
七
一
年
ま
で
断
続
的
に
続
き
、
そ
の
間
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
み
な
ら
ず
一
般
の
ム
ス
リ
ム
も
、
ま
た
ナ
セ
ル
大
統
領
ま
で

を
も
含
む
多
く
の
人
々
が
、
光
に
包
ま
れ
た
マ
リ
ア
の
姿
を
目
撃
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
（
写
真
３
参
照
）。
こ
の
顕
現
は
当
時
の
コ
プ
ト
正
教
会

総
主
教
キ
リ
ル
ス
六
世
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
、
世
界
的
に
も
注
目
を
浴
び

た
。
ち
な
み
に
こ
の
ザ
イ
ト
ゥ
ー
ン
地
区
も
聖
家
族
が
立
ち
寄
っ
た
地
と

さ
れ
て
お
り
、
上
述
の
マ
リ
ア
の
木
か
ら
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い

な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
聖
家
族
の
エ
ジ
プ
ト
逃
避
行
に
関
す
る
伝
承
は
、
井
戸
、

洞
窟
、
木
、
教
会
、
修
道
院
な
ど
、
目
に
見
え
、
触
れ
て
感
じ
ら
れ
る
も

の
と
し
て
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
祭
り
や
記
念
日
な
ど
の
形
で
記
憶
さ
れ
て

お
り
、
何
世
紀
も
の
時
を
超
え
て
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
出
来
事
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
エ
ジ
プ
ト
と
い
う
土
地
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
の
教
会
が
神
の

祝
福
を
受
け
て
い
る
証
と
し
て
コ
プ
ト
正
教
会
で
重
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
聖
家
族
の
エ
ジ
プ
ト
逃
避
行
は
エ
ジ
プ
ト
の
歴
史
教
科
書
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
考
古
省
が
観
光
促
進
の

た
め
聖
家
族
の
足
跡
を
世
界
遺
産
に
登
録
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
聖
家

族
の
足
跡
の
カ
タ
ロ
グ
を
出
版
し
て
広
報
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
ま

た
、
特
に
二
〇
一
七
年
四
月
の
ロ
ー
マ
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
よ
る
エ
ジ

プ
ト
訪
問
の
後
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
観
光
大
臣
が
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
聖
家
族

の
足
跡
を
巡
礼
路
と
し
て
公
認
す
る
よ
う
働
き
か
け
、
翌
年
公
認
さ
れ
る

な
ど
、
聖
家
族
の
足
跡
は
存
在
感
を
増
す
一
方
だ
。

　

と
こ
ろ
で
聖
母
マ
リ
ア
は
、
ザ
イ
ト
ゥ
ー
ン
地
区
に
顕
現
し
て
以
来
、

聖
家
族
が
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
場
所
に
限
ら
ず
、
た
び
た

び
エ
ジ
プ
ト
各
地
に
出
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
八
六
年
の
カ
イ
ロ
市

シ
ョ
ブ
ラ
地
区
、
一
九
九
〇
年
の
ボ
ー
ル
・
サ
イ
ー
ド
市
、
一
九
九
七
年

の
シ
ン
テ
ィ
ナ
ー
・
ア
ル
＝
ハ
ジ
ャ
ル
村
（
デ
ル
タ
地
方
の
ミ
ヌ
ー
フ
ィ
ー

ヤ
県
）、
お
よ
び
二
〇
〇
〇
年
の
ア
シ
ュ
ー
ト
市
な
ど
で
あ
る
（B

elli 
2013: 202

）。
筆
者
が
エ
ジ
プ
ト
滞
在
中
だ
っ
た
二
〇
〇
九
年
十
二
月
に

も
、
カ
イ
ロ
の
ワ
ッ
ラ
ー
ク
地
区
の
教
会
に
聖
母
が
現
れ
た
と
報
じ
ら
れ

た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
寒
い
冬
の
夜
中
に
そ
の
教
会
に
赴
き
、
多
く
の

信
者
が
聖
母
マ
リ
ア
に
捧
げ
る
マ
デ
ィ
ー
フ
を
歌
い
続
け
る
中
、
と
り
あ

え
ず
待
っ
て
み
た
が
、
結
局
聖
母
は
現
れ
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
内
心
、

聖
母
と
い
う
の
は
、
六
八
年
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
敗
戦
あ
る
い
は

そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
何
か
重
大
な
出
来
事
が
起
き
た
／
起
き
る
時

に
何
ら
か
の
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伴
っ
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
の

か
と
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
筆
者
の
目
に
は
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
多
く
の

エ
ジ
プ
ト
人
の
目
に
も
、
世
の
中
は
ま
っ
た
く
平
和
で
普
段
通
り
安
定
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
こ
の
一
年
後
に
は
チ
ュ
ニ
ジ

ア
で
ブ
ー
・
ア
ズ
ィ
ー
ズ
ィ
ー
青
年
が
抗
議
の
焼
身
自
殺
を
行
い
、
そ
れ

に
端
を
発
す
る
一
連
の
「
革
命
」
が
チ
ュ
ニ
ジ
ア
お
よ
び
周
辺
諸
国
で
起

き
、
エ
ジ
プ
ト
で
も
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
が
倒
れ
た
。
筆
者
も
カ
イ
ロ
の
地

下
鉄
で
催
涙
ガ
ス
に
悶
絶
し
た
。
そ
の
場
に
暮
ら
し
て
い
て
も
見
え
な

い
、
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
じ
わ
じ
わ
と
迫
り
来
る
変
化
を
聖
母
の
顕
現
は

示
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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Gazes on America
—Pavese, Calvino, and Eco—

Marie KOKUBO

Summary

     This paper discusses the relationships with American culture of three 20th century Italian 
writers—Cesare Pavese, Italo Calvino, and Umberto Eco—investigating images of “America” 
seen in their work.
     Although the three were born in different periods and belonged to different generations, they 
do exhibit a number of similarities and connections: they all grew up in northwest Italy, gradu- 
ated from the University of Turin, worked not only as novelists but also as critics and editors, 
had a significant interest in American culture, and were influenced by it. Notably, Calvino and 
Eco both wrote about Pavese’s relationship with American culture and the so-called “American 
myth” of the 1930s.
     In order to explore their complex and multifaceted relationships with American culture, as 
well as similarities and differences among the writers, this paper analyzes both essays and fiction 
produced by them that are related to American society, culture, and people, including Pavese’s 
American Literature and Other Essays, The Moon and the Bonfire, and “The Failed Adventurer”; 
Calvino’s “Dollars and the Demimondaine” and An Optimist in America; and Eco’s “The Ameri- 
can Myth in Three Anti-American Generations” and The Mysterious Flame of Queen Loana.
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Es
sa

ys
　
—

は
じ
め
に

　
本
論
文
で
は
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
、
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
の
三
人
の
イ
タ
リ
ア
の
作
家
の
ア
メ
リ
カ
文

化
1
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
言
葉
か
ら
浮
か
び

上
が
る
ア
メ
リ
カ
及
び
ア
メ
リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
分
析
・
考

察
す
る
。

　
こ
の
三
人
の
作
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
ア
メ
リ
カ
文
化
に
強
い
関
心
を
持

ち
つ
づ
け
、
ア
メ
リ
カ
文
化
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
た
。
ま
た
、

三
人
の
作
家
は
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
の
関
心
以
外
に
も
複
数
の
共
通
点
や

接
点
を
持
つ
。
属
す
る
世
代
は
異
な
る
も
の
の
、
三
人
と
も
イ
タ
リ
ア
北

西
部
で
育
っ
た
の
ち
に
ト
リ
ノ
大
学
を
卒
業
し
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
北
西

部
の
風
土
・
文
化
、
特
に
ト
リ
ノ
の
知
的
・
文
化
的
環
境
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
る
。
ま
た
、
三
人
は
小
説
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
批
評
家
・
編
集

者
と
し
て
も
活
躍
し
て
お
り
、
批
評
や
編
集
の
仕
事
を
通
し
て
世
界
の
優

れ
た
研
究
書
や
文
学
作
品
を
イ
タ
リ
ア
の
読
者
に
紹
介
し
届
け
た
と
い

う
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。

　
三
人
の
う
ち
最
も
上
の
世
代
に
属
す
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

と
エ
ー
コ
両
者
に
と
っ
て
重
要
な
作
家
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
作
家
と
し
て
の
才
能

ア
メ
リ
カ
へ
の
ま
な
ざ
し
―
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
、
エ
ー
コ
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
久
保
真
理
江

を
い
ち
早
く
見
抜
い
た
の
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
小

説
『
く
も
の
巣
の
小
道
』
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
社
の
創
業

者
ジ
ュ
リ
オ
・
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
に
薦
め
た
こ
と
に
よ
り
、
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ

社
か
ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
く
も
の
巣
の
小
道
』
が
出
版
さ

れ
た
一
九
四
七
年
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
こ
の
小
説
の
書
評

2
を
発
表
し
て
お

り
、
そ
の
言
葉
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
作
家
と
し
て
の
才
能
や
特
質
を
い

ち
早
く
的
確
に
捉
え
た
言
葉
と
し
て
現
在
で
も
頻
繁
に
引
き
合
い
に
出

さ
れ
て
い
る
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
に
と
っ
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
友
人
で
あ
る
と
と
も
に

作
家
・
編
集
者
と
し
て
の
師
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る

3
。

一
九
五
〇
年
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
自
死
し
た
の
ち
、
そ
れ
ま
で
エ
イ
ナ
ウ

デ
ィ
社
で
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
担
っ
て
い
た
中
心
的
な
役
割
を
引
き
継
い
だ

の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
で
あ
っ
た

4
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
を
「
友
人
―
師
」
と
し
て
敬
愛
し
て
い
た
だ
け

で
は
な
い
。
一
九
四
九
年
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
小
説
『
孤
独
な
女
た
ち
と
』

を
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
存
命
中
か
ら
、
一
人
の
自
立
し
た
作
家
と

し
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
文
学
に
強
い
批
評
的
関
心
を
注
い
で
い
た
。
ま
た
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
死
後
も
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
に
と
っ
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
作
品
は

重
要
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
そ
の
こ
と
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
言
及
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の
多
さ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
「
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
政
治

詩
（Le poesie politiche di Pavese

）」（
一
九
六
二
年
）
や
「
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ

と
人
身
供
儀（Pavese e i sacrifici um

ani

）」（
一
九
六
六
年
）な
ど
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
に
つ
い
て
複
数
の
批
評
文
を
書
い
た
ほ
か
、
書
簡
・
講
演
・
批
評
文
・

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
も
頻
繁
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
言
及
し
て
い
る
。

　
一
方
、
エ
ー
コ
に
と
っ
て
も
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
異
な
る
意
味
合
い
で
、

重
要
な
作
家
で
あ
っ
た
。
一
九
三
二
年
に
生
ま
れ
た
エ
ー
コ
は
一
九
五
〇

年
に
自
死
し
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
直
接
知
り
合
う
こ
と
は
な
く
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
と
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
間
に
あ
っ
た
よ
う
な
個
人
的
・
直
接
的
な
つ

な
が
り
は
、
エ
ー
コ
と
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
間
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、

エ
ー
コ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
同
じ
ピ
エ
モ
ン
テ
州
の
出
身
で
あ
り
、
エ
ー
コ

に
と
っ
て
ピ
エ
モ
ン
テ
の
丘
陵
地
帯
を
多
く
舞
台
と
し
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ

の
作
品
は
自
身
の
子
供
時
代
の
記
憶
を
強
く
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
エ
ー
コ
に
と
っ
て
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
個
人
的
な
思
い
入
れ
の

あ
る
重
要
な
作
家
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
エ
ー
コ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
関
し

て
「
わ
た
し
の
子
供
時
代
の
記
憶
の
な
か
に
は
真
夏
の
あ
の
大
き
す
ぎ
る

広
場
や
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
る
モ
ン
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ト
の
丘
の
連
な
り
、
ラ

ン
ゲ
丘
陵
の
支
脈
が
あ
る
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
と
て
も
早
い
時
期
か
ら
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
を
愛
し
た
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
語
る
神
話
は
、
わ
た
し
の
神
話
で

も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

5
。
ま
た
、
エ
ー
コ
は
自
身
の
小
説
『
フ
ー

コ
ー
の
振
り
子
』
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
も
言
及
し
て
い
る
。『
フ
ー
コ
ー
の
振
り
子
』
の
登
場
人
物
ヤ
コ
ポ· 

ベ
ル
ボ
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
が
昔
か
ら
敬
愛
す
る
作
家
チ
ェ
ー
ザ
レ
・

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
サ
ン
ト
・
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
ベ
ル
ボ
と
い
う
村
で
生
ま
れ
て

お
り
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
ピ
エ
モ
ン
テ
人
で
あ
る
わ
た
し
の
登
場
人
物

ベ
ル
ボ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
を
思
い
出
さ
せ
る
と
い
う
読
者
の
指
摘
に
は
反

論
で
き
な
い
」 

と
エ
ー
コ
は
述
べ
て
い
る

6
。

　
本
論
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
言
え
ば
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
エ
ー
コ
が
二
人

と
も
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
を
残
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
三
人
の
重
要
な
接
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
本
論
文
で
は
、
三
人
の
作
家
と
ア
メ
リ
カ
文
化
と
の
関
係
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
か
ら
浮
か
び
上
が
る
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
を
比
較
分
析

す
る
と
と
も
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
エ
ー
コ
が
そ
れ
ぞ
れ
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の

ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も

論
じ
る
。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ア
メ
リ
カ

　
ア
メ
リ
カ
文
学
に
傾
倒
し
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
の
卒
業
論
文

で
ト
リ
ノ
大
学
を
卒
業
し
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら

一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
に
数
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
小
説
を
翻

訳
し
た

7
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
当
時
翻
訳
し
た
作
家
に
は
、
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
・

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ス
・
パ
ソ
ス
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
シ
ン
ク
レ
ア
・
ル
イ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ス

タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
、ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
が
翻
訳
に
携
わ
り
は
じ
め
た
一
九
三
〇
年
代
初
め
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、

ア
メ
リ
カ
文
学
は
ま
だ
広
く
は
普
及
し
て
お
ら
ず
、
前
述
の
作
家
も
当
時

の
イ
タ
リ
ア
で
は
ま
だ
一
般
的
な
知
名
度
が
高
く
は
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
翻
訳
だ
け
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
文
学
の
批
評
・
紹
介

に
も
精
力
的
に
携
わ
り
、
雑
誌
『
文
化
（La C

ultura

）』
に
数
多
く
の
批

評
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
た
め
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
エ
リ
オ
・
ヴ
ィ
ッ
ト
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リ
ー
ニ
と
と
も
に
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
の
紹
介
・
普
及
に

大
き
く
貢
献
し
た
人
物
と
し
て
よ
く
名
前
を
挙
げ
ら
れ
る
。

　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
な
ど
の
作
家
に
よ
っ
て
フ
ァ
シ
ズ

ム
政
権
期
に
翻
訳
・
紹
介
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
小
説
は
、
特
に
イ
タ
リ
ア

の
若
い
左
翼
知
識
人
た
ち
の
間
で
熱
心
に
読
ま
れ
人
気
を
博
し
た
。
と
り

わ
け
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
が
編
纂
し
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
モ

ン
タ
ー
レ
な
ど
の
有
名
作
家
が
翻
訳
に
携
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
『
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
（A

m
ericana

）』（
一
九
四
一
年
）
は
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
政
権
下
の
左
翼
知
識
人
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
文
学
の
重
要
性

を
象
徴
す
る
書
物
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
一
九
三
〇
年
代
か

ら
一
九
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
左
翼
知
識
人
た
ち
の
ア
メ
リ
文
学
へ
の

傾
倒
は
一
般
的
に
「
ア
メ
リ
カ
神
話
（m

ito am
ericano

）」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。

　
た
だ
し
、
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
の
翻
訳
の
多
く
が
実
際
に
は
ル
チ
ア
・
ロ

ド
カ
ナ
ー
キ
と
い
う
女
性
の
翻
訳
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
補
足
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ロ
ド
カ
ナ
ー
キ
の
翻
訳
に
修
正
を
加

え
た
も
の
を
自
身
の
単
独
訳
と
し
て
出
版
し
て
い
た
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ

は
、
ロ
ド
カ
ナ
ー
キ
の
名
前
は
表
に
出
さ
な
か
っ
た
た
め
、
ロ
ド
カ
ナ
ー

キ
の
貢
献
は
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ロ
ド

カ
ナ
ー
キ
は
、
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
に
加
え
、
モ
ン
タ
ー
レ
な
ど
の
他
の
作

家
か
ら
も
翻
訳
の
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
も
や
は
り
ロ
ド
カ

ナ
ー
キ
の
名
前
を
表
に
出
さ
ず
、
そ
の
翻
訳
を
自
ら
の
単
独
訳
と
し
て
出

版
し
た
。
近
年
の
研
究
で
は
ロ
ド
ナ
カ
ー
キ
の
重
要
性
に
光
が
当
て
ら
れ

て
お
り
、「
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
を
は
じ
め
と
す
る
イ
タ
リ
ア
の
作
家
た
ち

の
翻
訳
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
文
学
が
普
及
し
た
」
と
い
う
定
説
も
そ
の

点
か
ら
批
判
的
に
見
直
さ
れ
て
い
る

8
。
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
や
モ
ン
タ
ー

レ
が
ロ
ド
カ
ナ
ー
キ
に
密
か
に
翻
訳
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
「
秘

密
の
協
力
者
」
の
存
在
は
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
に
単
独
で
翻
訳
を

行
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

9
。

　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
膨
大
な
数
の
先
行

研
究
が
存
在
す
る
が
、
主
に
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
と
文
学
の
面
か
ら

論
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
、
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
主
に
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
対
抗
」
と
し
て
解
釈

さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
文
学
の
面
で
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
文
学
作
品
の
地

域
性
や
口
語
性
、
現
実
の
社
会
や
生
活
に
根
ざ
し
た
物
語
へ
の
関
心
と
し

て
捉
え
ら
れ
、
ネ
オ
レ
ア
リ
ズ
モ
文
学
と
の
関
連
性
が
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
に
お
け
る
定
説
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ア
メ
リ
カ

と
の
関
係
の
重
要
な
一
部
分
に
光
を
当
て
て
い
る
が
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア

メ
リ
カ
へ
の
関
心
や
ア
メ
リ
カ
像
を
よ
り
多
面
的
に
深
く
理
解
す
る
た

め
に
は
、
先
行
研
究
で
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
他
の

側
面
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
多
く
の
先
行
研
究

10
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
解
釈
に
お
い
て
は
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
下
の
イ
タ
リ
ア
左
翼
知
識
人
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

理
想
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
像
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
下
の
イ
タ
リ
ア
の
左
翼
知
識
は
、「
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
対
極
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
」、「
自
由
と
民
主
主
義
の
国
ア
メ
リ

カ
」、「
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
ア
メ
リ
カ
」
な
ど
の
理
想
像
に
惹
か
れ

た
の
だ
と
一
般
的
に
は
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
終
結
後
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
極
」
と
し
て
の
役
割

を
失
い
「
ソ
連
の
敵
」「
共
産
主
義
の
敵
」
と
な
っ
た
た
め
、
イ
タ
リ
ア

の
左
翼
知
識
人
は
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
的
・
帝
国
主
義
的
性
質
と
向
か
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い
合
こ
と
に
な
り
、
理
想
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
像
に
も
と
づ
い
て
い
た
彼

ら
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
終
焉
し
た
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
の
戦
後
の
言
葉

が
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、一
九
四
七
年
に
共
産
党
の
日
刊
紙『
ウ

ニ
タ
（L’U

nità

）』
に
発
表
さ
れ
た
論
考
「
昨
日
と
今
日
（Ieri e oggi

）」

の
冒
頭
と
末
尾
の
文
章
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
直
接
的
な
証
言
と
し
て
頻
繁

に
引
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
文
章
の
な
か
で
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
一
九
三
〇
年

代
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
て
語
っ
て
い
る
。

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
ま
ず
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
九
三
〇
年
頃
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
「
世
界
の
希
望
」
に
な
り
は
じ
め
て
い

た
と
き
、
何
人
か
の
イ
タ
リ
ア
の
若
者
は
本
の
な
か
に
「
ア
メ
リ
カ
」
を

発
見
し
た
。［
…
］
多
く
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
コ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
や
ス

タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
、
サ
ロ
ー
ヤ
ン
、
さ
ら
に
は
よ
り
上
の
世
代
の
ル
イ
ス
と

の
出
会
い
は
、
自
由
の
風
穴
を
開
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
界
の
文

化
の
す
べ
て
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
最
初
の
疑
い
を
与
え
て
く
れ
た
。

11

　
さ
ら
に
同
じ
論
考
の
末
尾
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に

対
す
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
の
ア
メ
リ

カ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
極
と
し
て
の
魅
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
む

し
ろ
新
た
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
さ
え
は
ら
ん
で
い

る
の
だ
と
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
対
抗
す
る
べ
き
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
な
い
今
、
受
肉
す
べ
き
進
ん
だ

考
え
が
な
い
今
、
ア
メ
リ
カ
も
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
高
層
ビ
ル
や
自
動
車

や
兵
士
を
産
み
出
し
て
い
る
と
し
て
も
、
も
は
や
ど
ん
な
文
化
の
前
衛
で

も
あ
り
え
な
い
。
進
歩
的
な
思
想
や
闘
い
な
く
し
て
は
、
優
れ
た
伝
統
の

名
の
下
に
ア
メ
リ
カ
自
身
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。

12

　
こ
う
し
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
の
言
葉
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
前
述
の
政
治
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
解
釈
は
、
一
見
す
る
と
議
論
の
余
地
の
な
い
解
釈
で
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
複
数
の
研
究

者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
言
葉
が
戦
後
の

政
治
的
状
況
や
雰
囲
気
に
影
響
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う

13
。

　
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
経
て
ナ
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
か
ら
の
「
解
放
」
へ
と
た

ど
り
つ
い
た
イ
タ
リ
ア
の
戦
後
の
文
化
に
お
い
て
は
、
左
翼
知
識
人
が
主

導
的
な
役
割
を
担
い
、
政
治
的
活
動
や
政
治
的
発
言
も
積
極
的
に
行
い

な
が
ら
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
経
験
に
土
台
を
置
い
た
新

た
な
文
化
の
創
造
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
が
、フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
時
代
も
含
め
自
ら
の
「
反
フ
ァ
シ
ス
ト
」

の
「
左
翼
知
識
人
」
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
示
す
必
要
性
を
感
じ
て
い

た
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
、
冷
戦
を
背
景
に
ア
メ
リ
カ
が
「
共
産
主
義
の

敵
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
、
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
が
自
身
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
結
び
つ

き
や
自
身
の
共
産
主
義
と
の
一
貫
性
を
示
す
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。

　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
強
く
結
び

つ
け
て
捉
え
る
解
釈
の
多
く
は
、「
フ
ァ
シ
ス
ト
の
反
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」

対
「
反
フ
ァ
シ
ス
ト
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
項
対
立
図
式
に
基

礎
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
下
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア

人
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
感
情
や
態
度
は
、
実
際
は
両
義
的
で
複
雑
で
あ
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り
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
二
項
対
立
図
式
に
は
収
ま
ら
な
い
側
面
が
あ
る

14
。

　「
ア
メ
リ
カ
神
話
」
に
つ
い
て
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
戦
後
の
言
葉
が
ど
の

程
度
、
同
時
代
の
政
治
・
文
化
状
況
に
影
響
さ
れ
て
い
た
の
か
を
正
確
に

把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
が
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
綴
っ
た
言
葉
と
と
も
に
読
ま
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
一
九
三
〇
年
代
の
評
論
や
書
簡
に
は
、
ア

メ
リ
カ
に
対
す
る
強
い
関
心
と
熱
意
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ

リ
カ
の
社
会
と
い
う
よ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
（
文
学
・
映
画
・
音
楽
）

に
対
す
る
関
心
と
熱
意
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
評
論

や
書
簡
か
ら
は
、
理
想
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
び

上
が
っ
て
こ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
文
学
的
側
面
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
で
は
十
分
に
論
じ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
点
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
へ
の
関
心
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア

メ
リ
カ
文
学
へ
の
傾
倒
は
、
一
般
的
に
地
域
性
や
口
語
性
、
現
実
の
社
会

や
生
活
に
根
ざ
し
た
物
語
へ
の
強
い
関
心
の
表
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
翻
訳
し
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
ス
タ
イ
ン
、

ド
ス
・
パ
ソ
ス
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
な
ど
の
ア
メ
リ
カ

の
作
家
は
現
代
の
文
学
批
評
に
お
い
て
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
モ
ダ
ニ
ズ

ム
」
の
代
表
的
作
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
文
学
へ
の
関
心
を
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
へ
の
関
心
と

し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
文
学
に
関
す
る
評
論
の

な
か
で
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い

が
、「
モ
ダ
ン
な
（m

oderno

）」
や
「
新
し
い( nuovo)

」
と
い
う
形
容
詞

を
頻
繁
に
使
い
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
や
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
文
学
の
最
も
優
れ
た

特
質
の
一
つ
は
、
近
代
化
に
よ
っ
て
急
激
に
変
容
し
た
現
実
、「
モ
ダ
ン
」

で「
新
し
い
」世
界
を
鮮
明
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
を
魅
了
し
た
ア
メ
リ
カ
文
学
の
要
素
に
は
、
社
会
や
文

化
の
大
き
な
変
化
に
敏
感
に
反
応
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
作
家
た
ち
の
実

験
的
テ
ー
マ
・
文
体
も
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る

15
。

　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
最
後
の
小
説
『
月
と
か
が
り
火
』
の
「
主
人
公
―
語
り

手
」
は
、
若
く
し
て
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
二
十
年
ほ
ど
の
歳
月
を
過
ご
し

た
の
ち
に
故
郷
の
ラ
ン
ゲ
地
方
に
帰
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
小
説

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ

カ
ニ
ズ
ム
の
終
焉
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
一
般
的
に
解
釈
さ
れ
て
き

た
。
実
際
、
主
人
公
の
回
想
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
時
代
の
描
写
は
、
否
定

的
な
感
情
・
感
覚
に
満
ち
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
三
章
で
は
主
人
公
が
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
で
恋
人
の
ノ
ー
ラ
と
と
も
に
働
い
て

い
た
と
き
の
こ
と
を
回
想
す
る
が
、
そ
の
回
想
に
は
恐
怖
、
不
満
、
失
望
、

孤
独
、
疎
外
、
不
安
な
ど
の
否
定
的
感
情
が
表
さ
れ
て
い
る
。
当
時
ド
ラ

イ
ブ
イ
ン
で
働
い
て
い
た
主
人
公
は
あ
る
夜
、
同
郷
の
客
と
出
会
い
、
故

郷
の
友
人
の
話
を
耳
に
す
る
。
そ
の
あ
と
で
、
一
面
の
星
空
の
も
と
、
ひ

と
り
煙
草
を
外
で
吸
っ
た
と
き
の
こ
と
が
以
下
の
よ
う
に
回
想
さ
れ
る
。

月
は
な
く
、
一
面
の
星
空
だ
っ
た
。［
…
］
そ
の
夜
は
、
た
と
え
ノ
ー
ラ

が
こ
の
芝
草
の
上
で
身
を
ま
か
せ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
の
心
は
満
た
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う

―
蛙
が
や
か
ま
し
く
鳴
き
続
け
、
自
動
車
が

フ
ル
・
ス
ピ
ー
ド
で
こ
の
坂
を
お
り
て
行
き
、
そ
し
て
、
こ
の
道
と
と
も

に
、
丘
の
下
の
あ
の
明
る
い
都
会
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
地
が
終
わ
る
事

実
に
も
、
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
。
暗
闇
の
な
か
で
、
こ
の

庭
園
と
松
林
の
匂
い
の
な
か
で
、
わ
た
し
は
こ
の
星
空
も
わ
た
し
の
も
の
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で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
の
星
も
ま
た
ノ
ー
ラ
や
客
と
同
じ
よ
う
に
わ
た
し

に
恐
怖
を
抱
か
せ
る
こ
と
を
理
解
し
た
。［
…
］い
っ
た
い
、こ
こ
ま
で
や
っ

て
来
た
そ
の
か
い
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
か
ら
先
、
ど
こ
へ
わ

た
し
は
行
け
ば
よ
い
の
か
？
　
波
止
場
か
ら
身
投
げ
で
も
し
た
ら
よ
い
の

か
？

16

　
こ
う
し
た
主
人
公
の
否
定
的
な
感
情
は
、
一
見
「
異
郷
に
暮
ら
す
者
」

が
よ
く
抱
く
感
情
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
あ
と
に
続
く
回
想
を
読
む
と
、
そ
れ
ら
の
感
情
は
主
人
公
に
と
っ
て
の

「
ア
メ
リ
カ
」
の
特
性
と
結
び
つ
い
て
お
り
、「
異
郷
に
暮
ら
す
者
」
と
い

う
よ
り
は
「
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
す
者
」
の
感
情
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
。
先
の
引
用
の
す
ぐ
後
で
、
主
人
公
は
ア
メ
リ

カ
と
い
う
国
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

こ
の
国
は
広
く
、
だ
れ
も
が
潤
っ
て
い
そ
う
だ
っ
た
。
女
あ
り
、
土
地
あ

り
、
金か
ね

も
あ
っ
た
。
し
か
し
だ
れ
一
人
、
充
分
に
も
っ
て
い
る
も
の
は
な

く
、
だ
れ
も
が
、
も
っ
て
い
る
わ
り
に
は
休
む
こ
と
も
で
き
ず
に
働
い
て

い
た
。
そ
し
て
畠
は
、
ぶ
ど
う
畠
で
さ
え
も
が
駅
の
花
壇
の
よ
う
な
花
壇

を
そ
え
て
、
ま
る
で
公
園
の
よ
う
だ
っ
た
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
荒
地
の
ま

ま
の
砂さ
ば
く漠
か
岩
山
だ
っ
た
。
あ
き
ら
め
て
腰
を
お
ち
つ
け
た
く
て
も
、
み

な
に
む
か
っ
て
「
と
に
か
く
、わ
た
し
た
ち
は
知
り
合
い
だ
。
と
に
か
く
、

わ
た
し
を
こ
こ
に
住
ま
わ
せ
て
く
れ
」
と
言
え
る
よ
う
な
人
里
が
な
い
の

だ
。
わ
た
し
た
ち
を
不
安
に
す
る
の
は
そ
の
こ
と
だ
っ
た
。

17

　
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
箇
所
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、『
月
と
か
が
り
火
』

に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
が
否
定
的
な
感
情
・
感
覚
と
と
も
に
語

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
体
験
の
描
写
を
戦
後
の
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
幻
滅
・
失
望
の
反
映
と
す
る
解
釈
は
妥
当
で

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
こ
の
小
説
が
書
か
れ
た
一
九
四
九
年
の
政

治
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
説
得
力
を
増
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
作
品
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
体
験
が
語

ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
『
月
と
か
が
り
火
』
一
作
の
み
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
ま
だ
大
学
生
の
頃
、

一
九
二
八
年
に
書
い
た
作
品
に
「
挫
折
し
た
冒
険
家
（L’avventuriero fal-

lito

）」
と
い
う
題
名
の
短
編
小
説
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
も
ア
メ

リ
カ
帰
り
の
男
で
あ
り
、
作
品
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
体
験
が
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
短
編
小
説
は
長
ら
く
未
発
表
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り

18
、
一
般

的
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
関
す
る
先
行
研
究

の
な
か
で
も
こ
の
作
品
に
言
及
し
て
い
る
研
究
は
非
常
に
少
な
い
が
、
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
像
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

　『
月
と
か
が
り
火
』
と
「
挫
折
し
た
冒
険
者
」
で
そ
れ
ぞ
れ
に
語
ら

れ
る
ア
メ
リ
カ
体
験
に
は
示
唆
的
な
差
異
と
類
似
性
の
両
方
が
見
い
だ

せ
る
。
ま
ず
大
き
な
差
異
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
年
数
・
時
期
の

差
や
主
人
公
の
年
齢
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
月
と
か
が
り
火
』
の
主
人
公

は
、
二
十
年
間
ほ
ど
の
長
い
年
月
を
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
帰
国
し
た
中
年
男
性
で
あ
る
の
に
対
し
、「
挫
折
し
た
冒
険

家
」
の
主
人
公
は
四
年
間
の
ア
メ
リ
カ
生
活
を
経
て
ト
リ
ノ
に
帰
国
し
た

二
十
四
歳
の
若
者
で
あ
り
、
帰
国
時
期
の
設
定
は
一
九
二
〇
年
代
末
だ
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
メ
リ
カ
移
住
の
動
機
も
異
な
っ
て
い

る
。『
月
と
か
が
り
火
』
の
主
人
公
が
、
政
治
活
動
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ

そ
う
に
な
っ
た
た
め
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
、「
挫

折
し
た
冒
険
家
」
の
主
人
公
は
ア
メ
リ
カ
の
映
画
業
界
で
の
成
功
を
夢
見
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て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る

程
度
の
財
を
成
し
て
帰
国
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
映
画
業
界
で
挫

折
し
何
の
財
も
成
さ
ず
に
帰
国
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
の
ア

メ
リ
カ
体
験
の
設
定
に
は
多
く
の
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
は
両
作
品
が
執
筆

さ
れ
た
時
期
の
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
自
身
の
自
伝
的
要
素
や
ア
メ
リ
カ
像
を
そ

れ
ぞ
れ
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
両
作
品
で
描
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
体
験
の
描
写
に
は
、
示
唆
的

な
類
似
性
も
見
い
だ
せ
る
。
ど
ち
ら
の
作
品
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
の
イ

メ
ー
ジ
が
孤
独
や
疎
外
、
失
望
、
不
満
、
疲
労
と
い
っ
た
負
の
感
情
・
感

覚
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
短
編
小
説
「
挫
折
し
た
冒
険
家
」
で

ア
メ
リ
カ
体
験
の
記
憶
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
二
十
歳
の
と
き
に
熱
意
と
固
い
決
意
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
新
し
い
ア
メ

リ
カ
に
出
発
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
人
び
と
に
夢
中
で
、
ア
メ
リ
カ
の
生
活

を
自
分
も
生
き
る
の
だ
と
い
う
希
望
に
燃
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
生
活

を
吸
収
し
、
新
し
い
芸
術
の
な
か
で
表
現
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
の
新
し
い
芸
術
が
世
界
の
新
し
い
美
し
さ
を
ま
と
う
の
だ
と
考
え

て
い
た
。［
…
］
し
か
し
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
さ
ら
に
虚
し
い
失
敗
を

重
ね
る
よ
う
に
な
り
、
彼
は
道
を
見
失
い
は
じ
め
た
。
努
力
し
て
は
努
力

し
た
。
人
び
と
が
彼
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
と
旋
回
し
て
い
た
。
そ
の
人
び

と
は
ど
ん
ど
ん
変
化
し
、
ど
ん
ど
ん
冷
た
く
な
り
、
彼
は
沈
み
こ
ん
で
い

く
よ
う
な
感
覚
だ
っ
た
。［
…
］ど
ん
ど
ん
孤
独
に
な
り
疲
れ
果
て
て
い
っ

た
。
そ
の
生
活
す
べ
て
に
対
し
て
怒
り
苦
し
ん
だ
。

19

　
こ
の
引
用
箇
所
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
一
九
二
八
年
に
書
か
れ

た
短
編
小
説
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
は
、
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ

て
い
る
。
主
人
公
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
ば
か
り
の
時
点
に
関
し
て
は
熱

意
や
希
望
な
ど
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
肯
定
的
な
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
が
す
ぐ
に
失
望
や
挫
折
、
疲
労
や
孤
独
、
怒
り
へ
と
変
化
し
、

そ
れ
ら
の
否
定
的
な
感
情
が
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
を
語
る
こ
の
箇
所
の
後
に
は
、
故
郷
ト
リ
ノ
で
の

帰
国
後
の
生
活
を
語
る
部
分
が
続
く
が
、
そ
の
な
か
で
も
ア
メ
リ
カ
の
記

憶
が
繰
り
返
し
喚
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
物
語
の
最
後
、
映
画
館
で
ア
メ
リ

カ
映
画
を
観
た
主
人
公
は
、
蘇
っ
て
き
た
昔
の
疲
労
感
に
圧
倒
さ
れ
た
ま

ま
映
画
館
を
出
て
、
自
動
車
に
轢
か
れ
て
し
ま
う
。

背
景
に
は
彼
が
最
後
に
船
を
乗
り
換
え
た
港
が
霧
と
と
も
に
映
っ
て
お

り
、
大
き
な
船
が
そ
の
灰
色
の
無
限
の
広
が
り
の
な
か
で
止
ま
っ
て
い
る

の
が
再
び
見
え
た
。
そ
れ
か
ら
防
波
堤
や
散
在
す
る
灯
台
、
大
き
な
ざ
わ

め
き
、
そ
し
て
最
後
に
唐
突
に
、
電
気
の
灯
っ
た
摩
天
楼
の
目
眩
の
す
る

よ
う
な
塊
が
見
え
た
。

　
彼
は
疲
れ
き
っ
た
状
態
で
映
画
館
の
外
に
出
た
。
昔
の
記
憶
の
な
か
の

疲
労
感
が
最
初
の
と
き
の
よ
う
に
彼
の
胸
を
押
し
つ
ぶ
し
て
い
た
の
だ
。

物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
て
、自
分
が
歩
い
て
い
る
道
を
見
て
い
な
か
っ
た
。

　
一
台
の
自
動
車
が
、
荒
く
甲
高
い
音
を
立
て
、
彼
を
地
面
に
打
ち
付
け

砕
い
た
。

20

　
こ
の
一
九
二
八
年
の
短
編
小
説
で
既
に
ア
メ
リ
カ
が
否
定
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、『
月
と
か
が
り
火
』
の

ア
メ
リ
カ
描
写
を
、
政
治
的
な
理
由
に
よ
る
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
戦
後
の
ア
メ

リ
カ
へ
の
幻
滅
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
終
焉
で
あ
る
と
捉
え
る
定
説
は
、
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議
論
の
余
地
の
あ
る
も
の
に
思
わ
れ
る
。
一
九
二
八
年
の
「
挫
折
し
た
冒

険
者
」
と
一
九
五
〇
年
の
『
月
と
か
が
り
火
』
の
共
通
性
か
ら
浮
か
び
上

が
る
の
は
、
む
し
ろ
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
若
い
頃
か
ら
生
涯
に
渡
っ
て
、
孤

独
や
失
望
な
ど
の
否
定
的
な
感
情
に
特
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
感
情
を
喚
起
す
る
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
や
物
語
に
特
に
強

く
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
短
編
小
説
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
と
っ
て
の
ア

メ
リ
カ
は
文
学
だ
け
で
な
く
、
映
画
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
若

い
頃
か
ら
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
に
非
常
に

強
い
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
な
か
で
も
特
に
ア
メ
リ
カ
映
画
を
好
ん
で

熱
心
に
観
て
い
た

21
。
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
の
時
期

に
は
映
画
に
関
す
る
短
い
論
考
や
映
画
の
原
案
を
書
い
て
お
り
、
そ
の

後
一
九
四
八
年
と
一
九
五
〇
年
に
も
映
画
の
原
案
を
書
い
て
い
る

22
。
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
は
ア
メ
リ
カ
に
実
際
に
赴
い
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
が
、

ア
メ
リ
カ
の
映
画
や
文
学
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
」
を
吸
収
し
、
自
身
の
「
ア

メ
リ
カ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
自
身
の
小
説
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ

体
験
を
創
造
し
た
と
言
え
る
。

カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
ア
メ
リ
カ

　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
青
年
期
に
ア
メ
リ
カ
映
画
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
文
化

と
出
会
っ
た
の
に
対
し
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
よ
り
も
十
五
年
あ
と
一
九
二
三
年

に
生
ま
れ
た
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
幼
少
期
に
漫
画
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
に

出
会
っ
た
。『
ア
メ
リ
カ
講
義
』
の
「
視
覚
性
」
の
章
で
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
半
ば

に
か
け
て
の
子
供
時
代
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ア
メ
リ
カ
の
漫
画
に
熱
中
し

た
23
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
当
時
読
ん
で
い
た
の
は
、子
供
向
け
新
聞
『
コ
ッ

リ
エ
ー
レ
・
デ
イ
・
ピ
ッ
コ
リ
（C

orriere dei Piccoli

）』
に
掲
載
さ
れ
て

い
た
ア
メ
リ
カ
の
漫
画
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ハ
ッ
ピ
ー
・
フ
ー
リ
ガ
ン

（H
appy H

ooligan

）、
カ
ッ
ツ
ェ
ン
ジ
ャ
マ
ー
・
キ
ッ
ズ
（K

atzenjam
m

er 
K

ids

）、
フ
ィ
リ
ッ
ク
ス
・
ザ
・
キ
ャ
ッ
ト
（Felix the C

at

）
な
ど
の
コ
ミ
ッ

ク
・
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
母
親

が
蒐
集
し
一
年
ご
と
に
製
本
さ
せ
て
い
た
漫
画
が
家
に
あ
っ
た
た
め
、
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ま
だ
文
字
も
読
め
な
い
頃
か
ら
、
大
量
の
漫
画
を
読
ん
で

い
た
。
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。い

ろ
い
ろ
な
シ
リ
ー
ズ
の
漫カ
ト
ゥ
ー
ン画を
毎
週
の
号
か
ら
号
へ
と
た
ど
っ
て
い
っ

て
は
何
時
間
も
過
ご
し
て
い
ま
し
た
、
心
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を

い
ろ
い
ろ
な
ふ
う
に
解
釈
し
な
が
ら
自
分
で
自
分
に
語
っ
て
聞
か
せ
て

は
、
い
く
つ
も
の
異
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
ィ
文
を
つ
く
り
出
し
、
ま
た
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

別
の
も
っ
と
大
き
な
話
の
な
か
に
溶
け
こ
ま
せ
た
り
、
シ
リ
ー
ズ
ご
と
に

お
定
ま
り
の
も
の
を
見
つ
け
出
し
て
は
そ
れ
を
別
に
し
て
結
び
つ
け
た

り
、
ま
た
あ
る
シ
リ
ー
ズ
の
話
に
別
の
シ
リ
ー
ズ
の
も
の
を
混
ぜ
合
わ
せ

て
み
た
り
、
脇
役
の
人
物
を
主
人
公
に
仕
立
て
た
新
し
い
物
語
の
シ
リ
ー

ズ
を
想
像
し
た
り
し
て
い
た
の
で
す
。

24

　
さ
ら
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
幼
少
期
に

没
入
し
た
経
験
に
つ
い
て
、「
文
字
に
書
か
れ
た
言
葉
に
集
中
す
る
能
力

の
修
得
」
を
遅
ら
せ
た
も
の
の
、「
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
物
語
、
そ
の
文
体

づ
く
り
、
構
成
の
学
校
に
な
っ
た
」
経
験
で
あ
り
、
幼
期
に
没
入
し
た
漫
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画
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
物
語
作
法
は
現
在
も
「
一
つ
の
見
本
と
な
り
続
け

て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る

25
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
に
と
っ
て
漫
画
と
の
接
触
が
単
な
る
幼
少
期
の
楽
し
い
記
憶
な
の
で

は
な
く
、
作
家
と
し
て
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
重
要
な
体
験
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
四
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
の

青
年
期
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ア
メ
リ
カ
映
画
に
熱
中
し
た
。
そ
の
体
験
は

『
サ
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
道
』
の
「
あ
る
観
客
の
自
伝
」
の
な
か
で
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
自
身
に
よ
っ
て
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る

26
。

　
青
年
期
に
ア
メ
リ
カ
映
画
に
傾
倒
し
た
と
い
う
点
で
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
と
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
映
画
体
験
に
は
共
通
性
が
あ
る
が
、
世
代
が
異
な
る

た
め
映
画
館
に
通
っ
た
時
期
や
見
て
い
た
映
画
は
も
ち
ろ
ん
大
き
く
異

な
る
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら
映
画
館
に
通
い
は
じ
め
無
声

映
画
か
ら
有
声
映
画
へ
の
移
行
を
直
接
的
に
体
験
し
た
の
に
対
し
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
が
映
画
館
に
熱
心
に
通
い
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
三
六
年
か
ら

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
作
品
は
夏
休
み
の
上
映
会
で
旧
作
映
画
と

し
て
見
て
い
た
。
ま
た
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
数
多
く
の
ア
メ
リ
カ
映
画
を
観

て
い
た
時
期
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
八
年
に
か
け
て
の
非
常
に
短

い
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
八
年
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
が
ア
メ

リ
カ
映
画
の
上
映
を
規
制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
ア

メ
リ
カ
映
画
の
上
映
規
制
に
つ
い
て
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
「
自
分
が
享
受

し
て
い
た
権
利
を
奪
わ
れ
る
の
は
、
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
権

利
以
上
の
な
に
か
、
ひ
と
つ
の
次
元
、
ひ
と
つ
の
世
界
、
心
の
宇
宙
だ
っ

た
。
だ
か
ら
そ
の
喪
失
を
残
酷
な
抑
圧
だ
と
感
じ
た
の
だ

27
」
と
述
べ
て

お
り
、
当
時
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
映
画
が
単
な
る
娯
楽

で
は
な
く
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
青
年
期
の
自
身
が
当
時
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
物
語
を
全

て
真
実
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
物
語
の
欺
瞞
に

対
し
て
当
時
か
ら
自
覚
的
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ハ

リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
「
欺
瞞
」
が
自
ら
の
日
常
を
覆
っ
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
欺
瞞
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
製
映

画
が
与
え
て
く
れ
る
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
真
実
か
ら
も
、
ふ
ん
だ
ん
な
欺

瞞
か
ら
も
、
な
に
か
し
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
っ
た

28
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
熱
中
し

つ
つ
も
、
そ
の
映
画
の
な
か
で
表
象
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ

の
ま
ま
真
の
ア
メ
リ
カ
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

や
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
を
通
し
て
理
想
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
像
を
形
成
し

て
い
た
わ
け
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
そ
の
後
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
体
験
を
経
て
第
二
次
世

界
大
戦
後
に
は
ト
リ
ノ
大
学
の
農
学
部
か
ら
文
学
部
に
移
り
、
ジ
ョ
セ

フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
い
て
卒
業
し
た
。
英
米
文
学
か

ら
影
響
を
受
け
た
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
英
米
の
作
家
に
頻
繁
に
言
及
し
て

お
り
、
英
米
作
家
に
関
す
る
批
評
文
・
紹
介
文
も
数
多
く
残
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
文
学
で
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
、
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
、

シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
な
ど
の
作
家
に
つ
い
て
批
評
文
・
紹
介

文
を
書
い
て
い
る
。
な
か
で
も
若
い
頃
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
特
に
影
響
を

受
け
た
の
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
と
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
類
似
性
と
し
て
は
、
戦
争
と
い
う
テ
ー
マ
や
、

装
飾
の
少
な
い
短
く
簡
潔
な
文
体
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

29
。
一
九
六
四

年
に
再
版
さ
れ
た
『
く
も
の
巣
の
小
道
』
の
序
文
で
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、

こ
の
小
説
が
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
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以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

パ
ル
チ
ザ
ン
を
終
え
て
す
ぐ
の
頃
［
…
］、
そ
の
六
・
七
年
前
に
ヘ
ミ
ン
グ

ウ
ェ
イ
が
書
い
た
ス
ペ
イ
ン
戦
争
に
つ
い
て
の
小
説
を
読
ん
だ
。『
誰
が

た
め
に
鐘
は
鳴
る
』
だ
。
そ
れ
は
僕
ら
が
は
じ
め
て
自
分
た
ち
の
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
本
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
私
た
ち
は
自
分
た

ち
が
見
た
こ
と
や
聞
い
た
こ
と
や
経
験
し
た
こ
と
を
物
語
の
モ
チ
ー
フ
や

文
章
に
変
え
は
じ
め
た
の
だ
。

30

　
こ
こ
で
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
一
人
称
単
数
形
で
は
な
く
一
人
称
複
数
形

の
主
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
ヘ

ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
影
響
を
単
な
る
個
人
的
経
験
と
し
て
で
は
な
く
、
多
く

の
同
時
代
の
イ
タ
リ
ア
人
作
家
に
共
通
す
る
経
験
と
し
て
語
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
イ
に
対
す
る
感
情
や
考
え
に
は
、
両
義
性
や
複
雑
さ
、
時
期

に
よ
る
変
化
が
見
ら
れ
、
単
純
に
一
括
り
に
は
論
じ
ら
れ
な
い

31
。
例
え

ば
、
先
の
引
用
箇
所
で
は
、『
誰
が
た
め
に
鐘
は
鳴
る
』
の
重
要
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
の
箇
所
で
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
括
弧
で
以

下
の
よ
う
な
留
保
を
付
け
て
い
る
。「
今
の
私
た
ち
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ

の
そ
の
本
を
さ
ほ
ど
好
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
あ
の
頃

だ
っ
て
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
他
の
本
、
特
に
初
期
の
短
編
小
説
の
な
か

に
こ
そ
学
ぶ
べ
き
文
体
が
あ
る
と
気
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
の
だ

32
」。
ま
た
、

一
九
五
四
年
に
書
か
れ
た
評
論
「
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
私
た
ち
（H

em
ing-

w
ay e noi

）」
33
で
は
、「
私
に
と
っ
て

―
そ
し
て
私
の
同
世
代
の
多
く

の
人
に
と
っ
て

―
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
が
神
だ
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
」

と
述
べ
、
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
人
に
と
っ
て
の
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
重
要
性

を
過
去
形
で
強
調
し
て
い
る

34
。
そ
の
上
で
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
作
品

に
明
ら
か
に
存
在
す
る
「
悲
観
主
義
」
や
「
個
人
主
義
的
な
無
関
心
」、「
過

酷
な
体
験
へ
の
表
面
的
な
関
わ
り
」
を
当
時
の
イ
タ
リ
ア
人
読
者
は
読
み

と
る
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
指
摘
し
て
い
る

35
。
ま

た
、
戦
争
直
後
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
限
界
や
欠
点

も
見
え
て
き
た
の
だ
と
語
り
、「
私
が
初
期
の
作
品
で
大
い
に
恩
恵
を
受

け
た
彼
の
詩
的
世
界
や
文
体
が
少
し
ず
つ
狭
い
も
の
に
見
え
は
じ
め
、
マ

ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
り
や
す
い
も
の
に
見
え
て
き
た
。
そ
し
て
彼
の
血
生
臭

い
観
光
の
よ
う
な
人
生
や
人
生
観
も
、
な
に
や
ら
う
さ
ん
く
さ
く
思
え
出

し
、
は
て
は
、
そ
れ
に
対
し
て
嫌
悪
感
や
不
快
感
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に

な
っ
た

36
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
一
九
五
四
年
に
書
か
れ
た
こ
の
評
論
は
、
他
の
時
期
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

の
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
に
対
す
る
言
葉
と
比
べ
よ
り
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
批
判
意
識
も
強
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
時
代
背
景

も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
五
〇
年
代
（
と
り
わ
け
五
〇

年
代
前
半
）
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
当
時
の
多
く
の
イ
タ
リ
ア
の
左
翼
知

識
人
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
の
反
共
産
主
義
的
政
治
に
対
し
て
強
い
批
判
意

識
を
持
っ
て
い
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
特
に
一
九
五
三
年
の
ロ
ー
セ
ン

バ
ー
グ
夫
妻
の
死
刑
に
衝
撃
を
受
け
て
お
り
、
彼
ら
の
書
簡
を
ま
と
め
た

本
に
つ
い
て
書
評
を
書
い
て
い
る

37
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
は
、
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
編
纂
の
仕
事
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
死
後
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
批
評
論
集
『
ア
メ
リ
カ
文

学
と
そ
の
他
の
評
論
（La letteratura am

ericana e altri saggi

）』
38
の
編
纂

を
行
い
、
序
文
も
執
筆
し
た
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
存
命
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
媒



63

小久保真理江「アメリカへのまなざし―パヴェーゼ、カルヴィーノ、エーコ―」/
KOKUBO, Marie. "Gazes on America―Pavese, Calvino, and Eco―"

—
 

Es
sa

ys
　
—

体
で
発
表
さ
れ
た
批
評
文
を
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン（「
ア

メ
リ
カ
の
発
見
」「
文
学
と
社
会
」「
神
話
」）
に
分
類
し
、
多
く
の
評
論
文

に
発
表
時
の
タ
イ
ト
ル
と
は
異
な
る
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
い
る
。『
ア
メ

リ
カ
文
学
と
そ
の
他
の
評
論
』
と
い
う
評
論
集
の
タ
イ
ト
ル
も
パ
ヴ
ェ
ー

ゼ
が
考
え
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
編
纂
の
段
階
で
付
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　
こ
の
評
論
集
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
に
よ
る
編
纂
や
序
文
に
つ
い
て
は
、
パ

オ
ラ
・
カ
ス
テ
ッ
ル
ッ
チ
が
そ
の
著
書
の
な
か
で
詳
し
く
分
析
し
て
い
る

39
。

『
ア
メ
リ
カ
文
学
と
そ
の
他
の
評
論
』
の
序
文
の
な
か
で
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
期
と
い
う
過

去
の
時
代
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
を
強
調

し
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
カ
ス
テ
ッ
ル
ッ
チ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
批
判
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
意
識
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
冷
戦
や
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
を
背
景
に
一
九
五
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
の

左
翼
知
識
人
は
ア
メ
リ
カ
や
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
批
判
意
識
や
警
戒

心
を
強
め
て
い
た
。
ま
た
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
民
俗
学
・
宗
教
学
へ
の
関
心

は
反
動
的
で
非
理
性
的
な
も
の
と
し
て
一
部
の
左
翼
知
識
人
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
批
判
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
〇
年
の
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
自
死
は
、
さ
ら
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
批
判
の
対
象
と
な

り
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
を
退
廃
や
逃
避
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
る
傾
向
が
強

ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ

文
学
へ
の
関
心
が
深
く
理
解
さ
れ
ず
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
断
罪
の
要

因
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
必
要
性
を
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
意
識

し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
カ
ス
テ
ッ
ル
ッ
チ
は
こ
の
評
論
集
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
編
纂

と
序
文
の
仕
事
に
は
あ
る
種
の
矛
盾
や
二
面
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
も

指
摘
し
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
編
纂
方
法
や
序
文
の
文
章
は
、
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
を
過
去
の
時
代
の
も
の
と
し
て
位
置

付
け
よ
う
と
し
て
い
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
文
学
評
論
の
重
要
性
や
ア
ク

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
強
調
す
る
こ
と
も
行
っ
て
い
る
と
カ
ス
テ
ッ
ル
ッ

チ
は
述
べ
て
い
る

40
。
こ
う
し
た
矛
盾
や
二
面
性
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
自

身
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
の
両
義
性
、
憧
れ
と
批
判
意

識
の
共
存
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

41
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
一
九
四
八
年
に
書
い
た
作
品
に
「
ド
ル
と
年
増
の
娼

婦
た
ち
」
と
い
う
短
編
小
説
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
水
兵
に
リ
ラ
を
ド

ル
と
の
交
換
を
持
ち
か
け
る
た
め
バ
ー
ル
に
行
く
夫
婦
の
物
語
で
あ
る
。

妻
の
イ
オ
ラ
ン
ダ
が
一
人
で
先
に
ア
メ
リ
カ
兵
に
近
づ
き
交
換
を
持
ち

か
け
、
そ
の
後
で
夫
の
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
が
交
渉
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て

た
二
人
で
あ
る
が
、
計
画
通
り
に
事
は
進
ま
な
い
。
ア
メ
リ
カ
兵
た
ち
は

イ
オ
ラ
ン
ダ
を
囲
み
売
春
に
誘
う
。
兵
士
た
ち
に
囲
ま
れ
て
身
動
き
の
取

れ
な
く
な
っ
た
妻
を
救
お
う
と
夫
は
街
の
娼
婦
た
ち
を
連
れ
て
く
る
が
、

兵
士
の
数
も
増
え
バ
ー
ル
の
な
か
が
無
秩
序
に
陥
り
、
妻
は
奥
の
小
部
屋

で
大
柄
な
ア
メ
リ
カ
兵
と
二
人
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
警
官

が
店
に
駆
け
つ
け
水
兵
や
女
性
た
ち
は
連
行
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
軍
将
校

の
口
添
え
の
お
か
げ
で
連
行
を
ま
ぬ
が
れ
店
に
残
っ
た
夫
は
将
校
に
娼

婦
を
見
つ
け
る
よ
う
に
依
頼
さ
れ
、
二
人
連
れ
だ
っ
て
店
を
出
る
場
面
で

物
語
は
終
わ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
兵
と
イ
タ
リ
ア
市
民
の
間
で
の
貨
幣
交
換
や
売
春
の
交
渉

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
の
港
町
で
は
実
際
に
日
常
的
に
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
物
語
は
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
の
現
実
を

語
っ
た
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
こ
の
短
編
小
説
を
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単
な
る
現
実
の
描
写
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
強
大
な
経
済
力
を
前
に
腐

敗
す
る
イ
タ
リ
ア
の
姿
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
読
む
こ
と
や
、
そ
こ
に
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
批
判
意
識
を
見
る
こ
と
も

で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
物
語
が
単
純
な
ア
メ
リ
カ
批
判
や
社
会
告
発
に

は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
兵
の
表
象
は
必
ず
し
も
否
定
的

と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
妻
の
イ
オ
ラ
ン
ダ
は
大
勢
の
水
兵
た
ち
に
囲

ま
れ
て
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
り
戸
惑
う
が
、
そ
の
中
の
一
人
の
水
兵
に

対
し
て
安
心
感
を
抱
く
。「
イ
オ
ラ
ン
ダ
は
と
い
え
ば
、
自
分
の
ま
わ
り

に
群
が
る
水
兵
た
ち
に
幾
度
も
押
し
倒
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の

た
び
に
、
輝
く
白
い
歯
と
瞳
の
大
き
な
大
柄
な
水
兵
が
傍
に
い
る
こ
と
に

気
づ
き
、
そ
の
た
び
に
、
な
ぜ
か
安
心
感
を
覚
え
る
の
だ
っ
た

42
」。
ま

た
、
イ
オ
ラ
ン
ダ
が
そ
の
大
柄
な
水
兵
と
小
部
屋
で
二
人
き
り
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
場
面
で
も
、
恐
怖
や
嫌
悪
を
表
す
よ
う
な
描
写
は
な
く
、
二
人

で
一
緒
に
歌
う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
作
品
で
は
、
ア
メ
リ
カ
兵
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
態
度
を

取
れ
な
い
夫
妻
や
、
何
の
助
け
も
差
し
出
さ
な
い
店
主
、
ア
メ
リ
カ
兵
に

媚
び
動
物
の
よ
う
に
振
る
舞
う
娼
婦
た
ち
、
ド
ル
の
力
で
性
欲
を
満
た
そ

う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
兵
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
当

時
の
イ
タ
リ
ア
の
現
実
の
悲
し
さ
を
喚
起
す
る
作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
の

描
写
に
は
、
誇
張
や
比
喩
に
由
来
す
る
滑
稽
さ
が
あ
る
。
深
刻
な
問
題
を

扱
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
物
語
全
体
の
雰
囲
気
は
悲
痛
で
重
苦
し
い

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
陽
気
さ
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
短
編
か
ら
は
、
戦
後
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
左
翼
知
識
人
と
し
て
ア
メ

リ
カ
に
対
す
る
批
判
意
識
を
抱
き
な
が
ら
も
、
単
純
な
ア
メ
リ
カ
批
判
か

ら
は
距
離
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
の
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
を
め
ぐ
る
言
葉
が
、
両
義
性
を
含
み
な
が
ら
も
、

「
共
産
党
の
知
識
人
」
と
し
て
の
意
識
を
強
く
反
映
し
て
い
る
の
に
対
し
、

一
九
五
〇
年
代
末
以
降
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
に
関
わ
る
言
葉

に
は
そ
の
点
で
変
化
が
見
ら
れ
る
。
一
九
五
七
年
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ハ

ン
ガ
リ
ー
動
乱
へ
の
ソ
連
の
軍
事
介
入
に
抗
議
し
て
、
イ
タ
リ
ア
共
産
党

を
離
党
し
た
。
共
産
党
と
の
関
係
の
変
化
や
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
自
身
の
立
場

の
変
化
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
も
変
化
を
も
た
ら

し
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
以
前
よ
り
も
自
由
な
立
場
で
ア
メ
リ
カ
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
ソ
連
や
イ

タ
リ
ア
共
産
党
へ
の
批
判
意
識
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
ま

な
ざ
し
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
に
赴
き
、
自
ら
の

目
で
ア
メ
リ
カ
を
見
る
機
会
を
得
た
こ
と
も
変
化
の
要
因
と
言
え
る
。

　
一
九
五
九
年
十
一
月
か
ら
一
九
六
〇
年
五
月
ま
で
の
約
半
年
間
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
は
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
支
援
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
四
ヶ
月
滞
在
し
た
ほ
か
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
や
デ
ト
ロ

イ
ト
、
シ
カ
ゴ
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
、
モ
ン
ト

ゴ
メ
リ
ー
、
ニ
ュ
ー
・
オ
リ
ン
ズ
、
サ
バ
ン
ナ
、
ラ
ス
ベ
ガ
ス
、
ヒ
ュ
ー

ス
ト
ン
な
ど
他
の
多
く
の
街
も
訪
れ
た
。

　
イ
タ
リ
ア
帰
国
後
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
自
ら
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
記
を

出
版
す
る
計
画
を
立
て
、ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
書
き
綴
っ
た
文
章
（
手
紙
、

メ
モ
、
雑
誌
に
載
せ
た
文
章
な
ど
）
を
推
敲
し
た
。
ア
メ
リ
カ
旅
行
記
の
出

版
を
計
画
し
て
い
た
時
点
で
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な

か
で
、
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
し
て
か
ら
旅
行
記
に
対
す
る
考
え
方
が
変
化
し

た
と
説
明
し
て
い
る
。
旅
行
記
に
よ
っ
て
「
単
な
る
見
た
場
所
の
描
写
を

超
え
た
何
か
、
自
身
と
現
実
と
の
関
係
、
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
」
を
表
現
で
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き
る
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
述
べ
て
い
る

43
。

　
し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
結
局
、
実
現
直
前
に
、
そ
の
本
を
出
版
し

な
い
こ
と
を
決
め
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
文
章
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
存
命
中

は
一
部
分
し
か
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
出
版
を
取
り
や
め
た
理
由
に
つ
い

て
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、「
草
稿
を
読
ん
で
い
て
、
文
学
作
品
と
し
て
は
さ

ほ
ど
優
れ
て
い
な
い
し
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
は
十
分
な
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
が
な
い
と
感
じ
た

44
」
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ 

が
出

版
を
取
り
や
め
た
こ
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
記
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
死
後

二
〇
一
四
年
に
『
ア
メ
リ
カ
の
楽
観
主
義
者
（U

n ottim
ista in A

m
erica

）』

と
い
う
題
名
で
一
冊
の
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た

45
。

　『
ア
メ
リ
カ
の
楽
観
主
義
者
』
の
な
か
に
収
め
ら
れ
た
論
考
は
、

一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
時
期
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

の
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
論
考
と
比
べ
る
と
、
よ
り
自
由
で
柔
軟
な
論
考
に

な
っ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
共
産
党
か
ら
離
党
し
た
二
年
後
に
ア
メ
リ
カ
に

実
際
に
赴
く
機
会
を
得
て
、「
自
分
と
異
な
る
現
実
」
を
「
理
解
し
た
い
」

と
い
う
強
い
願
望
を
抱
い
た
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
ア
メ
リ
カ
を
政
治
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
図
式
や
先
入
観
に
よ
っ
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
自
分

自
身
の
目
で
観
察
し
、
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
先
行
研

究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
ア
メ
リ
カ
の
楽
観
主
義
者
』
に
は

ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
単
純
な
一
般
化
も
見
ら
れ
る

が
46
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
難
し
さ
を
自

覚
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
街
や
人
び
と
を
自
身
の
目
で
丁

寧
に
観
察
・
描
写
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
特
質
を
理
解
し
よ
う

と
努
め
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
論
考
に
左
翼
知
識

人
と
し
て
の
批
判
意
識
や
問
題
意
識
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
旅
行
記
に
お
い
て
も
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ア
メ
リ
カ
に
批
判
的
な
ま
な

ざ
し
を
注
ぎ
つ
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
は
共

産
党
に
帰
属
し
て
い
た
一
九
五
〇
年
代
の
前
半
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

い
る
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
『
ア
メ
リ
カ
の
楽
観
主
義
者
』
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ

に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
頻
繁
に
ソ
連
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
が
、
ど

ち
ら
に
つ
い
て
も
肯
定
的
側
面
と
否
定
的
側
面
の
両
方
を
指
摘
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
左
翼
知
識
人
に
と
っ
て
の
二

つ
の
大
き
な
モ
デ
ル
の
狭
間
で
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
模
倣
す
る
の
で
は
な

く
、
両
者
か
ら
学
び
な
が
ら
新
た
な
道
を
模
索
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
の
方
に
収
め
ら
れ
た
論
考「
二
つ
の
教
え（Le 

due m
orali

）」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
姿
勢
が
明
確
に
示

さ
れ
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
と
ソ
連
社
会
に
つ
い

て
肯
定
的
・
否
定
的
側
面
の
両
方
を
指
摘
し
、
対
照
的
な
両
者
が
混
ざ
り

あ
う
接
合
点
を
見
つ
け
る
こ
と
の
難
し
さ
に
言
及
し
た
上
で
、「
二
つ
の

中
間
に
い
る
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
接
合
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い

47
」
と
述
べ
論
考
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、「
イ
タ
リ
ア
人
」
そ
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」

の
旅
行
者
と
し
て
「
ア
メ
リ
カ
」
観
察
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
タ
リ

ア
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
違
い
に
特
に
注
目
し
て
い
る
が
、
た
だ
単
に
ア

メ
リ
カ
を
「
他
者
」「
異
国
」
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
肯
定

的
な
意
味
で
も
否
定
的
な
意
味
で
も
、
イ
タ
リ
ア
を
含
め
た
他
の
国
が
い

ず
れ
迎
え
る
可
能
性
の
あ
る
「
未
来
」
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
ア
メ

リ
カ
を
見
て
い
る

48
。

　『
ア
メ
リ
カ
の
楽
観
主
義
者
』
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
多
様
な
街
の
風

景
に
対
す
る
強
い
関
心
で
あ
ろ
う
。
旅
行
記
で
あ
る
以
上
、
街
の
風
景
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に
特
別
な
関
心
が
向
け
ら
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
は
ア
メ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
街
や
そ
こ
で
の
生
活
の
特
徴
を

特
に
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
の

高
度
経
済
成
長
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
の
な
か
で
急
激
に
変
化
す
る

イ
タ
リ
ア
の
風
景
や
生
活
の
問
題
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
強
い
関
心
と
問

題
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
の

あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
街
の
風
景
と
は
大
き
く
異
な

る
ア
メ
リ
カ
の
街
の
風
景
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
都

市
風
景
へ
の
関
心
は
さ
ら
に
強
ま
り
深
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
自
身
が
頻
繁
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

は
ア
メ
リ
カ
の
な
か
で
も
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
に
特
別
な
愛
着
を

持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
「
ア
メ
リ

カ
の
街
」
と
し
て
好
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
ア
メ
リ
カ
で

は
な
い
街
」、
さ
ら
に
言
え
ば
「
ど
こ
で
も
な
い
独
特
の
街
」
と
し
て
強

い
愛
着
を
持
っ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
つ
い
て
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、

「
根
っ
こ
の
な
い
街
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
私
が
根
っ
こ
を
持
て
る
と
思
え

る
唯
一
の
街
だ

49
」「
私
は
ア
メ
リ
カ
を
回
っ
て
南
部
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
に
も
行
っ
た
が
、
自
分
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
だ
と
感
じ
た
。
私
の
街
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
だ

50
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
体
験
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
街

と
の
出
会
い
は
、
帰
国
後
に
書
か
れ
た
小
説
作
品
に
も
影
響
を
与
え
た
。

『
旧
・
新
コ
ス
ミ
コ
ミ
ケ
（C

osm
icom

iche vecchie e nuove

）』
に 

収
め
ら

れ
た
物
語
の
な
か
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
地
名
が
登
場
す
る
も
の
が

複
数
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
体
験
が
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
小
説
作
品
に
直
接
的
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
が
分
か
る

51
。
ま
た
、『
見
え
な
い
都
市
』
に
お
い

て
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
を
直
接
的
に
示
す
箇

所
は
な
い
も
の
の
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
に
着
想
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ

る
箇
所
が
数
多
く
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

52
。
さ
ら
に
、『
見
え

な
い
都
市
』
と
『
ア
メ
リ
カ
の
楽
観
主
義
者
』
は
、
多
様
な
街
の
風
景
と

生
活
へ
の
関
心
や
描
写
の
詳
細
さ
が
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
ア
メ

リ
カ
体
験
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
創
作
活
動
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら

れ
る
。

エ
ー
コ
と
ア
メ
リ
カ

　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
よ
り
も
九
歳
年
下
の
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
も
幼
少
期

に
漫
画
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
文
化
と
出
会
い
、
ア
メ
リ
カ
文
化
か
ら
強
い

影
響
を
受
け
て
い
る
。
エ
ー
コ
の
論
考
に
は
ア
メ
リ
カ
文
化
に
関
す
る
言

及
が
数
多
く
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
文
学
作
品
だ
け
で
な
く
大
衆
小
説
や
映

画
、
音
楽
、
漫
画
な
ど
多
岐
に
渡
る
。
エ
ー
コ
が
行
っ
た
大
衆
文
化
の
記

号
論
的
分
析
の
仕
事
や
、
テ
レ
ビ
業
界
・
出
版
業
界
に
お
け
る
仕
事
の
土

台
に
は
幼
少
期
の
漫
画
と
の
出
会
い
に
発
す
る
ア
メ
リ
カ
大
衆
文
化
へ

の
強
い
関
心
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
エ
ー
コ
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
漫
画

と
の
出
会
い
は
非
常
に
重
要
な
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。
エ
ー
コ
は
イ
タ

リ
ア
の
漫
画
出
版
の
領
域
に
お
い
て
も
先
駆
的
な
役
割
を
担
い
、『
ピ
ー

ナ
ッ
ツ
』
の
初
の
イ
タ
リ
ア
語
翻
訳
（
一
九
六
三
年
）
版
の
序
文
を
執
筆

し
た
ほ
か
、イ
タ
リ
ア
の
漫
画
雑
誌『
ラ
イ
ナ
ス
』の
発
行
に
も
協
力
し
た
。

　
エ
ー
コ
と
ア
メ
リ
カ
文
化
の
関
係
、
そ
し
て
エ
ー
コ
に
と
っ
て
の
ア
メ

リ
カ
像
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
エ
ー
コ
の
評
論
「
反
ア
メ
リ
カ
的
三
世

代
の
ア
メ
リ
カ
神
話
」53
が
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
の
論
考
は
エ
ー

コ
が
一
九
八
〇
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
講
演
し
た
際
の
講
演
原
稿
で
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あ
り
、
そ
の
後
『
文
学
に
つ
い
て( Sulla letteratura) 

』
と
い
う
評
論
集

に
収
録
さ
れ
た
。

　
こ
の
評
論
に
お
い
て
エ
ー
コ
は
、
イ
タ
リ
ア
人
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が

一
九
三
〇
年
代
か
ら
二
十
世
紀
の
末
ま
で
ど
の
よ
う
に
形
を
変
え
つ
つ

存
在
し
つ
づ
け
て
き
た
の
か
を
分
析
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
聴
衆
に
分

か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
、
エ
ー
コ
は
そ
の
変
遷
を
「
三
世
代
の
ア
メ
リ

カ
神
話
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

　
第
一
世
代
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
の
世
代
で
あ
る
が
、

ジ
ャ
イ
メ
・
ピ
ン
ト
ー
ル
の
よ
う
な
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
よ
り
若
い
世
代
の
作

家
も
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
世
代
は
、
エ
ー
コ
が
「
一
九
二
六
年
か
ら

一
九
三
一
年
の
間
に
生
ま
れ
た

54
」
と
述
べ
る
世
代
で
あ
る
。
第
三
世

代
は
、「
六
八
年
世
代

55
」
と
エ
ー
コ
が
呼
ぶ
世
代
で
あ
り
、
つ
ま
り
は

一
九
六
八
年
に
若
者
だ
っ
た
世
代
で
あ
る
。
エ
ー
コ
は
、
な
ぜ
イ
タ
リ
ア

人
の
多
く
が
反
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
り
な
が
ら
親
ア
メ
リ
カ
的
で
も
あ
っ

た
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
な
ぜ
彼
ら
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
感
情
や
態

度
が
両
義
的
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
左
翼
的
思
想
を
持
つ

イ
タ
リ
ア
人
の
多
く
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
は
ア
メ
リ
カ
に
批

判
的
で
あ
っ
た
が
、同
時
に
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
文
化
（
特
に
文
学
・
映
画
・

漫
画
・
音
楽
）
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
モ
デ
ル
を
得
て
い
た
の
だ
と
エ
ー
コ
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
評
論
に
お
け
る
エ
ー
コ
の
分
析
と
考
察
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
メ
リ

カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
存
在
す
る
数
多
く
の
先
行
研
究
の
な
か
で
も
鋭
く

独
自
性
の
あ
る
分
析
考
察
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、こ
の
エ
ー
コ
の
論
考
は
、

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
論
考

と
比
べ
る
と
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
図
式
か
ら
よ
り
自
由
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
ま
ず
、
エ
ー
コ
の
論
考
の
独
自
性
の
一
つ
は
、
第
二
世
代
や
第
三
世
代

に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
第
一
世
代
に
関
し
て
も
大
衆
文
化
の
重
要
性
を

強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
通
常
、
第
一
世
代
の
「
ア
メ
リ
カ
神
話
」
に

つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
重
要
性
と
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
連
の
み

に
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
エ
ー
コ
は
こ
の
論
考
の
な
か
で
、

特
に
ア
メ
リ
カ
映
画
が
一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
神
話
の
形
成
に
お

い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
の
エ
ー
コ
の
論
考
の
優
れ
た
点
は
、「
フ
ァ
シ
ス
ト
の
反
ア

メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
対
「
反
フ
ァ
シ
ス
ト
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
図

式
に
回
収
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
エ
ー
コ
は
、
第
一
世
代
の
ア
メ
リ

カ
ニ
ズ
ム
と
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
閉
じ
込
め
て
は
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
に
強
い
関
心
と
憧
れ
を
抱
い
た
第
一
世
代
の
イ
タ
リ
ア
人
と

し
て
、
エ
ー
コ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
や
ピ
ン
ト
ー
ル
の
名

だ
け
で
な
く
、
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
名
も
挙
げ
て
い
る

56
。

ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
は
ベ
ニ
ー
ト
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
息

子
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
映
画
界
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
映
画
会
社

を
設
立
し
、
映
画
の
原
案
執
筆
・
監
修
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
な
ど
に
携
わ
っ

た
ほ
か
、
映
画
雑
誌
『
チ
ネ
マ
（C

inem
a

）』
の
編
集
長
も
務
め
た
。

　
エ
ー
コ
の
論
考
の
独
自
性
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
神
話
の
継
続
性
を
指
摘

し
て
い
る
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。
先
行
研
究
で
は
一
般
的
に
、
左
翼
的
な
思

想
を
持
つ
イ
タ
リ
ア
人
の
「
ア
メ
リ
カ
神
話
」
は
、
冷
戦
の
始
ま
り
と
と

も
に
終
焉
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
ー
コ
は
、
そ
れ
が
冷

戦
期
に
ど
の
よ
う
に
次
の
世
代
に
形
を
変
え
て
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た

の
か
を
論
じ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
実
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
三
世
代
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の
分
類
に
よ
っ
て
単
純
に
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
、
同
じ
世

代
の
な
か
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
り
一
様
で
は
な
い
。
ま
た
、
三
世

代
の
境
界
線
に
位
置
し
、
分
類
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
。
エ
ー
コ
は
、
イ

タ
リ
ア
人
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
質
を
分
か
り
や
す
く
ア
メ
リ
カ
の

聴
衆
に
伝
え
る
た
め
に
世
代
の
分
類
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

世
代
分
類
を
絶
対
的
・
固
定
的
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
現
実
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
複
雑
で
多
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
三

世
代
の
分
類
で
は
論
じ
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
エ
ー
コ
の
論
考

の
な
か
で
も
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
エ
ー
コ
に
よ
る
第
二
世
代
の
説

明
は
曖
昧
さ
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
、
現
実
の
複
雑
さ
、
境
界
の
曖

昧
さ
、
世
代
の
定
義
の
難
し
さ
に
対
す
る
エ
ー
コ
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
エ
ー
コ
は
第
二
世
代
の
説
明
を
す
る
際
に
、
架

空
の
人
物
を
設
定
し
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

当
時
の
二
大
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
、
共
産
党
と
社
会
党
の
内
側
で
あ
る
い

は
外
側
で
生
き
た
彼
ら
を
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
と
て
も
曖
昧
で
不
正

確
な
定
義
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
物
語
を
使
う
と
い
う
職
権
乱

用
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
架
空
の
人
物
を
設
定
し
、
ロ
ベ
ル

ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ロ
ベ
ル
ト
が
代
表
す
る
グ
ル
ー
プ
の
人
び
と
に

は
、ロ
ベ
ル
ト
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
も
い
れ
ば
、ロ
ベ
ル
ト
度
十
パ
ー

セ
ン
ト
の
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
私
が
こ
こ
で
話
す
の
は
ロ
ベ
ル
ト
度
百

パ
ー
セ
ン
ト
の
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る

57

　
ま
た
、
第
二
世
代
の
定
義
と
し
て
エ
ー
コ
が
「
一
九
二
六
年
か
ら

一
九
三
一
年
の
間
に
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い

58
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
定
義
は
、
一
九
三
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
エ
ー
コ

自
身
を
一
見
除
外
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
エ
ー

コ
が
生
ま
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
の
一
月
五
日
で
あ
る
た
め
、
第
二
世
代

に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
エ
ー
コ
は
第
一
世
代
に

つ
い
て
は
具
体
的
な
名
前
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
第
二
世
代
に
つ
い

て
は
「
ロ
ベ
ル
ト
」
と
い
う
架
空
の
人
物
を
通
し
て
の
み
語
っ
て
お
り
、

自
ら
が
そ
こ
に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
曖
昧
さ
を
残

し
て
い
る
。

　
第
二
世
代
を
代
表
す
る
架
空
の
人
物
「
ロ
ベ
ル
ト
」
の
描
写
を
み
る
と
、

そ
れ
ら
は
部
分
的
に
は
エ
ー
コ
自
身
に
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
大
衆
文
化
の
受
容
に
関
し
て
は
、
ロ
ベ
ル
ト

の
描
写
は
、
エ
ー
コ
の
伝
記
的
要
素
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
評
論
で
第

二
世
代
が
受
容
し
た
も
の
と
し
て
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・

ゴ
ー
ド
ン
や
、
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
、
魔
術
師
マ
ン
ド
レ
イ
ク
、
映
画
『
駅

馬
車
』、
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ス
テ
ア
と
ジ
ン
ジ
ャ
ー
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
な
ど
は
、

エ
ー
コ
が
二
〇
〇
四
年
に
発
表
し
た
膨
大
な
カ
ラ
ー
図
版
付
き
の
小
説

『
女
王
ロ
ア
ー
ナ
、
神
秘
の
炎
』
の
な
か
に
も
登
場
す
る
。
エ
ー
コ
は
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
こ
の
小
説
を
「
私
の
世
代
の
自
伝
」
59
で
あ
る

と
述
べ
て
お
り
、「
私
は
ロ
ア
ー
ナ
の
世
界
を
生
き
た
か
ら
こ
そ
、
マ
ス
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
を
行
っ
た

60
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、「
ロ
ベ
ル
ト
」
の
政
治
的
な
経
験
の
説
明
に
目
を
向

け
て
み
る
と
、
第
二
世
代
の
描
写
は
エ
ー
コ
自
身
と
い
う
よ
り
は
、
エ
ー

コ
よ
り
少
し
前
に
生
ま
れ
た
世
代
に
当
て
は
ま
る
記
述
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。第
二
世
代
に
つ
い
て
エ
ー
コ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
九
四
四
年
に
、
ま
だ
非
常
に
若
く
し
て
ロ
ベ
ル
ト
は
何
ら
か
の
形
で
パ

ル
チ
ザ
ン
に
加
わ
っ
た
。
戦
争
の
あ
と
、
左
翼
政
党
の
党
員
か
同
伴
者
と
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な
っ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
を
尊
敬
し
、ア
メ
リ
カ
の
朝
鮮
出
兵
に
は
反
対
し
、

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
夫
妻
の
死
刑
に
抗
議
し
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
の
際
に

離
党
し
た

61
。

　
エ
ー
コ
よ
り
少
し
前
の
世
代
の
イ
タ
リ
ア
人
に
は
こ
の
よ
う
な
記

述
の
当
て
は
ま
る
知
識
人
が
数
多
く
い
る
が
、
こ
の
記
述
に
は
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
は
一
九
二
三
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
第
二
世
代
の
区
分
（
一
九
二
六
―

一
九
三
一
年
生
ま
れ
）
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
ま
た
、
エ
ー
コ
の
評
論

に
お
い
て
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
言
葉
が
第
一
世
代
の
ア
メ
リ
カ
神
話
の
説

明
の
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
第
一
世
代
の
作

家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
が
戦
後
も
ア
メ
リ
カ
文
化
や
「
ア
メ
リ
カ
神
話
」
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
場
で
語
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
エ
ー
コ
が
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ

よ
り
も
若
い
世
代
の
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
世
代
と
エ
ー
コ
の
世
代
の
間
の
世

代
に
属
し
て
お
り
、
上
下
の
両
方
の
世
代
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。

　
エ
ー
コ
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
を
舞

台
に
し
た
物
語
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
前
述
の
小
説
『
女
王
ロ

ア
ー
ナ
、
神
秘
の
炎
』
に
は
、
ア
メ
リ
カ
由
来
の
小
説
・
漫
画
・
映
画
・

音
楽
な
ど
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
の
言
及
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
主
人
公
が

一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
子
供
時
代
に
受
容
し
た
大

衆
文
化
の
多
く
の
部
分
が
ア
メ
リ
カ
由
来
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
主
人
公
が
故
郷
の
家
で
発
見
す
る
子
供
時
代
の
品
々
に
は
イ
ギ
リ
ス

や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
外
国
産
の
も
の
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い

る
が
、な
か
で
も
ア
メ
リ
カ
産
の
作
品
は
特
に
数
多
く
登
場
す
る
。
ま
た
、

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
大
衆
文
学
や
児
童
文
学
の

作
品
が
多
く
登
場
す
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
に
つ
い
て
は
、
文

学
の
み
な
ら
ず
、
漫
画
や
音
楽
・
映
画
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
作
品
が

登
場
す
る
。

　
こ
の
小
説
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
化
の
描
写
に
は
、
評
論
「
反
ア
メ
リ

カ
的
三
世
代
の
ア
メ
リ
カ
神
話
」
の
第
二
世
代
の
ア
メ
リ
カ
神
話
の
描
写

と
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。
単
に
言
及
さ
れ
る
作
品
タ
イ
ト
ル
や
登
場
人
物

の
名
前
が
重
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
で
ア
メ
リ

カ
文
化
が
有
し
て
い
た
魅
力
や
機
能
に
関
す
る
記
述
も
類
似
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
エ
ー
コ
は
前
述
の
評
論
で
、
第
二
世
代
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ

カ
の
漫
画
の
重
要
性
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ロ
ベ
ル
ト
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
教
育
を
受
け
て
育
ち
、
最
初
の
（
当
然
な
が
ら

無
意
識
的
な
）
反
抗
の
行
為
は
、（
上
手
な
訳
で
は
な
い
）
翻
訳
版
ア
メ

リ
カ
漫
画
を
読
む
こ
と
だ
っ
た
。
ミ
ン
・
フ
ー
に
対
抗
す
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・

ゴ
ー
ド
ン
の
姿
が
、
彼
に
と
っ
て
は
圧
政
と
の
闘
い
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ

と
な
っ
た
。

62

　
小
説
『
女
王
ロ
ア
ー
ナ
、
神
秘
の
炎
』
の
な
か
で
は
主
人
公
が
記
憶
の

な
い
自
ら
の
子
供
時
代
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
。

教
科
書
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
『
子
ど
も
新
聞
』
ま
で
、
ヒ
ー
ロ
ー
と
い
え
ば

統
帥
の
た
め
に
闘
い
、
命
じ
ら
れ
れ
ば
死
を
切
望
す
る
勇
者
で
あ
っ
た
。

祖
父
の
一
九
世
紀
の
小
説
に
お
け
る
ヒ
ー
ロ
ー
は
［
…
］、
無
法
者
で
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
個
人
的
な
利
害
の
た
め
か
生
ま
れ
つ
き
の
悪
党
ゆ
え
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に
社
会
を
敵
に
し
て
闘
う
者
だ
っ
た
。［
…
］
一
方
、
ゴ
ー
ド
ン
は
自
由

の
た
め
に
独
裁
者
に
対
抗
し
闘
っ
て
い
た
。［
…
］
臣
民
の
生
と
死
を
決

め
る
絶
対
的
権
力
を
持
つ
わ
が
国
の
独
裁
者
の
特
徴
を
僕
は
ミ
ン
の
な
か

に
見
出
し
て
い
た
は
ず
だ
。［
…
］
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ゴ
ー
ド
ン
は
、僕
に
と
っ

て
［
…
］
解
放
戦
争
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

63

　
ど
ち
ら
の
記
述
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ゴ
ー
ド
ン
が
独
裁
者
と

戦
う
「
ヒ
ー
ロ
ー
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
、
こ
の
世
代
の
イ
タ
リ

ア
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
ア
メ
リ
カ
の
漫
画
が
、
イ
タ
リ
ア
の
公
教
育
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
英

雄
像
と
も
十
九
世
紀
の
文
学
の
英
雄
像
と
も
異
な
る
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

な
英
雄
像
、
反
フ
ァ
シ
ス
ト
的
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
の
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
、
エ
ー
コ
の
場
合
、
漫
画
が
ア
メ
リ

カ
文
化
の
受
容
に
お
い
て
決
定
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
こ
の
小
説
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
文
化
が
混
乱
や
矛
盾
、
非
一
貫

性
、
分
裂
の
感
覚
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の
表
象
だ
け
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
小

説
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
み
な
ら
ず
、
主
人
公
が
フ
ァ
シ
ズ
ム

期
の
子
供
時
代
に
受
容
し
た
文
化
全
体
が
混
乱
や
矛
盾
、
非
一
貫
性
、
分

裂
の
感
覚
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
個
人
的
な
記
憶
を
喪
失
し
た
と
い
う
設
定
で

あ
る
。
主
人
公
は
、
記
憶
を
取
り
戻
す
た
め
、
そ
し
て
自
分
が
ど
の
よ
う

な
人
間
な
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
故
郷
の
実
家
に
赴
き
、
家
の
書
斎

や
屋
根
裏
部
屋
や
礼
拝
堂
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
品
々
、
子
供
時

代
に
受
容
し
た
文
化
作
品
（
小
説
・
音
楽
・
映
画
・
音
楽
な
ど
）
に
向
か
い

合
う
。
本
来
は
懐
か
し
い
思
い
出
が
あ
る
は
ず
の
子
供
時
代
の
品
々
を
、

記
憶
喪
失
の
主
人
公
は
「
考
古
学
者
」
の
よ
う
に
観
察
・
分
析
し
、
そ
れ

ら
の
品
々
の
性
質
や
機
能
に
つ
い
て
推
測
・
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
自
分

が
ど
の
よ
う
な
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
の
か
を
推
測
し
、
そ
の
よ
う
な
子

供
時
代
を
過
ご
し
た
自
分
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
な
の
か
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
。

　
主
人
公
の
子
供
時
代
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
前
半
に

設
定
さ
れ
て
お
り
、
主
人
公
の
子
供
時
代
の
品
々
は
、
エ
ー
コ
の
子
供
時

代
の
品
々
で
あ
る
と
と
も
に
、
エ
ー
コ
の
同
世
代
の
多
く
の
イ
タ
リ
ア
人

の
子
供
時
代
に
共
通
す
る
品
々
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
子

供
が
経
験
し
た
文
化
状
況
は
、
地
域
や
社
会
階
層
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

主
人
公
の
子
供
時
代
の
品
々
か
ら
浮
か
び
上
が
る
記
憶
は
、
エ
ー
コ
と
同

世
代
の
多
く
の
イ
タ
リ
ア
人
に
共
通
す
る
集
団
的
な
記
憶
だ
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
人
公
の
子
供
時
代
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と

い
う
問
い
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
多
く
の
イ
タ
リ
ア
の
子
供
た
ち
が
受
容

し
て
い
た
文
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
と
も

重
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
、
主
人
公
の
子
供
時
代
の
品
々
に
関
す

る
主
人
公
の
観
察
・
推
測
・
考
察
か
ら
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
文
化
の
複
雑

で
多
面
的
な
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
文
化
に
つ
い
て
、
主
人
公

は
繰
り
返
し
矛
盾
や
分
裂
、
非
一
貫
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
小
説
の
な
か
で
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
裂

や
矛
盾
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
公
教
育
や

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
示
さ
れ
る
世
界
観
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
大
衆
文
化
（
漫

画
、
大
衆
小
説
、
映
画
な
ど
）
の
な
か
で
示
さ
れ
る
そ
れ
と
の
大
き
な
差
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異
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
小
説
で
は
、
公
教
育
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
内
部
に
お
け
る

分
裂
や
矛
盾
も
描
か
れ
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
は
革
新
性
と
保
守

性
、
伝
統
と
近
代
性
な
ど
、
矛
盾
す
る
よ
う
な
理
想
を
公
教
育
や
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
を
通
し
て
発
し
て
い
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
打
ち
出
し
た
理
想

そ
の
も
の
が
一
貫
性
に
欠
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
の
小
説
で
は

分
裂
や
矛
盾
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

64
。

　
そ
の
な
か
で
主
人
公
が
当
時
受
容
し
た
ア
メ
リ
カ
文
化
や
ア
メ
リ
カ

の
イ
メ
ー
ジ
も
、
非
一
貫
性
や
分
裂
、
矛
盾
や
混
乱
の
感
覚
を
伴
う
も
の

と
し
て
表
れ
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
小
説
の
な
か
で
ア
メ
リ
カ
文

化
（
特
に
ア
メ
リ
カ
の
漫
画
）
は
、
主
人
公
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
モ
デ

ル
を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ

文
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
モ
デ
ル
」
や
「
独
裁
者
と
闘

う
英
雄
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
は
限
ら
れ
て
い
な
い
。

　
例
え
ば
、
こ
の
小
説
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
文
化
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
必
ず
し

も
常
に
対
立
的
・
対
照
的
な
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
少
し
形
を

変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
と
共
存
し
て
い
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
浮
か
び
上
が
る
。
次
の
箇
所

で
は
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
ビ
ル
の
物
語
が
、
ア
メ
リ
カ
と
の
開
戦
以
降
に

「
イ
タ
リ
ア
人
英
雄
」
の
物
語
と
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て

い
る
。印

象
深
か
っ
た
の
は
、
表
紙
に
「
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
ビ
ル

―
大
草
原
の

英
雄
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
の
に
、
内
側
の
表
題
見
出
し
は
「
バ
ッ
フ
ァ

ロ
ー
・
ビ
ル

―
大
草
原
の
イ
タ
リ
ア
人
英
雄
」と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ

た
［
…
］
一
九
四
二
年
に
は
確
か
ぼ
く
ら
は
す
で
に
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争

に
突
入
し
て
い
て
、
こ
の
こ
と
が
す
べ
て
を
説
明
し
て
い
た
。
出
版
社

（
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ネ
ル
ビ
ー
ニ
）
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ー
デ
ィ
が
安
心

し
て
ア
メ
リ
カ
人
で
い
ら
れ
た
時
代
に
そ
れ
ら
の
表
紙
を
印
刷
し
、
そ
の

あ
と
英
雄
は
必
ず
イ
タ
リ
ア
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
め
ら
れ
た
。

経
済
的
な
理
由
か
ら
、
古
い
色
刷
り
の
表
紙
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
第
一

ペ
ー
ジ
だ
け
を
組
み
直
す
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。

65

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
と
の
開
戦
以
降
に
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
広
め
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
第
九
章
で
は
、
自
由
の
女
神
と
摩
天

楼
を
背
景
に
攻
撃
的
な
表
情
で
拳
を
突
き
出
す
ユ
ダ
ヤ
人
の
イ
ラ
ス
ト

や
、
に
や
け
た
表
情
で
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
腰
に
手
を
か
け
る
ア
フ

リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
兵
士
の
イ
ラ
ス
ト
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り

66
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
否
定
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
人
種
差
別
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
第
十
一
章
で
は
、
主
人
公
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
映
画
雑
誌
を
め
く
り
、

そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
多
く
の
ア
メ
リ
カ
映
画
の
写
真
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
ジ
ャ
ズ
音
楽
を
想
起
す
る
。
主
人
公
の
頭
の
な
か
に
自
然
に
流
れ
て

き
た
の
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
イ
タ
リ
ア
化
さ
れ
た
ジ
ャ
ズ
、
言
い
換
え

れ
ば
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
音
楽
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
た
め
に
イ

タ
リ
ア
語
の
タ
イ
ト
ル
を
付
け
ら
れ
、
歌
詞
を
取
り
除
く
か
イ
タ
リ
ア
語

の
歌
詞
に
変
え
て
演
奏
さ
れ
た
ジ
ャ
ズ
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
面
で
主
人
公

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
ぼ
く
は
、
ジ
ャ
ズ
と
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
と
礼
拝
堂
の
漫
画
に
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ま
ぎ
れ
て
イ
ギ
リ
ス
人
の
悪
口
を
言
い
、
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
汚
す
ア

メ
リ
カ
の
「
黒
ん
ぼ
」
か
ら
わ
が
身
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
学
び

つ
つ
、
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
の
だ
、
と
同
時
に
、
海
の
対
岸
か
ら
く

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
渇
き
を
癒
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

67

　
こ
の
箇
所
で
は
、
子
供
時
代
の
主
人
公
が
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
る
ア

メ
リ
カ
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
吸
収
し
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
の
大
衆

文
化
に
よ
っ
て
精
神
的
な
乾
き
を
癒
し
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　
評
論
「
反
ア
メ
リ
カ
的
三
世
代
の
ア
メ
リ
カ
神
話
」
や
小
説
『
女
王
ロ

ア
ー
ナ
、
神
秘
の
炎
』
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
エ
ー
コ
に
と
っ
て
の
ア
メ

リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
過
ご
し
た
子
供
時
代
の

記
憶
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
オ
ル
タ
ナ

テ
ィ
ブ
・
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー

ジ
、
そ
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
精
神
的
な
渇
き
を
癒

す
も
の
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
子
供
時
代
の
記
憶
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ

の
中
心
に
あ
る
の
が
漫
画
で
あ
る
と
い
う
点
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
文
化
の
矛
盾
や

分
裂
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
も
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ

の
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
公
教
育
の
分
野
で
も
大
衆
文
化
の
分
野
で
も
そ
の

文
化
的
な
統
制
を
強
め
て
い
っ
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
戦
争
期
の

一
九
四
〇
年
代
前
半
に
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
エ
ー
コ
は
、
公
教
育
や
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
も
大
衆
文
化
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
す
る
要
素
が
混
ざ

り
合
っ
た
状
態
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
文
化
を
無
意
識
的
に
吸
収
し
た
と

言
え
る
。
自
ら
が
子
供
時
代
に
無
意
識
的
に
吸
収
・
内
面
化
し
た
フ
ァ
シ

ズ
ム
期
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
は
エ
ー
コ
に

と
っ
て
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
小
説『
女
王
ロ
ア
ー
ナ
、

神
秘
の
炎
』
に
お
い
て
エ
ー
コ
は
自
身
の
世
代
の
思
い
出
の
品
々
に
つ
い

て
た
だ
懐
か
し
く
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
記
憶
喪
失
の
主
人
公
を
通

し
て
、
そ
の
品
々
の
性
質
や
機
能
に
つ
い
て
考
え
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
文

化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
な
か
で
生
ま
れ
育
っ

た
自
分
た
ち
は
何
者
な
の
か
と
い
う
問
題
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
若
手
研
究
（
研
究
代
表
者
：
小
久

保
真
理
江
）「
二
〇
世
紀
前
半
の
イ
タ
リ
ア
芸
術
文
化
に
お
け
る
ア
メ
リ

カ
へ
の
眼
差
し
」（
課
題
番
号
： 19K

13132

）
の
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ

る
。
ま
た
本
稿
は
二
〇
一
九
年
十
二
月
五
日
に
総
合
文
化
研
究
所
で
開

催
さ
れ
た
講
演
会
「L’A

m
erica raccontata dagli scrittori italiani

（
イ

タ
リ
ア
の
作
家
た
ち
が
語
っ
た
ア
メ
リ
カ
）」
に
お
け
る
筆
者
の
口
頭
発
表

「L’A
m

erica di Pavese, C
alvino ed Eco

（
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
、

エ
ー
コ
の
ア
メ
リ
カ
）」
の
内
容
を
日
本
語
で
ま
と
め
大
幅
に
加
筆
し
た

も
の
で
あ
り
、
内
容
は
一
部
、
拙
著
博
士
論
文Pavese tra letteratura 

ecinem
a: nuove prospettive sul m

ito am
ericano

（
二
〇
一
二
年
）
及
び
、

講
演
会
「
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
と
イ
タ
リ
ア
の
記
憶
」
に
お
け
る
筆
者

の
口
頭
発
表
「
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
カ
文
化

の
記
憶
」（
二
〇
一
八
年
六
月
二
一
日
、
総
合
文
化
研
究
所
）
と
重
複
す
る
と
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こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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本
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「
ア
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合
衆
国
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ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
言
葉
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は
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党
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（L’U
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。
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esare Pavese, Torino, Einaudi, 2017, p. 86.

４
　M

ichele M
artino (ed.), C

alvino editor e ufficio stam
pa. D

al N
otiziario Einaudi 

ai C
entopagine, Rom

a, O
blique Studio, 2012, p. 9.

５
　U

m
berto Eco, “L’ultim

a estate di Pavese,” la Repubblica, 29 agosto 2011. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/08/29/ultim
aes-

tate-di-pavese.htm
l (accessed 2019-01-05)

６
　U

m
berto Eco, C

onfessions of a Young N
ovelist, C

am
bridge, M

A
; London, 

England, H
arvard U

niversity Press, 2011, p. 62. ( 

邦
訳
：
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ

『
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
の
小
説
講
座

―
若
き
作
家
の
告
白
』
和
田
忠
彦
・
小
久

保
真
理
江
訳
、 

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
七
四
―
七
五
頁 )

7
　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
作
家
の
小
説
も
翻
訳
し
て
い
る

が
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
方
に
よ
り
傾
倒
し
て
い
た
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
翻
訳
に
よ
り
出

版
さ
れ
た
小
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
出
版
地
・
出
版
社
の
情
報
は
省
略
す
る
）。

ア
メ
リ
カ
の
作
家
： Sinclair Lew

is, Il nostro signor W
renn (O

ur M
r. W

renn), 

1931; H
erm

an M
elville, M

oby D
ick, 1932; Sherw

ood A
nderson, Riso Nero (D

ark 

Laughter), 1932; John D
os Passos, 42° parallelo (The 42nd Parallel), 1934; 

John D
os Passos, U

n m
ucchio di quattrini (The Big M

oney), 1938; John Stein-

beck, U
om

ini e topi (O
f M

ice and M
en), 1938; G

ertrude Stein, Autobiografia di 

Alice Toklas (The Autobiography of Alice B.Toklas), 1938; G
ertrude Stein, Tre 

esistenze (Three Lives), 1940; H
erm

an M
elville, Benito C

ereno, 1940; C
hristo-

pher M
orley, Il cavallo di Troia (The Troian H

orse), 1941; W
illiam

 Faulkner, 

Il borgo (The H
am

let), 1942. 

イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
作
家
： Jam

es 

Joyce, D
edalus (Portrait of the Artist as a Young M

an), 1933; D
aniel D

efoe, 

Fortune e sfortune della fam
osa M

oll Flanders (M
oll Flanders), 1938; C

harles 

D
ickens, D

avid C
opperfield, 1939; R

obert H
enriques, C

apitano Sm
ith (C

aptain 

Sm
ith and C

am
pany), 1947. 

小
説
以
外
の
翻
訳
に
は
、G

eorge M
acaulay Trev-

elyan, La rivoluzione inglese del 1688-89 (The English Revolution, 1688-1698), 

1940

が
あ
る
。
ま
た
、一
九
三
三
年
にFrassinelli

社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
ミ
ッ
キ
ー

マ
ウ
ス
の
冒
険
（Le avventure di Topolino

）』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
二
冊
の
絵
本

の
翻
訳
に
も
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
関
わ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
翻
訳
者
と
し
て
の
名
前
は

表
に
出
し
て
い
な
い
。
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
の
絵
本
と
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
、A

nalisa Stancanelli, Pavese, Vittorini e Topolino: Topolino negli anni 

Trenta e Q
uaranta, Tricase, Youcanprint, 2015

を
参
照
。

8
　
ロ
ド
カ
ナ
ー
キ
の
翻
訳
の
仕
事
や
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
な
ど
の
作
家
と
の
関
係
性
に

つ
い
て
は
以
下
の
文
献
が
あ
る
。G

iuseppe M
arcenaro, U

na am
ica di M

ontale.

Vita di Lucia Rodocanachi, M
ilano, C

am
unia, 1991; Valerio Ferm

e, “C
he ve 

ne sem
bra dell’A

m
erica? : N

otes on Elio V
ittorini’s Translation W

ork and W
il-

liam
 Saroyan,” Italica, vol. 75, no. 3 (A

utum
n 1998), pp. 377-398; Jane D

unnet, 

“Translation and concealm
ent: the lost voice of Lucia R

odocanachi,” Journal of 

Rom
ance Studies, vol. 4, no. 2 (2004), pp. 37-53; Franco C

ontorbia (ed.), Lucia 

Rodocanachi, le carte, la vita, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2006; A
nna 

C
hiara C

avallari, Edoardo Esposito (eds.), Si diverte tanto a tradurre? Lettere a 

Lucia Rodocanachi 1933-1943, M
ilano, A

rchinto, 2016.

9
　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
イ
タ
リ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
友
人
ア
ン
ト
ニ
オ
・
キ
ウ
ミ
ナ
ッ
ト
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に
英
語
表
現
に
関
す
る
質
問
は
し
て
い
た
が
、
下
訳
の
依
頼
は
行
っ
て
い
な
い
。
パ

ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
の
翻
訳
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し
た
研
究
と
し
て

は
以
下
の
文
献
が
あ
る
。Valerio Ferm

e, Tradurre è tradire. La traduzione com
e 

sovversione culturale sotto il fascism
o, R

avenna, Longo editore, 2002.

10
　D

onald H
einey, Am

erica in M
odern Italian Literature, N

ew
 B

runsw
ick, 

R
utgers U

niversity Press, 1964; A
m

anda G
uiducci, Il m

ito Pavese, Firenze, 

Vallechi, 1967; D
om

inique Fernandez, Il m
ito dell’Am

erica negli intellettuali 

italiani, C
altanissetta-R

om
a, Salvatore Sciascia editore 1969; N

icola C
arducci, 

G
li intellettuali e l’ideologia am

ericana nell’Italia letteraria degli anni Trenta, 

M
andria, Lacaita 1973 

な
ど
。

11  C
esare Pavese, “Ieri e oggi,” in Id., La letteratura am

ericana e altri saggi, To-

rino, Einaudi, 1951, p. 193.

12
　Ibid., p. 196.

13  C
laudio A

ntonelli, Pavese, Vittorini e gli am
ericanisti: il m

ito dell’Am
erica, 

B
agno a R

ipoli, Edarc, 2008, p. 21; Fabio Ferrari, M
yths and C

ounter-M
yths 

of Am
erica. N

ew
 W

orld Allegories in 20th-C
entury Italian Literature and Film

, 

R
avenna, Longo Editore, 2008, p. 81.

14  

こ
の
時
代
の
多
く
の
イ
タ
リ
ア
人
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
感
情
や
態
度
が
両
義
的

で
複
雑
で
あ
り
単
純
な
二
項
対
立
図
式
に
回
収
で
き
な
い
こ
と
は
、
以
下
の
研
究

で
も
示
さ
れ
て
い
る
。A

ntonelli, op. cit.; Ferrari, op. cit.; Em
ilio G

entile, “Im
-

pending M
odernity: Fascism

 and the A
m

bivalent Im
age of the U

nited States,” 

Journal of C
ontem

porary H
istory, vol. 28, no. 1 (1993), pp. 7-29; A

m
bra M

eda, 

Al di là del m
ito: scrittori italiani in viaggio negli Stati U

niti, Firenze, Vallec-

chi, 2011.

15
　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ア
メ
リ
カ
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
博
士
論
文
（M

arie 

K
okubo, Pavese tra letteratura e cinem

a: nuove prospettive sul m
ito am

ericano,

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
・
東
京
外
国
語
大
学, 2012

）
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

16
　
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
『
月
と
か
が
り
火
』（
新
装
版
）
米
川
良
夫
訳
、白
水
社
、

一
九
九
二
年
、
二
九
頁
。 ( C

esare Pavese, La luna e i falò, in Id., Tutti i rom
anzi, 

Torino, Einaudi, 2000, p. 791.)

17
　
同
前
、
三
十
頁
。 ( Ibid.)

18
　
こ
の
短
編
小
説
は
一
九
九
三
年
に
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
初
期
短
編
集
（C

esare Pavese, 

Lotte di giovani e altri racconti (1925-1930), Torino, Einaudi, 1993

）
の
な
か

に
収
録
さ
れ
、
そ
の
後
二
〇
〇
二
年
に
は
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
短
編
全
集
（C

esare Pavese, 

Tutti i racconti, Torino, Einaudi, 2002

）
に
も
収
録
さ
れ
た
。

19
　C

esare Pavese, “L’avventuriero fallito,” in Id., Tutti i racconti, Torino, Ein-

audi, 2002, p. 257.

20
　Ibid., p. 263.

21
　
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
と
ア
メ
リ
カ
映
画
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
著
博
士
論
文
（K

okubo, 

op. cit.

）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

22
　
た
だ
し
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
存
命
中
に
映
画
評
論
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
映

画
の
原
案
も
実
際
の
映
画
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
が
若
い
頃
に
書

い
た
映
画
評
論
と
戦
後
に
書
い
た
映
画
原
案
の
草
稿
は
二
〇
〇
九
年
に
一
冊
の
本

の
形
で
出
版
さ
れ
た
。C

esare Pavese, Il serpente e la colom
ba, Torino, Einaudi, 

2009.

23
　
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
『
ア
メ
リ
カ
講
義
』
米
川
良
夫
・
和
田
忠
彦
訳
、
岩
波

書
店
、
二
〇
一
一
年
、
一
六
八
―
一
七
〇
頁
。（Italo C

alvino, Lezioni am
ericane, 

in Id., Saggi, M
ilano, M

ondadori, 1995, p. 708-709.

）

24
　
同
前
、
一
七
〇
頁
。（Ibid., p. 709.

）

25
　
同
前
、
一
七
一
頁
。（Ibid.

）

26
　
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
『
サ
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
道

―
書
か
れ
な
か
っ
た

［
自
伝
］』
和
田
忠
彦
訳
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
、
四
五
―
七
十
頁
。 ( Italo 
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Es
sa

ys
　
—

C
alvino, La strada di San G

iovanni, in Id., Rom
anzi e racconti III, M

ilano, 

M
ondadori, 1994, pp. 27-41.)

27
　
同
前
、
六
八
頁
。( Ibid., p. 40.)

28
　
同
前
、
五
七
頁
。( Ibid., pp. 33-34.)

29
　G

iulia G
uarnieri, “La cultura anglofona nell’opera di Italo C

alvino,” Forum
 

Italicum
, vol. 45, no. 1 (Spring 2011), p. 158.

30
　Italo C

alvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Id., Rom
anzi e racconti I, M

i-

lano, M
ondadori, 1991, p. 1195.

31
　Paola C

astellucci, U
n m

odo di stare al m
ondo: Italo C

alvino e l’Am
erica, B

ari, 

A
driatica, 1999, pp. 77-87.

32
　C

alvino, op. cit., 1991, p. 1195.

33
　Italo C

alvino, “H
em

ingw
ay e noi,” in Id., Saggi, op. cit., pp. 1312-1320. 

邦

訳
：
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
「
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と
私
た
ち
」『
な
ぜ
古
典
を
読

む
の
か
』
須
賀
敦
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
七
年
。
こ
の
評
論
の
引
用
箇
所
を

日
本
語
に
訳
す
際
は
、
前
記
の
邦
訳
の
該
当
箇
所
（
二
六
四
―
二
六
五
頁
）
を
参
考

に
し
た
。

34
　Ibid., p. 1312.

35
　Ibid.

36
　Ibid.

37
　Italo C

alvino, “Im
m

agini di Ethel e Julius R
osenberg,” Società, IX

, 4 dicem
bre 

1953, pp. 651-657.

38
　Pavese, op. cit., 1951.

39
　C
astellucci, op. cit., pp. 59-77.

40
　Ibid., pp. 63-64.

41
　G

iulia G
uarnieri

は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
英
米
文
化
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
の

な
か
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
態
度
に
両
義
性
が
見
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。G

uarnieri, op. cit., pp. 151-152.

42
　
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ「
ド
ル
と
年
増
の
娼
婦
た
ち
」『
最
後
に
鴉
が
や
っ
て
く
る
』

関
口
英
子
訳
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
七
頁
。（Italo C

alvino, “D
ollari 

e vecchie m
ondane,” in Id., Rom

anzi e racconti I, op. cit., p. 312

）

43
　Italo C

alvino, Sono nato in Am
erica. Interviste 1951-1985, M

ilano, M
onda-

dori, 2002, p. 70.

44
　Italo C

alvino, Lettere 1940-1985, M
ilano, M

ondadori, 2000, p. 1530.

45
　Italo C

alvino, U
n ottim

ista in Am
erica 1959-1960, M

ilano, M
ondadori, 2014.

46
　
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
記
に
お
け
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
一
般
化
の
問

題
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。C

astellucci, op. cit. pp. 

106-118; C
atharine M

ee, “The M
yopic Eye: C

alvino’s Travels in the U
SA

 and 

the U
SSR

,” The M
odern Language Review

, vol. 100, no. 4 (O
ctober 2005), pp. 

985-999.

47
　Italo C

alvino, “Le due m
orali,” in Id., U

n ottim
ista in Am

erica, op. cit., p. 225.

48
　Paola C

astellucci

は
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
記
の
な
か
に
西
洋
社
会
の

未
来
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。C

astellucci, 

op. cit., p. 107.

49
　Italo C

alvino, Erem
ita a Parigi: pagine autobiografiche, M

ilano, M
ondadori, 

2001, p. 123.

50
　Ibid., 245.

51
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地
名
が
言
及
さ
れ
て
い
る
作
品
と
し
て
は
、「
柔
ら
か
な
月
（La 

m
olle Luna

）」「
結
晶（I cristalli

）」「
月
の
娘
た
ち（Le figlie della Luna

）」が
あ
る
。

他
の
作
品
で
も
地
名
が
は
っ
き
り
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
詳
し
く
は
、C

as-

tellucci, op. cit., p. 120

を
参
照
。

52
　C

astellucci, op. cit., p. 160.
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53
　U

m
berto Eco, “Il m

ito am
ericano di tre generazioni antiam

ericane,” in Id., 

Sulla letteratura, M
ilano, B

om
piani, 2002, pp. 274-291.

54
　Ibid., p. 287.

55
　Ibid., p. 289.

56
　Ibid., pp. 277-278.

57
　Ibid., pp. 286-287.

58
　Ibid., p. 287.

59
　Thom

as Stauder (ed.), “«A
lla ricerca della m

isteriosa fiam
m

a»: U
n colloquio 

con U
m

berto Eco sul suo quinto rom
anzo,” Italienisch, n. 1 (2006), p. 6.

60
　Ibid.

61
　Eco, op. cit., p. 288.

62
　Ibid., p. 287.

63
　U

m
berto Eco, La m

isteriosa fiam
m

a della regina Loana, M
ilano, B

om
piani, 

2004, pp. 234-235.

邦
訳
：
『
女
王
ロ
ア
ー
ナ
、
神
秘
の
炎
』
和
田
忠
彦
訳
、
岩
波

書
店
、二
〇
一
八
年
。
引
用
箇
所
の
訳
は
、前
述
の
邦
訳
（
下
巻
）
の
該
当
箇
所
（
十

―
十
二
頁
）
を
、
若
干
の
変
更
を
加
え
た
形
で
、
引
用
し
た
。

64
　
エ
ー
コ
は
著
書
『
永
遠
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
の
な
か
で
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
矛
盾
、
非

一
貫
性
や
混
乱
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
こ
ま

で
お
話
し
し
て
き
た
首
尾
一
貫
し
な
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
寛
容
性
に
起

因
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
ま
と
ま
り
の

な
さ
が
生
ん
だ
実
例
な
の
で
す
。
け
れ
ど
そ
れ
は「
秩
序
立
っ
た
ま
と
ま
り
の
な
さ
」

と
で
も
い
う
べ
き
、
構
造
化
さ
れ
た
混
乱
で
し
た
」（
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
『
永

遠
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
和
田
忠
彦
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
四
四
―
四
五
頁
）

65
　
エ
ー
コ
、
前
掲
書
（
上
巻
）、
二
〇
一
八
年
、
一
八
一
―
一
八
二
頁
。 ( Eco, op. 

cit., 2004, p. 144-145.)

66
　
同
前
、
二
三
四
頁
。 ( Eco, op. cit., 2004, pp. 187-188.)

67
　
エ
ー
コ
、
前
掲
書
（
下
巻
）、
二
〇
一
八
年
、
四
四
―
四
五
頁
。（Ibid., p. 261.

）
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Harmony through the Touch: Tanizaki Jun-Ichiro's World of "Blindness"

 Shoji SHIBATA
 

Summary

 Junichiro Tanizaki has left two works on the theme of “blindness,” Shunkin-Sho and 
A Tale of Blindness. In the former, as is well known, Sasuke, who has been serving a blind 
shamisen mistress, blinds himself in order not to see her face when she is bathed in hot water 
and suffers heavy burns, and it has been said that Tanizaki’s aesthetics of masochistic female 
worship reached its peak in this work. The latter is a story told by a blind massager called Yaichi, 
who served the beautiful sister of Nobunaga Oda, and he talks about the vicissitudes he has ex-
perienced with her in the age of the civil war.
 The state of “blindness” in these two works is given positive meaning by Tanizaki’s 
peculiar idea. That is, as Sasuke and Yaichi are blind, they are related to others and the out-
side world through auditory and tactile sensations, which, as alternative systems of sensation, 
could relativize the supremacy of the vision in the modern concept of perception. Especially in 
Shunkin-Sho, two blinded characters deepen physical intimacy by living in the tactile world. 
There we can see the achievement of sexual harmony between a man and a woman, which is not 
found in any other works by Tanizaki.
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Es
sa

ys
　
—

１　
触
覚
に
よ
る
認
識

　

触
覚
は
視
覚
や
聴
覚
と
比
べ
て
、
対
象
を
捉
え
る
感
覚
と
し
て
劣
位
に

置
か
れ
が
ち
で
あ
る
。
多
く
の
言
語
で
︿
見
る
﹀
を
意
味
す
る
動
詞
が
︿
知

る
﹀︿
分
か
る
﹀
と
同
義
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
五
感
の
な
か

で
は
視
覚
が
外
部
世
界
を
認
識
す
る
第
一
の
手
立
て
と
し
て
見
な
さ
れ

て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
は
『
屈
折
光
学
』
で
視
覚
の
至
上
性
を
「
も
っ
と
も

広
範
に
し
て
も
っ
と
も
高
貴
」（
青
木
靖
三
・
水
野
和
久
訳
）1
で
あ
る
と
し
、

視
覚
を
向
上
さ
せ
る
発
明
が
高
い
有
益
性
を
も
つ
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
触
覚
は
対
象
に
接
触
し
な
い
限
り
機
能
し
な
い
感
覚
で
あ
り
、
距
離

を
置
い
た
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
指
摘
す
る

2
よ
う
に
出
版
文
化

が
隆
盛
す
る
近
代
に
お
い
て
は
、︿
見
る
︱
読
む
﹀
行
為
の
比
重
が
高
ま

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
活
字
人
間
」
が
主
流
を
な
し
、
視
覚
の
優
位
性
が
あ

ら
た
め
て
強
固
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
反
面
こ
う
し
た
視
覚
の
偏
重
が
、
人

間
と
外
界
の
交
わ
り
を
貧
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
反
省
も
重
ね
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
十
七
、八
世
紀
に
論
じ
ら
れ
た
、
触
覚
に
よ
っ
て

形
状
を
把
握
し
て
い
た
先
天
的
な
盲
人
が
開
眼
手
術
を
受
け
て
成
功
し

た
場
合
、
彼
が
視
覚
に
よ
っ
て
外
界
の
対
象
を
区
別
で
き
る
か
と
い
う
い

わ
ゆ
る
「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
」
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ

〈
手
ざ
わ
り
〉
の
な
か
の
関
係
︱
谷
崎
潤
一
郎
の
〈
盲
目
〉
の
世
界

柴
田
勝
二

ク
、
デ
ィ
ド
ロ
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
否
定
的
な
立
場
を
取

り
、
触
覚
的
な
交
渉
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
視
覚
の
機
能
が
十

全
な
も
の
と
な
る
と
い
う
見
方
を
示
し
た

3
。

　

二
十
世
紀
後
半
の
思
想
に
お
い
て
も
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
デ
リ
ダ

に
よ
っ
て
、
外
部
世
界
と
自
己
自
身
へ
の
認
識
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
感
覚

と
し
て
の
触
覚
に
あ
ら
た
め
て
照
射
す
る
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
、
人
間
が
外
部
の
対
象

を
視
覚
的
に
捉
え
る
際
に
も
身
体
の
触
覚
的
な
感
覚
を
動
員
さ
せ
て
お

り
、「
視
覚
は
身
体
に
よ
っ
て
「
う
な
が
さ
れ
」
て
思
考
す
る
の
で
あ
る
」

（
木
田
元
訳
）4
と
述
べ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
強
い
関
心
を
示

し
た
絵
画
の
描
き
手
が
、
そ
う
し
た
触
覚
的
な
感
覚
を
盛
り
込
み
つ
つ
対

象
を
二
次
元
化
す
る
表
現
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
画
家
は

い
わ
ば
︿
触
る
よ
う
に
見
る
﹀
人
び
と
だ
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
の
絵

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
分
厚
い
質
感
は
、
人
間
が
外
界
の
物
に
触
り
つ
つ

そ
の
存
在
を
実
感
し
て
い
っ
た
原
初
的
な
感
覚
の
表
現
で
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
一
方
デ
リ
ダ
は
『
触
覚
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
触

れ
る
』
で
、
外
物
に
触
れ
る
こ
と
が
自
己
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い

う
触
覚
の
再
帰
性
を
軸
と
し
つ
つ
、
西
欧
の
形
而
上
学
の
系
譜
に
む
し
ろ

触
覚
の
重
視
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

5
が
、
論
の
起
点

に
置
か
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
デ
・
ア
ニ
マ
（
霊
魂
に
つ
い
て
）』
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で
は
、
触
覚
が
外
界
を
捉
え
る
第
一
義
の
感
覚
と
さ
れ
、「
触
覚
的
能
力

な
し
に
他
の
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
は
一
つ
も
備
わ
ら
な
い
が
、
触
覚
は
他
の

も
の
な
し
に
も
備
わ
り
う
る
」（
村
治
能
就
訳
）６
と
断
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

谷
崎
潤
一
郎
が
︿
盲
目
﹀
を
主
題
と
す
る
『
盲
目
物
語
』（『
中
央
公
論
』

一
九
三
一
・
八
）、『
春
琴
抄
』（『
中
央
公
論
』
一
九
三
三
・
八
）
と
い
う
二
つ

の
作
品
を
書
い
て
い
る
基
底
に
は
、
こ
う
し
た
外
界
と
自
己
の
関
わ
り
を

捉
え
る
根
源
的
な
感
覚
と
し
て
の
触
覚
に
対
す
る
直
感
的
な
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
按
摩
を
生
業
と
し
つ
つ
、
織
田
信
長
の
妹
で

あ
る
お
市
の
方
に
仕
え
た
人
物
と
し
て
戦
国
時
代
の
有
為
転
変
を
語
っ

て
い
く
『
盲
目
物
語
』
の
語
り
手
の
弥
市
は
、
職
業
的
な
熟
達
に
よ
っ
て

文
字
通
り
触
覚
を
介
し
て
、
お
市
の
方
を
は
じ
め
と
す
る
人
び
と
の
身
体

ば
か
り
で
な
く
内
面
の
状
態
も
掴
ん
で
し
ま
い
、
さ
ら
に
は
そ
の
触
覚
的

な
認
識
を
手
が
か
り
と
し
て
、
戦
乱
の
状
況
ま
で
察
知
し
て
い
く
。『
春

琴
抄
』
で
は
盲
目
の
美
し
い
三
味
線
の
女
師
匠
春
琴
に
仕
え
る
佐
助
が
、

彼
女
が
何
者
か
に
熱
湯
を
浴
び
せ
ら
れ
て
顔
に
重
い
火
傷
を
負
っ
た
際

に
、
両
の
眼
を
み
ず
か
ら
突
い
て
自
身
も
盲
目
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

醜
く
変
貌
し
た
師
匠
の
顔
を
見
る
こ
と
を
回
避
し
、
そ
の
後
も
彼
女
に
仕

え
つ
づ
け
た
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
従
が
と
も
ど
も

盲
人
と
な
り
、
彼
ら
が
互
い
を
ま
さ
ぐ
り
合
う
関
係
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
佐
助
は
主
人
で
あ
る
春
琴
と
の
親
密
さ
を
深
め
る
と
と
も
に
、
彼
女

の
身
体
の
美
質
を
一
層
深
く
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
幼
少
期

よ
り
盲
人
の
三
味
線
奏
者
と
し
て
過
ご
し
て
き
た
春
琴
に
、
身
上
で
あ
る

聴
覚
に
加
え
て
鋭
敏
な
触
覚
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
歯
痛
を
抱
え
た
佐
助
が
彼
女
に
按
摩
を
施
し
て
い
る
際
に
、
熱
を

持
っ
た
頬
に
彼
女
の
足
を
当
て
て
冷
や
し
て
い
る
の
を
察
知
さ
れ
て
思

い
切
り
足
蹴
に
さ
れ
、
手
厳
し
く
叱
責
さ
れ
る
。
加
え
て
「
汝
が
歯
を
病

ん
で
ゐ
る
ら
し
き
は
大
方
昼
間
の
様
子
に
て
も
知
れ
た
り
」
と
、
按
摩
を

受
け
る
前
に
春
琴
が
佐
助
の
状
態
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
作
に
加
え
て
、「
第
二
盲
目
物
語
」
と
銘
打
た
れ
た
『
聞
書
抄
』

（『
大
阪
毎
日
／
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
五
・
一
～
六
）
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の

側
近
で
あ
っ
た
石
田
三
成
に
仕
え
た
順
慶
と
い
う
男
が
、
跡
目
争
い
で
秀

吉
と
対
立
し
た
甥
の
秀
次
の
動
向
を
探
る
と
い
う
命
を
受
け
て
、
座
頭
に

な
り
す
ま
し
て
秀
次
の
元
で
過
ご
す
う
ち
に
、
秀
次
の
美
し
い
御
台
へ
の

恋
着
を
生
じ
さ
せ
、
間
者
と
し
て
の
役
割
を
全
う
す
る
た
め
に
視
覚
を
封

じ
よ
う
と
自
身
の
眼
を
損
な
っ
て
本
当
の
座
頭
と
な
っ
た
物
語
を
語
っ

て
い
く
。
こ
こ
で
も
順
慶
は
む
し
ろ
盲
目
と
な
る
こ
と
で
「
見
ま
い
と
心

が
け
た
も
の
が
、
前
よ
り
も
よ
く
見
え
る
」
よ
う
に
な
り
、「
盲
人
の
真

似
を
し
つ
ゝ
、
薄
眼
で
お
づ

く
と
盗
み
視
て
ゐ
た
時
よ
り
も
、
遙
か
に

大
き
く
、
生
き

く
と
見
え
る
の
で
あ
つ
た
」（
そ
の
七
）
と
い
う
結
果

を
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。
順
慶
の
場
合
は
触
覚
的
な
機
能
に
は
と
く
に

言
及
さ
れ
な
い
も
の
の
、
視
覚
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
よ
り
総
体
的

な
現
実
の
把
握
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
視
覚
の
優

位
性
を
相
対
化
す
る
志
向
は
明
瞭
で
あ
る
。

　

ま
た
見
逃
せ
な
い
の
は
、
初
期
作
品
に
お
い
て
も
谷
崎
が
外
部
世
界
に

対
す
る
体
感
を
強
め
る
契
機
と
し
て
の
︿
盲
目
﹀
を
描
い
て
い
る
こ
と
だ
。

『
秘
密
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
一
・
一
一
）
の
「
私
」
が
映
画
館
で
出
会
っ

た
旧
知
の
「
Ｔ
女
」
と
の
間
で
、
目
隠
し
を
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
人
力
車

に
乗
せ
ら
れ
、
浅
草
の
街
を
引
き
回
さ
れ
た
あ
げ
く
に
辿
り
着
く
家
で
交

わ
り
を
持
つ
の
は
、
小
森
陽
一
も
指
摘
す
る

7
よ
う
に
浅
草
と
い
う
街
を

迷
宮
化
し
、
そ
の
迷
宮
と
し
て
の
街
を
演
技
的
に
体
感
す
る
行
為
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
遊
戯
的
行
為
を
何
度
も
繰
り
返
し
た
後
に
「
私
」
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は
自
分
が
辿
る
経
路
を
知
り
た
く
な
り
、
Ｔ
女
に
乞
う
て
一
瞬
目
隠
し
を

取
っ
て
も
ら
っ
た
際
に
眼
に
し
た
印
判
屋
の
看
板
を
手
が
か
り
と
し
て
、

結
局
彼
女
の
家
を
突
き
止
め
て
し
ま
う
が
、「
長
い
月
日
の
間
、
毎
夜
の

や
う
に
相
乗
り
を
し
て
引
き
摺
り
廻
さ
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
雷
門
で
俥
が

く
る

く
と
一
つ
所
を
廻
る
度
数
や
、
右
に
折
れ
左
に
曲
る
回
数
ま
で
、

一
定
し
て
来
て
、
私
は
い
つ
と
な
く
そ
の
塩
梅
を
覚
え
込
ん
で
し
ま
つ

た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
は
視
覚
で
は
な
く
皮
膚
感
覚
的
な
体
感
に

よ
っ
て
浅
草
の
街
の
姿
を
自
身
の
身
体
に
刻
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
秘
密
』
に
お
け
る
擬
似
的
な
盲
目
は
、
明
ら
か
に
谷
崎
の
な
か
に
外

界
と
の
触
覚
的
な
交
わ
り
へ
の
志
向
が
強
く
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
加
え
て
『
秘
密
』
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
作
品
が
女
装
を
は
じ
め

と
し
て
、
目
隠
し
や
鬼
ご
っ
こ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
要
素
を
含
む
様
々
な

遊
戯
的
行
為
を
は
ら
む
こ
と
と
、
彼
が
触
覚
的
に
外
部
世
界
を
把
握
す
る

こ
と
の
間
に
連
続
性
が
存
在
す
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
今
挙
げ
た
デ
リ
ダ

の
論
考
で
主
題
化
さ
れ
、ま
た
坂
部
恵
が
『「
ふ
れ
る
」
こ
と
の
哲
学
』（
岩

波
書
店
、一
九
八
三
）で「
ふ
れ
る
」と
い
う
動
詞
が
決
し
て「
～
を
ふ
れ
る
」

と
い
う
形
を
と
ら
ず
、
必
ず
「
～
に
ふ
れ
る
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に

見
ら
れ
る
用
例
を
取
り
上
げ
て
、「
ふ
れ
る
こ
と
だ
け
が
、
ふ
れ
る
も
の

と
ふ
れ
ら
れ
る
も
の
の
相
互
嵌
入
、
転
移
、
交
叉
、
ふ
れ
合
い
と
い
っ
た

よ
う
な
力
動
的
な
場
に
お
け
る
生
起
と
い
う
構
造
」
を
も
っ
て
い
る
と
述

べ
る
よ
う
に
、
視
覚
や
聴
覚
と
差
別
化
さ
れ
る
触
覚
の
特
徴
は
そ
の
再
帰

的
な
二
重
性
に
あ
り
、
対
象
に
触
れ
る
身
体
部
位
は
対
象
の
感
触
と
と
も

に
そ
の
部
位
自
体
の
存
在
を
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
。

　

触
覚
の
も
つ
こ
の
再
帰
性
は
、『
秘
密
』
を
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て

谷
崎
の
世
界
を
覆
う
と
も
い
え
る
遊
戯
的
行
為
を
特
徴
づ
け
る
性
格

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
村
清
和
は
『
遊
び
の
現
象
学
』（
勁
草
書
房
、

一
九
八
九
）で
こ
の
坂
部
の
論
述
に
言
及
し
つ
つ
、日
本
語
で「
～
を
遊
ぶ
」

と
は
い
わ
ず
に
「
～
で
遊
ぶ
」
と
い
う
の
が
、「
遊
び
手
と
遊
び
相
手
と

の
あ
い
だ
に
お
の
ず
か
ら
生
じ
る
、
主
・
客
わ
か
ち
が
た
い
関
係
、
存
在

様
態
」
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ

ば
、「
遊
ぶ
」
行
為
の
対
象
が
外
的
な
事
物
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ

れ
ら
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
る
自
身
の
身
体
自
体
に
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
初
期
作
品
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
谷
崎
の
世
界
に
お

い
て
は
、
日
々
の
生
活
に
倦
怠
や
停
滞
を
覚
え
た
人
物
が
、
そ
こ
か
ら
の

脱
却
を
目
指
し
て
遊
び
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
展
開
を
と

る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、︿
盲
目
﹀
を
機
縁
と
し
て
触
覚
的
世
界
に
生
き

る
こ
と
に
な
る
人
物
を
繰
り
返
し
描
い
た
の
も
、
そ
れ
の
ひ
と
つ
の
形
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２　
触
覚
の
な
か
の
交
わ
り

　

こ
う
し
た
触
覚
と
遊
戯
の
親
近
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
盲
目
の
人
物
を
語

り
手
な
い
し
主
人
公
と
す
る
谷
崎
作
品
を
眺
め
る
際
に
、
彼
ら
が
失
明
を

機
に
内
面
の
想
像
世
界
の
住
人
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
へ
の

疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
と
く
に
『
春
琴
抄
』
に
つ
い
て
は
、
佐
助
が
自
身

を
盲
目
と
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
内
の
彼
女
の
美
し
い
像
を
絶
対

化
し
、
永
遠
化
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
伊
藤
整
は

文
化
的
、
社
会
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
い
っ
た

潮
流
が
混
在
し
て
い
た
昭
和
初
年
代
の
「
騒
然
た
る
時
代
の
混
乱
」
の
な

か
に
あ
っ
て
、
自
身
を
盲
目
と
す
る
こ
と
で
「
春
琴
の
美
し
さ
を
永
遠
に

自
分
の
心
内
に
保
ち
得
た
」
佐
助
の
振
舞
い
が
、「
こ
の
時
期
の
芸
術
家
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と
し
て
の
谷
崎
の
存
在
の
仕
方
を
象
徴
的
に
示
し
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る

8
。

ま
た
中
村
光
夫
は
失
明
を
契
機
に
「
想
像
の
裡
」
に
実
在
の
春
琴
と
は
別

個
の
「
貴
い
女
人
」
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
佐
助
の
「
至
福
」
は
「
春
琴

の
死
に
よ
っ
て
さ
え
お
び
や
か
さ
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ

9
、
野
口
武
彦
は

針
で
眼
を
突
く
こ
と
に
よ
っ
て
白
濁
し
た
世
界
の
な
か
で
浮
か
び
上
が

る
春
琴
の
「
円
満
微
妙
な
色
白
の
顔
」
が
、
谷
崎
的
女
人
の
色
彩
で
あ
る

「
白
」
の
な
か
に
彼
女
が
包
摂
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
、
伊
藤
、
中

村
と
は
や
や
別
個
の
視
点
な
が
ら
、
や
は
り
盲
目
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
「
距
離
」
が
相
手
を
理
想
化
す
る
と
い
う
構
図
の
な
か
で
こ
の
作
品
を

捉
え
て
い
る

10
。

　

も
っ
と
も
対
象
を
自
身
の
想
像
力
の
な
か
で
独
自
に
養
う
こ
と
に
よ

っ
て
理
想
的
な
美
の
具
現
と
す
る
と
い
う
「
結
晶
作
用
」11
が
、
そ
の
主

体
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
三

島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』（『
新
潮
』
一
九
五
六
・
一
～
一
〇
）
の
主
人
公
の

「
結
晶
作
用
」
は
む
し
ろ
佐
助
よ
り
も
し
た
た
か
で
あ
り
、
幼
時
よ
り
父

か
ら
美
の
極
致
と
し
て
聞
か
さ
れ
て
き
た
金
閣
が
、
実
際
に
出
会
っ
て
み

る
と
幻
滅
し
か
も
た
ら
さ
な
い
み
す
ぼ
ら
し
い
建
造
物
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
郷
里
に
戻
っ
て
か
ら
の
日
々
に
お
い
て
再
び
そ
の
美
を
取

り
戻
し
、
や
が
て
彼
の
内
面
を
支
配
す
る
力
を
振
る
う
絶
対
的
な
存
在
に

な
っ
て
い
く
の
だ
っ
た
。
谷
崎
の
作
品
の
系
譜
に
お
い
て
も
、晩
年
の『
少

将
滋
幹
の
母
』（『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
九
・
一
一
～
五
〇
・
二
）
の
主
人
公
は
、

幼
時
に
父
の
ラ
イ
バ
ル
に
奪
わ
れ
た
母
の
美
し
か
っ
た
像
を
脳
裏
に
養

い
つ
づ
け
、
四
十
年
後
に
再
会
を
遂
げ
る
平
安
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
文
字
通
り
の
空
間
的
な
距
離
が
母
の
幻
像
を
強
固
に
す
る
条
件
と
し

て
働
い
て
い
る
。「
距
離
」
が
対
象
を
美
的
に
理
想
化
す
る
と
い
う
野
口

の
前
提
は
疑
え
な
い
も
の
の
、
そ
の
「
距
離
」
を
も
た
ら
す
方
途
は
多
様

に
あ
り
、
自
身
の
視
界
を
喪
失
さ
せ
て
そ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
佐
助
の

や
り
方
は
過
剰
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
の
過
剰
さ
に
こ
そ
『
春
琴
抄
』
と
い
う
作
品
の
眼
目
が
あ

る
が
、
谷
崎
が
佐
助
を
盲
目
に
す
る
動
機
は
、
視
界
の
喪
失
と
引
き
替
え

に
彼
を
「
永
劫
不
変
の
観
念
境
」
に
立
て
籠
も
ら
せ
る
と
と
も
に
、
佐

助
を
師
匠
と
同
じ
盲
人
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
互
い
を
ま
さ
ぐ

り
合
う
触
覚
の
世
界
に
生
か
し
、
と
く
に
そ
れ
に
よ
っ
て
佐
助
が
春
琴
と

い
う
女
性
を
あ
ら
た
め
て
深
く
︿
知
る
﹀
境
地
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
四
十
歳
を
過
ぎ
て
視
覚
を
失
っ
た
佐
助
に
と
っ
て
自
身
の

日
常
生
活
が
不
自
由
に
な
る
と
と
も
に
、
春
琴
に
仕
え
る
と
い
う
仕
事
が

困
難
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
叙
述
に
よ
れ

ば
彼
は
そ
の
不
如
意
を
楽
し
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
り
、
風
呂
を
使
う
時
も

「
手
数
の
掛
か
る
こ
と
は
論
外
で
あ
つ
た
ら
う
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
「
手
数
」
の
煩
雑
さ
は
二
人
に
と
っ
て
愉
楽
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
に
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

万
事
が
そ
ん
な
調
子
だ
か
ら
と
て
も
や
ゝ
こ
し
く
て
見
て
ゐ
ら
れ
な
い
、

よ
く
ま
あ
あ
れ
で
や
つ
て
行
け
る
と
思
へ
た
が
当
人
た
ち
は
さ
う
云
ふ
面

倒
を
享
楽
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
如
く
云
は
ず
語
ら
ず
細
や
か
な
愛
情
が
交
は

さ
れ
て
ゐ
た
。
按
ず
る
に
視
覚
を
失
つ
た
相
愛
の
男
女
が
触
覚
の
世
界
を

楽
し
む
程
度
は
到
底
わ
れ
等
の
想
像
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
さ
す
れ
ば

佐
助
が
献
身
的
に
春
琴
に
仕
へ
春
琴
が
ま
た
怡い
ゝ々

と
し
て
そ
の
奉
仕
を
求

め
互
ひ
に
倦
む
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
の
も
訝
し
む
に
足
り
な
い
。

　

こ
の
く
だ
り
で
は
、
は
っ
き
り
と
佐
助
が
視
覚
を
失
う
こ
と
が
、
彼
が

春
琴
と
と
も
に
「
触
覚
の
世
界
を
楽
し
む
」
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
示
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さ
れ
て
い
る
。
千
葉
俊
二
は
彼
ら
が
辿
り
着
く
こ
う
し
た
境
地
に
つ
い

て
、
冒
頭
に
触
れ
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
春
琴

抄
』
で
成
就
さ
れ
て
い
る
も
の
が
「
触
覚
と
聴
覚
を
中
心
と
す
る
、
極
め

て
生
々
し
い
官
能
的
悦
び
に
支
え
ら
れ
た
共
感
覚
的
な
法
悦
境
」
で
あ

り
、「
諸
感
覚
の
相
互
作
用
の
生
み
だ
す
こ
う
し
た
感
覚
的
調
和
、
い
わ

ば
感
覚
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
」
が
谷
崎
の
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
12
。
こ
れ
は
こ
こ
で
の
視
角
と
も
重
な
る
把
握
で
、
谷
崎
の
な
か
に
視

覚
優
位
の
近
代
を
相
対
化
す
る
志
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
け
れ

ど
も
『
秘
密
』
に
始
ま
る
と
い
え
る
谷
崎
的
︿
盲
人
﹀
の
系
譜
を
辿
れ
ば
、

谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
は
や
は
り
外
界
や
他
者
と
の
触
覚
的
交
流
に
よ

り
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
春
琴
抄
』
は
そ
の
極
点
を
な
す
作
品
だ
が
、
引
用
し
た
風
呂
場
の
場

面
で
強
く
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
も
の
が
男
女
の
性
交
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
ろ
う
。「
相
愛
の
男
女
が
触
覚
の
世
界
を
楽
し
む
」
と
は
性
交

の
い
い
換
え
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
作
品
に
至
っ
て
谷
崎
は
は
じ
め
て
男

女
の
エ
ロ
ス
的
な
関
係
を
濃
密
に
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
女
性

美
へ
の
執
着
を
表
向
き
の
主
た
る
主
題
と
し
な
が
ら
、
谷
崎
が
性
交
自
体

を
直
接
描
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
描
写
を
盛
り
込
む
こ

と
も
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
検
閲
に
よ
る
処
分
を
恐
れ
て
の

配
慮
で
あ
る
と
同
時
に
、
谷
崎
の
な
か
に
あ
る
遊
戯
的
な
世
界
へ
の
傾

斜
が
性
的
な
濃
密
さ
を
希
釈
す
る
か
ら
で
あ
り
、『
秘
密
』
に
お
い
て
も
、

「
私
」
が
目
隠
し
を
さ
れ
て
連
れ
て
行
か
れ
る
Ｔ
女
の
家
で
「
夜
半
の
二

時
頃
迄
遊
ん
で
は
、
ま
た
目
か
く
し
を
し
て
、
雷
門
ま
で
送
り
返
さ
れ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
で
常
識
的
に
想
起
さ
れ
る
性
関
係
は
隠

蔽
さ
れ
て
い
た
。

  

い
い
か
え
れ
ば
、
谷
崎
の
人
物
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
な
の
は
、

停
滞
し
た
日
常
世
界
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
生
の
昂

揚
感
で
あ
り
、
そ
れ
が
遊
戯
的
な
「
ご
っ
こ
」
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
異
性
と
の
性
関
係
は
必
須
の
も
の
と
し

て
は
求
め
ら
れ
な
い
。『
痴
人
の
愛
』（『
大
阪
朝
日
新
聞
』一
九
二
四
・
三
～
六
、

『
女
性
』
一
九
二
四
・
一
一
～
二
五
・
七
）
の
譲
治
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
の

は
ナ
オ
ミ
と
の
間
で
持
つ
「
夫
婦
ご
っ
こ
」
の
遊
戯
的
な
交
わ
り
で
あ
り
、

彼
女
と
の
間
で
性
関
係
を
持
つ
こ
と
は
、
む
し
ろ
彼
女
の
は
ら
む
不
羈
の

野
性
を
眼
覚
め
さ
せ
、
彼
ら
の
関
係
を
崩
壊
さ
せ
る
引
き
金
と
も
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
春
琴
抄
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
の
は
、
春
琴
と
佐

助
の
間
に
明
瞭
な
主
従
の
上
下
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の

間
に
性
的
な
親
和
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
証
す
よ
う
に
彼
ら
の

間
に
都
合
四
人
の
子
供
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
男
女

対
等
の
異
性
愛
の
神
話
を
相
対
化
し
、
上
下
の
落
差
の
明
確
な
男
女
を
安

定
し
た
関
係
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
の
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』（『
大
阪
毎

日
／
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
八
・
一
二
～
二
九
・
六
）
の
趣
向
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
主
人
公
の
妻
美
佐
子
の
父
と
若
い
妾
の
お
久
の
関
係
は
、
美
佐

子
の
父
が
す
で
に
老
境
に
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
性
の
匂
い
は
や
は
り
希

薄
で
あ
る
。
一
方
少
年
期
か
ら
春
琴
に
長
く
仕
え
た
佐
助
は
、
彼
女
と
の

間
で
恒
常
的
な
性
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
親
和
を
一
層
強
化
す
る
契

機
が
彼
の
意
図
的
な
失
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
交
わ
り
を
触
覚
的

な
次
元
で
濃
密
化
し
て
描
く
こ
と
が
、
性
交
を
強
く
暗
示
す
る
こ
と
に
な

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
背
後
に
谷
崎
の
最
愛
の
人
と
な
る
根
津
松

子
と
の
交
情
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
現
実
的
な
文
脈
と
は
別

に
、
こ
の
盲
目
同
士
の
師
弟
間
に
お
け
る
触
覚
的
な
交
わ
り
こ
そ
が
、
こ

の
作
品
に
現
出
し
た
谷
崎
的
︿
恋
愛
﹀
の
境
地
で
あ
っ
た
。

　

従
来
谷
崎
の
作
品
群
は
、
そ
の
遊
戯
的
な
傾
向
や
女
性
崇
拝
的
な
一
方
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向
性
の
反
照
と
し
て
、︿
恋
愛
﹀
な
い
し
そ
の
心
理
の
描
出
が
欠
け
た
世

界
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
く
に
『
春
琴
抄
』

に
つ
い
て
は
、
春
琴
と
佐
助
が
思
い
合
う
心
理
が
な
い
と
い
う
指
摘
が

発
表
当
初
か
ら
横
光
利
一
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ

13
、
近
年
に
お
い
て
は
河

野
多
恵
子
が
こ
の
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
谷
崎
文
学
に
「
恋
愛
欠
落
の
文

学
」
と
い
う
括
り
を
与
え
て
い
る
。
河
野
は
『
谷
崎
文
学
と
肯
定
の
欲
望
』

（
文
藝
春
秋
、一
九
七
六
）の
な
か
で
こ
の
括
り
を
与
え
る
理
由
と
し
て
、「
恋

愛
を
、
異
性
愛
を
存
在
さ
せ
て
い
る
の
は
、
男
お
よ
び
女
と
い
う
二
性
別

者
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
お
よ
び
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
い
う
性
愛
を

存
在
さ
せ
る
の
は
、
二
人
の
性
的
無
性
別
者
で
あ
る
」
と
い
う
谷
崎
文
学

に
お
け
る
特
質
を
挙
げ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
谷
崎
が
異
議
を
唱
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に

こ
う
し
た
紋
切
り
型
の
考
え
方
に
対
し
て
で
あ
る
。『
卍
』（『
改
造
』

一
九
二
八
・
三
～
三
〇
・
四
、
断
続
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
性
愛
の
対
象
は

異
性
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
今
言
及
し
た
よ
う
に
『
蓼
喰

ふ
虫
』
で
は
男
女
が
対
等
の
位
置
で
愛
し
合
う
と
い
う
近
代
の
神
話
が
意

識
的
に
揶
揄
さ
れ
て
い
た
。
谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
は
エ
ロ
ス
性
を
は
ら

ん
だ
親
密
さ
は
同
性
同
士
の
間
に
お
い
て
も
、
歳
が
親
子
ほ
ど
離
れ
た
男

女
の
間
や
、
肌
を
ま
さ
ぐ
り
合
う
盲
目
の
師
弟
の
間
に
お
い
て
も
成
立
し

う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
広
く
︿
恋
愛
﹀
の
地
平
に
置
き
う
る
境
地
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
性
愛
行
為
を
異
性
愛
に
限
定
せ
ず
柔
軟
に
捉
え

よ
う
と
す
る
現
代
に
お
け
る
方
向
性
と
も
連
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

根
底
に
あ
る
も
の
は
エ
ロ
ス
的
な
昂
揚
感
が
人
間
の
生
命
を
活
性
化
す

る
こ
と
へ
の
希
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

性
交
は
そ
れ
が
端
的
に
顕
在
化
す
る
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
何
よ
り

も
触
覚
の
次
元
に
お
い
て
男
女
が
合
一
す
る
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
佐
助

に
春
琴
と
同
じ
世
界
を
体
感
し
、
共
有
し
よ
う
と
す
る
合
一
の
志
向
が
付

与
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
前
提
で
あ
る
だ
ろ
う
。
前
半
の
叙
述
で
、
佐

助
に
「
何
か
に
つ
け
て
彼
女
に
同
化
し
や
う
と
す
る
熱
烈
な
愛
情
」
が
あ

り
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
佐
助
自
身
が
三
味
線
の
弾
き
手
と
な
る
こ

と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
盲
人
で
あ
る
春
琴
の

手
引
き
を
す
る
役
と
し
て
彼
女
の
傍
ら
に
仕
え
て
い
た
佐
助
が
自
身
も

三
味
線
の
世
界
に
入
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
は
、
彼
女
へ
の
「
同
化
」
の

欲
求
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
秘
か
に
三
味
線
の
稽
古
を
始

め
た
当
初
、
彼
が
音
を
同
輩
に
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
深
夜
押
入
に
籠
も

り
、
暗
闇
の
な
か
で
弦
を
弾
い
て
い
る
際
に
も
、「
盲
目
の
人
は
常
に
か

う
云
ふ
闇
の
中
に
ゐ
る
こ
い
さ
ん
︹
＝
春
琴
︺
も
亦
此
の
闇
の
中
で
三
味

線
を
弾
き
な
さ
る
の
だ
と
思
ふ
と
、
自
分
も
同
じ
暗
黒
世
界
に
身
を
置
く

こ
と
が
此
の
上
も
な
く
楽
し
か
つ
た
」
と
い
う
感
慨
を
覚
え
て
い
る
。　

　

こ
こ
で
も
佐
助
は
す
で
に
体
感
的
に
自
己
と
春
琴
を
︿
重
ね
合
わ
せ
て
﹀

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
が
春
琴
と
交
わ
す
こ
と
に
な
る
性
交
の
予
兆

的
な
ほ
の
め
か
し
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
河
野
多
恵
子
が

佐
助
の
「
失
明
願
望
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
彼
の
な
か
に
こ
の
春
琴
の

世
界
と
「
同
化
」
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
明
確
に
存
在
す
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
彼
女
が
賊
に
襲
わ
れ
て
熱
湯
を
顔
に
浴
び
せ
ら
れ
た
際
に
、
自
身

の
眼
を
針
で
突
い
て
み
ず
か
ら
を
も
盲
目
と
す
る
展
開
が
も
た
ら
さ
れ

た
起
点
が
佐
助
自
身
に
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
春
琴
の
美
貌
を
損
ね
た
人
物
が
、
勝
ち
気
で
驕
慢
な
彼
女
の

教
授
に
服
従
さ
せ
ら
れ
て
い
た
弟
子
の
な
か
の
一
人
と
常
識
的
に
考
え

ら
れ
て
い
た
の
に
異
を
唱
え
る
形
で
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
作
家
、

研
究
者
ら
に
よ
る
「
犯
人
探
し
」
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
そ
の
際
唱
え
ら
れ
た
「
佐
助
犯
人
説
」「
春
琴
自
害
説
」
の
う
ち
主

流
を
な
し
た
の
は
前
者
で
、
河
野
多
恵
子
や
野
坂
昭
如
は
、
春
琴
に
健
気

に
仕
え
つ
づ
け
た
佐
助
こ
そ
が
春
琴
に
熱
湯
を
浴
び
せ
た
犯
人
で
あ
る

と
主
張
し

14
、
千
葉
俊
二
や
多
田
道
太
郎
も
そ
の
説
を
支
持
し
た

15
。
そ

の
論
理
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、
佐
助
の
な
か
に
「
盲
目
願
望
」
が
あ

り
、
自
身
を
盲
目
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
の
出
来
を
彼
は
秘
か
に

望
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
佐
助
を
文
字
通
り

の
「
犯
人
」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
蓋
然
性
を
は
ら
ん
だ
人
物
と
し

て
捉
え
る
か
に
は
解
釈
の
濃
淡
が
あ
り
、
千
葉
が
「
春
琴
に
火
傷
を
負
わ

せ
た
犯
人
は
佐
助
で
あ
っ
た
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
断
定

す
る
の
に
対
し
て
、河
野
は
佐
助
の
「
失
明
願
望
」
を
強
調
す
る
一
方
で
、

事
件
の
関
与
に
つ
い
て
は
彼
を
「
特
に
疑
わ
し
い
人
物
」
と
す
る
に
と
ど

め
て
い
る
。

　
「
佐
助
犯
人
説
」
に
対
抗
し
て
唱
え
ら
れ
た
「
春
琴
自
害
説
」
は
少
数

派
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
動
機
よ
り
も
春
琴
が
火
傷
を
負
っ
た
状
況
か
ら
春

琴
が
み
ず
か
ら
熱
湯
を
自
身
に
浴
び
せ
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
が
主
張

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
秦
恒
平
は
、
外
部
か
ら
賊
が
押
し
入
っ
た
に
し

て
は
そ
の
気
配
に
佐
助
も
春
琴
も
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
春
琴
が
「「
静
か

に
」
仰
向
い
て
臥
て
い
た
」
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
が
覚
悟
の
う
え
で
自
身

を
害
し
た
と
い
う
説
を
述
べ
て
い
る

16
。
ま
た
谷
崎
研
究
者
の
永
栄
啓
伸

も
、
行
為
を
賊
の
仕
業
と
見
せ
か
け
つ
つ
、
佐
助
と
の
「
黙
契
」
に
よ
っ

て
、
老
い
に
よ
る
自
身
の
美
が
崩
落
を
来
す
前
に
あ
え
て
醜
貌
を
先
取
り

し
、
佐
助
の
失
明
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
論
を
示
し
て
い
る

17
が
、
い
ず

れ
も
結
果
か
ら
動
機
を
遡
及
的
に
引
き
出
し
た
解
釈
と
し
て
の
性
格
が

強
い
と
い
え
よ
う
。

３  

野
性
と
し
て
の
春
琴

　

こ
の
よ
う
な
議
論
が
あ
ら
た
め
て
叢
生
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

語
り
手
が
春
琴
を
害
し
た
者
の
正
体
を
示
唆
し
て
い
な
い
か
ら
で
、
伏
線

と
し
て
勝
ち
気
で
驕
慢
な
春
琴
の
行
状
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
た
、
利
太
郎

の
よ
う
な
弟
子
た
ち
が
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
恨
み
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
伏
線
に
照
応
す
る
帰
結
が
語
ら
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
空
白

を
補
う
形
で
佐
助
な
い
し
春
琴
自
身
が
遂
行
の
主
体
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
き
て
い
た
。
け
れ
ど
も
重
要
な
の
は
、
や
る
気
の
な
い
稽
古
の
態

度
が
春
琴
を
激
怒
さ
せ
、
撥
に
よ
っ
て
眉
間
を
割
ら
れ
た
利
太
郎
や
、
あ

る
い
は
や
は
り
撥
で
顔
に
傷
を
付
け
ら
れ
た
少
女
の
父
親
と
い
っ
た
、
常

識
的
な
蓋
然
性
の
高
い
人
び
と
の
帰
趨
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
む
し
ろ

そ
こ
に
谷
崎
の
趣
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
火
傷
に
よ
る
春
琴
の
美
貌
の
喪
失
は
明
ら
か
に
佐
助
に
と

っ
て
は
天
恵
な
い
し
恩
寵
で
あ
り
、
そ
れ
を
奇
貨
と
す
る
こ
と
で
春
琴
と

同
一
の
世
界
を
共
有
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
念
願
を
叶
え
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
春
琴
を
害
し
た
の
は
む
し
ろ
︿
天
﹀

や
︿
神
﹀
と
い
っ
た
抽
象
的
な
主
体
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事

実
こ
の
作
品
で
は
そ
う
し
た
超
越
的
な
主
体
へ
の
言
及
が
ち
り
ば
め
ら

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
人
間
の
所
行
と
し
て
の
側
面
が
抑
え
ら
れ
て
い

る
。
両
眼
の
明
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
春
琴
に
告
げ
る
際
に
、
佐
助
は
「
定

め
し
神0、

、

、
様
も

0

0

私
の
志
を
憐
れ
み
願
ひ
を
聞
き
届
け
て
下
す
つ
た
の
で
ご

ざ
り
ま
せ
う
」（
傍
点
引
用
者
）
と
言
っ
て
お
り
、
ま
た
末
尾
に
近
い
く

だ
り
で
は
、
春
琴
の
受
難
に
つ
い
て
「
天0、

、は0

痛
烈
な
試
練
を
降
し
て
生
死

の
巌
頭
に
彷
徨
せ
し
め
増
上
慢
を
打
ち
砕
い
た
」（
傍
点
引
用
者
）
と
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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現
実
的
に
は
、「
前
掲
の
少
女
の
父
親
よ
り
も
利
太
郎
を
疑
ふ
方
が
順

当
の
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
「
私
」
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
春
琴
に
恨

み
を
持
っ
て
い
る
周
囲
の
誰
か
が
犯
行
に
及
ん
だ
可
能
性
が
高
い
は
ず

だ
が
、
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
犯
人
が
確
定
に
至
ら
な
か
っ
た

か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
春
琴
の
気
質
に
よ
る
日
々
の
振
舞
い
が
総
体
と
し

て
自
身
に
招
い
た
厄
災
と
し
て
、
そ
の
受
難
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
今
の
引
用
で
も
「
増
上
慢
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
春
琴
の
性
格
に
傲
慢
な
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。

そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
主
人
公
が
蒙
る
受
難
が
、
そ
の
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス

（
傲
慢
、
驕
慢
）」
を
神
明
が
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

春
琴
も
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
の
主
体
と
し
て
悲
劇
的
な
運
命
と
遭
遇
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
、
彼
女
と

佐
助
の
和
合
が
宿
命
的
な
色
合
い
を
帯
び
、
世
俗
の
埒
外
の
世
界
に
彼
ら

を
置
き
う
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
佐
助
が
盲
目
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
移
行
す
る
、
触
覚
と
聴
覚
を

も
っ
ぱ
ら
と
す
る
世
界
は
、
視
覚
を
第
一
義
と
す
る
︿
晴
眼
者
﹀
た
ち
の

生
き
る
現
実
世
界
と
は
別
個
の
彼
岸
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を

示
唆
す
る
よ
う
に
、
視
界
を
失
っ
た
直
後
の
感
慨
と
し
て
「
つ
い
二
た
月

前
迄
の
お
師
匠
様
の
円
満
微
妙
な
色
白
の
顔
が
鈍
い
明
り
の
圏
の
中
に

来
迎
仏
の
如
く
浮
か
ん
だ
」と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
春
琴
の
顔
が「
来

迎
仏
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
含
意
は
明
瞭
で
、
浄
土
教
信
仰

の
な
か
で
臨
終
を
迎
え
た
人
間
を
極
楽
浄
土
へ
い
ざ
な
う
と
さ
れ
る
阿

弥
陀
如
来
に
春
琴
が
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
以
降
佐
助
が
生
き

る
の
が
現
世
で
は
な
い
︿
浄
土
﹀
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の

︿
浄
土
﹀
と
化
し
た
現
世
に
お
い
て
、
相
互
の
肌
を
触
れ
合
う
交
わ
り
に

よ
っ
て
彼
ら
の
親
密
さ
は
そ
の
強
度
を
増
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
前
半
の

叙
述
に
お
い
て
も
「
佐
助
の
如
き
は
春
琴
の
肉
体
の
巨
細
を
知
り
悉つ
く

し
て

剰あ
ま

す
所
な
き
に
至
り
月
並
の
夫
婦
関
係
や
恋
愛
関
係
の
夢
想
だ
に
も
し

な
い
密
接
な
縁
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
春
琴
の
受
難

は
「
来
迎
仏
」
と
し
て
佐
助
を
そ
の
「
密
接
な
縁
」
を
成
就
さ
せ
る
別
乾

坤
に
い
ざ
な
う
機
縁
で
あ
る
以
上
、
卑
小
な
恨
み
つ
ら
み
の
結
果
と
し
て

の
側
面
は
捨
象
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
佐
助
を
魅
了
し
、「
同
化
」
を
望
ん
だ
対
象
が
、
火
傷
を
負

わ
さ
れ
た
後
の
、
老
境
に
さ
し
か
か
っ
た
春
琴
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で

勝
ち
気
で
驕
慢
な
振
舞
い
に
よ
っ
て
佐
助
を
含
む
周
囲
の
人
間
を
思
う

ま
ま
に
従
え
て
い
た
春
琴
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
と
す
れ

ば
、
佐
助
は
単
に
春
琴
の
美
貌
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
気
質

ま
で
含
ん
だ
技
芸
者
と
し
て
の
彼
女
の
全
体
的
な
存
在
に
魅
せ
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
作
中
の
叙
述
に
明
確
に
語
ら
れ
て
お
り
、

春
琴
の
盲
目
を
憐
れ
む
感
情
が
周
囲
に
あ
っ
た
こ
と
を
佐
助
は
「
心
外

千
万
」
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。

わ
し
は
お
師
匠
様
の
お
顔
を
見
て
お
気
の
毒
と
か
お
可
哀
さ
う
と
か
思
つ

た
こ
と
は
一
遍
も
な
い
ぞ
お
師
匠
様
に
比
べ
る
と
眼
明
き
の
方
が
み
じ
め

だ
ぞ
お
師
匠
様
が
あ
の
御
気
象
と
御
器
量
で
何
で
人
の
憐
れ
み
を
求
め
ら

れ
よ
う
（
中
略
）、
わ
し
や
お
前
達
は
眼
鼻
が
揃
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
外
の

事
は
何
一
つ
お
師
匠
様
に
及
ば
ぬ
わ
し
た
ち
の
方
が
片
羽
で
は
な
い
か
と

云
つ
た
。
但
し
そ
れ
は
後
の
話
で
佐
助
は
最
初
燃
え
る
や
う
な
崇
拝
の
念

を
旨
の
奥
底
に
秘
め
な
が
ら
ま
め

く
し
く
仕
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う

　

こ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
美
し
い
春
琴
が
同
時
に
盲
目
を
物
と

も
せ
ぬ
よ
う
な
烈
し
い
「
気
象
」
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
の
烈
し
さ
が



87

柴田勝二「〈手ざわり〉のなかの関係—谷崎潤一郎の〈盲目〉の世界」/ 
SHIBATA, Shoji. "Harmony through the Touch: Tanizaki Jun-Ichiro’s World of ‘Blindness’ ."

—
 

Es
sa

ys
　
—

投
影
さ
れ
た
三
味
線
の
芸
へ
の
賛
嘆
を
含
め
て
、
佐
助
が
彼
女
へ
の
「
燃

え
る
や
う
な
崇
拝
の
念
」
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
助
の

春
琴
へ
の
「
崇
拝
」
が
そ
の
美
貌
だ
け
に
あ
る
な
ら
、
彼
が
当
初
押
入
に

隠
れ
て
三
味
線
の
稽
古
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
苦
労
を
わ
ざ
わ
ざ
自
分

に
課
す
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
彼
自
身
が
三
味
線
の
弾
き
手
に
な
ろ

う
と
し
た
の
は
、
や
は
り
彼
が
春
琴
の
技
芸
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
技
芸
に
強
い
芯
を
入
れ
て
い
る
彼
女
の
強
い

「
気
象
」
に
も
惹
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
佐
助
が
ど
れ
ほ
ど
春
琴
に

苛
酷
に
扱
わ
れ
よ
う
と
一
向
に
厭
わ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
マ
ゾ
ヒ
ス
ト

的
な
気
質
に
加
え
て
、
そ
の
烈
し
さ
が
彼
女
の
技
芸
の
基
底
を
な
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
烈
し
い
「
気
象
」
が
そ
の

技
芸
に
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
春
琴
の
三
弦
が
男
性
的
で
あ
つ
た
」
と

記
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
あ
る
「
老
芸
人
」
の
述
べ
る
、「
春
琴
の
三

味
線
を
蔭
で
聞
い
て
ゐ
る
と
音
締
が
冴
え
て
ゐ
て
男
が
弾
い
て
ゐ
る
や

う
に
思
へ
た
音
色
も
単
に
美
し
い
の
み
で
な
く
て
変
化
に
富
み
時
に
は

沈
痛
な
深
み
の
あ
る
音
を
出
し
た
と
い
ふ
い
か
さ
ま
女
子
に
は
珍
し
い

妙
手
で
あ
つ
た
ら
し
い
」
と
い
う
話
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

  

そ
の
点
で
や
は
り
春
琴
も
、
ナ
オ
ミ
に
代
表
さ
れ
る
、
谷
崎
の
男
性
た

ち
を
惹
き
つ
け
る
烈
し
い
野
性
を
は
ら
ん
だ
女
性
で
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
春
琴
は
佐
助
を
含
む
弟
子
た
ち
を
否
応
な
く
打
擲
す
る
よ
う
な

気
性
の
烈
し
さ
を
持
つ
と
と
も
に
、
自
身
の
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
に
も
忠
実

な
女
性
で
あ
り
、
自
分
の
世
話
を
す
る
者
た
ち
に
質
素
な
生
活
を
強
い
な

が
ら
自
身
は
美
食
を
楽
し
み
、
ま
た
性
欲
も
旺
盛
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
佐
助
の
失
明
後
に
彼
と
の
間
に
性
的
な
親
和
が
成
就
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
も
彼
と
の
間
で
性
交
渉

を
持
つ
こ
と
が
一
再
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
春
琴
が

十
七
歳
、
佐
助
が
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
早
い
段
階
で
春
琴
は
妊
娠
し
て
お

り
、
そ
の
相
手
を
彼
女
は
決
し
て
明
か
さ
な
か
っ
た
も
の
の
佐
助
以
外
で

は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
前
後
に
春
琴
は
佐
助
と
夫
婦
と
な
る
こ
と
を

周
囲
に
勧
め
ら
れ
た
も
の
の
、
奉
公
人
風
情
と
の
縁
組
み
な
ど
思
い
も
よ

ら
ぬ
と
言
っ
て
峻
拒
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
春
琴
の
矜
持
は
佐
助
を
公
的

な
形
で
夫
と
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
と
性
関
係
を

重
ね
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
佐
助
が
彼
女
の
性
欲
を
解
消
す
る
相
手

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
彼
女
の
快
楽
が
聴
覚

と
、
味
覚
を
含
む
触
覚
の
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
美
食
と
と
も

に
後
者
の
中
核
を
な
す
と
い
え
る
性
交
渉
に
対
し
て
彼
女
が
意
欲
的
で

あ
る
の
は
ご
く
自
然
な
傾
斜
で
あ
ろ
う
。

  

そ
し
て
佐
助
が
こ
う
し
た
野
性
を
は
ら
ん
だ
存
在
と
し
て
の
春
琴
に
惹

か
れ
た
よ
う
に
、
春
琴
自
身
も
︿
自
然
﹀
に
惹
か
れ
る
主
体
で
あ
っ
た
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
谷
崎
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
て
き
た
、
人

為
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
精
彩
や
美
質
を
一
層
発
揮
す
る
自
然

の
生
命
の
牽
引
が
『
春
琴
抄
』
に
も
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
意
味
で
は
春
琴

自
身
が
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
彼
女
が
趣
味
と
し
て
強
い
愛
着
を
示

す
鶯
の
鳴
き
声
は
、『
吉
野
葛
』（『
中
央
公
論
』
一
九
三
一
・
一
～
二
）
に
現

れ
る
、
過
剰
に
柿
を
熟
さ
せ
て
で
き
る
「
ず
く
し
」
な
ど
と
連
続
す
る
、

自
然
と
人
為
の
融
合
物
と
し
て
洗
練
さ
れ
た
精
華
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鶯

が
「
美
し
い
金
属
製
の
余
韻
」
を
残
す
鳴
き
声
を
出
す
に
は
、「
ま
だ
尾

の
生
え
ぬ
時
に
生
け
捕
つ
て
来
て
別
な
師
匠
の
鶯
に
附
け
て
稽
古
さ
せ

る
」
と
い
う
「
人
為
的
な
手
段
」
が
必
要
で
あ
り
、
優
れ
た
資
質
の
鶯
を

そ
の
よ
う
に
仕
込
ん
だ
結
果
生
み
出
さ
れ
る
鳴
き
声
は
「
人
工
の
極
致
を

尽
し
た
楽
器
の
や
う
で
鳥
の
声
と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
域
に
達

す
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
『
春
琴
抄
』
に
は
い
わ
ば
、
人
為
の
︿
技
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芸
﹀
に
よ
っ
て
美
質
を
発
揮
す
る
︿
自
然
﹀
の
存
在
へ
の
憧
憬
、
愛
着

が
︿
佐
助
→
春
琴
﹀、︿
春
琴
→
鶯
﹀
の
二
つ
の
形
で
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、

後
者
の
明
示
性
が
、
佐
助
の
春
琴
に
対
す
る
賛
嘆
と
従
属
の
内
実
を
間
接

的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

        

４　
〈
手
探
り
〉
の
物
語
叙
述

　

谷
崎
の
作
品
世
界
に
繰
り
返
し
現
れ
る
、
こ
う
し
た
自
然
の
生
命
の
牽

引
を
、
あ
る
意
味
で
も
っ
と
も
端
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
が
『
猫
と
庄

造
と
二
人
の
を
ん
な
』（『
改
造
』
一
九
三
六
・
一
、七
）
で
あ
る
。
猫
を
溺

愛
す
る
庄
造
と
い
う
男
と
、
そ
の
溺
愛
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
二
人
の
女
た

ち
の
行
方
を
諧
謔
を
込
め
て
綴
っ
た
こ
の
作
品
で
は
、
前
の
妻
で
あ
る
品

子
と
現
在
の
妻
で
あ
る
福
子
は
、
猫
自
体
に
対
す
る
愛
着
は
と
く
に
な
い

も
の
の
、
庄
造
が
可
愛
が
る
リ
リ
ー
と
い
う
猫
を
媒
介
と
し
て
庄
造
と
の

関
係
を
操
作
し
よ
う
と
し
、
と
く
に
品
子
は
庄
造
の
代
替
と
し
て
リ
リ
ー

の
飼
育
を
申
し
出
、
そ
れ
を
実
現
し
た
結
果
、
彼
女
も
リ
リ
ー
へ
の
愛
着

を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
。
け
れ
ど
も
展
開
の
主
軸
を
な
す
の
は
や
は
り
庄

造
自
身
の
リ
リ
ー
へ
の
溺
愛
ぶ
り
で
、
品
子
、
福
子
と
関
係
し
た
期
間
よ

り
も
リ
リ
ー
と
共
生
し
た
期
間
の
方
が
は
る
か
に
長
い
点
で
「
リ
ヽ
ー
と

云
ふ
も
の
は
、庄
造
の
過
去
の
一
部
」
と
な
っ
て
お
り
、「
だ
か
ら
庄
造
は
、

今
更
手
放
す
の
が
辛
い
の
は
当
り
前
の
人
情
で
は
な
い
か
、
そ
れ
を
物
好

き
だ
の
、
猫
気
違
ひ
だ
の
と
、
何
か
大
変
非
常
識
の
や
う
に
云
は
れ
る
理

由
が
な
い
と
思
ふ
」
の
で
あ
る
。

  

こ
の
作
品
に
お
け
る
庄
造
と
リ
リ
ー
の
関
係
を
、『
痴
人
の
愛
』
に
お

け
る
譲
治
と
ナ
オ
ミ
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
磯
田
光
一
の
解
説
は
着
眼

点
と
し
て
は
当
を
得
て
い
る
。
磯
田
は
ナ
オ
ミ
を
「
神
と
し
て
崇
め
ら
れ

た
女
」
で
あ
り
、「
神
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
由
か
つ
気
ま
ぐ
れ
」
な
存
在

と
し
た
う
え
で
、
ナ
オ
ミ
が
人
間
で
あ
る
以
上
成
り
立
つ
意
志
の
疎
通
が

猫
に
対
し
て
は
成
り
立
た
ず
、
リ
リ
ー
が
品
子
に
な
つ
く
よ
う
に
な
る
こ

と
で
庄
造
の
溺
愛
も
裏
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
譲
治
が

ナ
オ
ミ
に
対
し
て
お
こ
な
う
よ
う
な
従
属
の
関
係
さ
え
満
た
さ
れ
な
い

と
い
う

18
。

　

磯
田
は
人
間
に
は
本
来
「
隷
属
」
の
欲
求
が
あ
り
、
谷
崎
の
作
品
が
繰

り
返
し
そ
れ
を
主
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
根
元
的
な
欲
求
に
対
す
る
様
々

な
変
奏
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
確
か
に
英
語
の
「subject

」
が
︿
主
体
﹀

で
あ
る
と
同
時
に
︿
従
属
﹀
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
は
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
従
属
の
先
は
あ
く
ま
で
も
︿
神
﹀
の
よ
う
な

絶
対
的
な
価
値
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
性
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
個

人
を
理
性
的
主
体
と
し
て
安
定
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
デ
カ
ル
ト
に
代
表

さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
基
底
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
19
よ
う
に
、
ナ
オ
ミ
は
娼
婦
化
す
る
と
と
も
に
逆
説
的
な
︿
神
﹀
に
な

る
の
で
あ
り
、
ま
た
佐
助
に
と
っ
て
の
春
琴
も
神
に
等
し
い
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
譲
治
や
佐
助
が
彼
女
た
ち
に
「
隷
属
」
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
が
、『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
に
描
か
れ
る
リ
リ
ー
は

特
段
神
的
な
存
在
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

他
作
品
と
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
リ
リ
ー
は
や
は
り
野
性
の
不
羈
の
生
命

体
で
あ
り
、
ナ
オ
ミ
に
も
は
ら
ま
れ
て
い
た
そ
の
側
面
を
動
物
自
体
に
仮

託
す
る
着
想
が
こ
の
作
品
を
流
れ
て
い
る
。

  
こ
の
中
心
的
な
男
性
が
「
隷
属
」
し
よ
う
と
す
る
相
手
に
お
け
る
質
の

差
違
は
文
体
に
も
現
れ
て
い
る
。『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
は
い

わ
ゆ
る
「
神
の
視
点
」
に
擬
さ
れ
る
客
観
的
な
三
人
称
の
文
体
で
綴
ら
れ



89

柴田勝二「〈手ざわり〉のなかの関係—谷崎潤一郎の〈盲目〉の世界」/ 
SHIBATA, Shoji. "Harmony through the Touch: Tanizaki Jun-Ichiro’s World of ‘Blindness’ ."

—
 

Es
sa

ys
　
—

て
お
り
、「
猫
と
云
ふ
も
の
は
皆
幾
分
か
羞
渋
み
や
の
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
、
第
三
者
が
見
て
ゐ
る
前
で
は
、
決
し
て
主
人
に
甘
え
な
い
の
み
か
、

へ
ん
に
余
所
々
々
し
く
振
舞
ふ
の
で
あ
る
。
リ
ヽ
ー
も
母
親
︹
＝
庄
造
の

母
︺
が
見
て
ゐ
る
時
は
、
呼
ん
で
も
知
ら
ん
ふ
り
を
し
た
り
、
逃
げ
て
行

つ
た
り
し
た
け
れ
ど
も
、
さ
し
向
ひ
に
な
る
と
、
呼
び
も
し
な
い
の
に
自

分
の
方
か
ら
膝
へ
乗
つ
て
来
て
、お
世
辞
を
使
つ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

生
活
を
共
に
す
る
者
と
し
て
の
擬
人
化
を
交
え
な
が
ら
も
、
猫
一
般
の
性

向
の
な
か
で
リ
リ
ー
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
む
し
ろ

︿
人
間
﹀
で
あ
る
庄
造
や
二
人
の
女
た
ち
と
猫
を
同
一
の
地
平
に
置
い
て

語
る
こ
と
に
よ
る
揶
揄
が
眼
目
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
リ
リ
ー
を

︿
神
﹀
の
高
み
に
置
こ
う
と
す
る
眼
差
し
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
三

人
称
の
語
り
手
が
作
品
世
界
を
概
観
す
る
視
点
を
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

一
方
ナ
オ
ミ
や
春
琴
と
い
っ
た
作
中
の
女
性
た
ち
が
︿
神
﹀
化
さ
れ
る

『
痴
人
の
愛
』
や
『
春
琴
抄
』
で
は
、
彼
女
た
ち
に
付
与
さ
れ
る
そ
の
高

み
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
語
り
手
が
「
神
の
視
点
」
か
ら
概
観
的

に
物
語
を
語
る
こ
と
は
当
然
許
さ
れ
な
い
。
前
者
で
は
全
面
的
な「
隷
属
」

の
関
係
を
ナ
オ
ミ
と
の
間
で
結
ぶ
こ
と
に
な
る
譲
治
が
、
当
初
の
教
育
的

な
企
図
と
は
裏
腹
な
帰
結
に
至
る
顛
末
を
自
己
戯
画
を
込
め
て
語
り
、
後

者
で
は
三
人
称
の
語
り
手
が
春
琴
と
佐
助
の
身
の
上
を
語
っ
て
い
き
な

が
ら
、「
神
の
視
点
」
的
な
全
智
と
は
対
照
的
な
、
制
限
さ
れ
た
情
報
を

よ
す
が
と
す
る
出
来
事
の
提
示
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
春
琴
抄
』
の
語
り
手
の
「
私
」
は
「
本
年
（
昭
和
八
年
）」
と
い
う
、

作
品
の
執
筆
時
と
同
じ
時
間
に
お
り
、
ま
た
「
嘗
て
作
者
は
「
私
の
見
た

大
阪
及
び
大
阪
人
」
と
題
す
る
篇
中
に
大
阪
人
の
つ
ま
し
い
生
活
振
り
を

論
じ
」
と
、
谷
崎
の
手
に
な
る
エ
ッ
セ
イ
へ
の
言
及
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
作
者
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
物
語
を

語
っ
て
い
る
作
者
自
身
を
作
中
に
出
す
の
は
『
吉
野
葛
』
に
も
見
ら
れ
た

趣
向
で
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
「
後
南
朝
」
の
物
語
を
書
く
と
い
う
当

初
の
計
画
を
露
わ
に
し
、
そ
の
た
め
の
取
材
に
吉
野
に
赴
く
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
成
就
し
な
い
で
終
わ
る
経
緯
自
体
が
物
語

の
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
総
じ
て
作
者
自
身
が
姿
を
現
す
の
は
、
彼
が
構

築
し
よ
う
と
す
る
物
語
の
蔭
に
自
身
を
消
せ
な
い
か
ら
で
、
そ
れ
自
体
が

す
で
に
物
語
の
十
全
性
が
成
就
さ
れ
な
い
こ
と
の
予
示
に
ほ
か
な
ら
な

い
。『
春
琴
抄
』
に
お
い
て
は
佐
助
の
自
害
的
な
失
明
に
至
る
経
緯
と
し

て
の
物
語
は
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
者
が
自
身
を
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
逆
に
語
り
手
が
超
越
的
な
視
点
を
取
り
え
な
い
限
定
の
な
か
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
私
」
は
「
鵙
屋
春
琴
伝
」
と
い
う
虚
構
の
「
小
冊
子
」
を
入
手
す
る

こ
と
で
こ
の
物
語
を
着
想
し
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
冊
子
は
「
内
容
は
文

章
体
で
綴
つ
て
あ
り
検
校
︹
＝
佐
助
︺
の
こ
と
も
三
人
称
で
書
い
て
あ
る

け
れ
ど
も
恐
ら
く
材
料
は
検
校
が
授
け
た
も
の
に
違
ひ
な
く
此
の
書
の

ほ
ん
た
う
の
著
者
は
検
校
そ
の
人
で
あ
る
と
見
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
」
と

あ
る
よ
う
に
、
佐
助
が
伝
え
よ
う
と
す
る
春
琴
の
像
を
描
き
出
し
て
い

る
。
春
琴
が
負
っ
た
火
傷
に
つ
い
て
も
、「
雪
を
欺
く
豊
頬
に
熱
湯
の
余

沫
飛
び
散
り
て
口
惜
し
く
も
一
点
火
傷
の
痕
を
留
め
ぬ
」
と
、
微
少
な
瑕

疵
を
残
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
「
私
」
は
「
天
稟
の
美
貌
を
損
じ
な
か
つ
た
程
度
の
火
傷
で
あ

る
な
ら
ば
何
を
以
て
頭
巾
で
面
体
を
包
ん
だ
り
人
に
接
す
る
の
を
厭
つ

た
り
し
よ
う
ぞ
事
実
は
花
顔
玉
容
に
無
惨
な
変
化
を
来
し
た
の
で
あ
る
」

と
明
確
な
修
正
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

  

こ
の
記
述
を
「
私
」
は
「
鴫
沢
て
る
女
そ
の
他
二
三
の
人
の
話
」
に
依
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拠
し
つ
つ
お
こ
な
っ
て
お
り
、物
語
の
叙
述
は
基
本
的
に
「
鵙
屋
春
琴
伝
」

の
記
載
を
、
春
琴
の
受
難
後
九
年
を
経
た
時
点
で
二
人
の
世
話
役
を
兼
ね

る
内
弟
子
と
し
て
彼
ら
の
家
に
住
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た
鴫
沢
て
る
を

は
じ
め
と
す
る
、
周
囲
の
人
間
の
記
憶
を
頼
り
と
す
る
情
報
に
よ
っ
て
修

正
す
る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
て
る
の
語
る
春
琴
の
姿
が
事
実

に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
佐
助
よ
り
も
相
対
的
に

春
琴
に
客
観
的
な
距
離
を
取
り
え
た
人
間
の
証
言
と
し
て
の
信
憑
性
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
私
」
は
自
身
で
は
春
琴
に
接
近

す
る
手
立
て
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
主
に
こ
の
二
つ
の
情
報
源
を
較
量
し
つ

つ
素
材
化
す
る
こ
と
で
、
盲
目
の
女
性
三
味
線
弾
き
と
彼
女
に
仕
え
た
男

の
物
語
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
私
」
は
︿
手
探
り
﹀
で
春
琴
と

佐
助
の
像
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
中
に
存
在
す
る
も

う
一
人
の
︿
盲
人
﹀
と
し
て
物
語
を
語
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
『
春
琴
抄
』
へ
の
論
評
の
定
型
を
な
し
て
き
た
、
佐
助
が
み
ず

か
ら
盲
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
的
世
界
で
春
琴
を
理
想
的
な
存
在
に
仕

立
て
る
営
為
は
、「
私
」
が
物
語
の
叙
述
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の

で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

20
よ
う
に
、「
私
」
は
「
鵙

屋
春
琴
伝
」
と
鴫
沢
て
る
の
話
に
依
り
つ
つ
『
春
琴
抄
』
を
叙
述
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
春
琴
、
佐
助
と
い
う
中
心
人
物
が
相
互
に
深
く

関
わ
り
合
う
場
面
は
具
体
的
な
所
作
と
発
話
を
と
も
な
い
つ
つ
詳
細
に

語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
三
節
で
引
用
し
た
、
佐
助
が
同
輩
に
向
け
て
、
春

琴
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
に
憐
憫
を
覚
え
た
こ
と
は
な
い
と
断
言
す
る
場

面
に
し
て
も
、「
わ
し
や
お
前
達
は
眼
鼻
が
揃
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
外
の
事

は
何
一
つ
お
師
匠
様
に
及
ば
ぬ
わ
し
た
ち
の
方
が
片
羽
で
は
な
い
か
と

云
つ
た
」
と
い
っ
た
佐
助
の
言
葉
は
、
こ
の
二
つ
の
資
料
に
は
存
在
し
え

な
い
以
上
、「
私
」
が
物
語
の
語
り
手
と
し
て
︿
創
作
﹀
し
た
も
の
以
外

で
は
な
い
。
佐
助
が
自
身
も
盲
目
と
な
っ
た
こ
と
を
春
琴
に
告
げ
る
場
面

は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
佐
助
が
み
ず
か
ら
両
の
眼
を
つ
く
と
こ
ろ

か
ら
、
報
告
を
受
け
た
春
琴
が
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
発
す
る
言
葉

が
「
佐
助
の
耳
に
は
喜
び
に
慄
え
て
ゐ
る
や
う
に
」
響
き
、
最
後
に
「
盲

人
の
師
弟
相
擁
し
て
泣
い
た
」
と
い
う
和
合
に
至
る
ま
で
の
叙
述
は
、
す

べ
て
「
私
」
の
想
像
力
が
つ
く
り
上
げ
た
虚
構
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

５  

盲
人
の
〈
視
点
〉

  

こ
の
出
来
事
の
継
起
に
対
し
て
︿
手
探
り
﹀
で
近
づ
い
て
い
き
つ
つ
、

そ
こ
で
得
ら
れ
た
情
報
を
肥
大
さ
せ
て
自
律
的
な
物
語
を
構
築
す
る

「
私
」
の
姿
勢
は
、『
春
琴
抄
』
の
前
に
書
か
れ
た
︿
盲
目
﹀
の
設
定
に
よ

る
作
品
で
あ
る
『
盲
目
物
語
』
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

織
田
信
長
の
妹
で
浅
井
長
政
に
嫁
い
だ
お
市
の
方
の
按
摩
師
を
務
め
た

盲
目
の
男
で
あ
る
「
わ
た
く
し
」
す
な
わ
ち
弥
市
が
、
戦
国
の
世
に
翻
弄

さ
れ
た
彼
女
の
軌
跡
を
、
追
憶
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
く
が
、
盲
人
の
語
り

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
視
覚
的
表
象
が
し
ば
し
ば
織
り
交
ぜ
ら
れ
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
情
報
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
な
、
彼
が
臨

在
し
て
い
な
い
は
ず
の
場
面
の
具
体
的
な
描
出
が
な
さ
れ
た
り
す
る
。

　

た
と
え
ば
浅
井
長
政
は
お
市
の
方
を
娶
っ
た
二
年
後
に
、
浅
井
家
と
長

く
昵
懇
で
あ
っ
た
朝
倉
家
を
、
織
田
信
長
が
約
束
を
破
っ
て
攻
め
た
た
め

に
彼
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
く
さ
の
末
に
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
際
「
あ
さ
い
石
見
守
、
赤
尾
み
ま
さ
か
の
か
み
、
お

な
じ
く
新
兵
衛
」
の
三
人
の
家
臣
た
ち
が
「
い
け
ど
り
」
に
さ
れ
、
そ
の

う
ち
石
見
は
信
長
を
侮
辱
し
た
た
め
に
手
打
ち
に
さ
れ
、
赤
尾
は
従
順
な
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姿
勢
を
示
し
た
た
め
に
息
子
の
新
兵
衛
を
信
長
に
取
り
立
て
て
も
ら
う

こ
と
に
な
る
。
と
く
に
石
見
と
信
長
と
の
や
り
取
り
は
次
の
よ
う
に
具
体

的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
の
ぶ
な
が
公
が
、「
そ
の
は
う
共
、
し
ゆ
じ
ん
長
政
に
ぎ
や
く

し
ん
を
お
こ
さ
せ
、
と
し
ご
ろ
ひ
ご
ろ
よ
う
も
己
を
く
る
し
め
た
な
」
と

お
つ
し
や
り
ま
し
た
の
で
、石
見
ど
の
は
強
情
な
仁じ
ん

で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、

「
わ
た
く
し
主
人
あ
さ
ゐ
な
が
ま
さ
は
織
田
ど
の
ゝ
や
う
な
表
裏
の
あ
る

大
将
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」
と
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
の
ぶ
な
が
公
か
つ
と

御
り
つ
ぷ
く
あ
そ
ば
さ
れ
、「
お
の
れ
、
ふ
か
く
に
も
生
け
ど
り
に
な
る

ほ
ど
の
侍
と
し
て
、
も
の
ゝ
へ
う
り
が
分
る
か
」
と
、
鑓や
り

の
い
し
づ
き
で

石
見
ど
の
ゝ
あ
た
ま
を
三
度
お
つ
き
に
な
り
ま
し
た
。
な
れ
ど
も
ひ
る
む

け
し
き
も
な
く
、「
手
足
を
し
ば
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
を
ち
や
う
ち
や
く
な

さ
れ
て
お
腹
が
い
え
ま
す
か
、
お
ん
大
将
の
こ
ゝ
ろ
が
け
は
ち
が
つ
た
も

の
で
ご
ざ
り
ま
す
な
」
と
に
く
ま
れ
ぐ
ち
を
た
ゝ
か
れ
ま
し
た
の
で
、
つ

ひ
に
お
手
う
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　　

こ
う
し
た
場
面
で
の
や
り
取
り
の
具
体
性
を
弥
市
が
何
に
基
づ
い
て

満
た
し
て
い
る
の
か
は
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
。『
春
琴
抄
』
の
場
合
は
、

語
り
手
は
谷
崎
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
第
三
者
で
あ
る
た
め
に
、
前
節
に
言

及
し
た
、
春
琴
と
佐
助
が
和
合
を
遂
げ
る
よ
う
な
想
像
の
場
面
が
置
か
れ

て
も
不
自
然
で
は
な
い
が
、『
盲
目
物
語
』
の
語
り
手
は
作
中
に
存
在
す

る
人
物
で
あ
る
た
め
に
、
合
理
的
に
考
え
れ
ば
こ
う
し
た
場
面
が
現
れ
る

の
は
矛
盾
で
あ
る
。
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
彼
が
誰
か
か

ら
こ
う
し
た
や
り
取
り
を
耳
に
し
、
そ
れ
を
元
に
し
て
場
面
の
描
出
を
お

こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
提
示
す
る
物
語
や
人
物
の
行
動
が
伝
聞

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
に
作
中
で
用
い
ら
れ
る
「
～
さ
う
で
ご
ざ

り
ま
す
」「
～
と
き
い
て
を
り
ま
す
」「
～
や
う
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
っ

た
文
末
が
こ
こ
で
は
現
れ
ず
、
あ
た
か
も
彼
が
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
こ

と
の
特
権
と
し
て
こ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。

  

そ
の
点
で
こ
の
場
面
の
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
三
人
称
的
な
視
点
で
な
さ
れ

て
お
り
、「
わ
た
く
し
」
と
い
う
一
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
の
作
品

の
叙
述
に
異
和
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
語
り
の
技
法
と
し
て
は
プ

ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
で
区
別
さ
れ
る
、
物
語
内
容
が
作
中
に
存
在
す
る
人

物
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
」
と
、
登
場
人
物
が
み
ず

か
ら
語
る
形
で
伝
え
ら
れ
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
混
在
だ
が
、
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
や
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
と
い
っ

た
二
十
世
紀
の
理
論
家
が
あ
ら
た
め
て
焦
点
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。「
語
る
こ
とtelling

」
と
「
示
す
こ
とshow

ing

」
と
し
て

も
表
現
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
語
り
の
形
に
つ
い
て
、
両
者
は
い
ず
れ
も
後

者
の
自
律
性
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
見
え
る
も
の
も

結
局
語
り
手
の
技
巧
の
変
奏
の
な
か
に
と
ど
ま
る
と
い
う
見
方
を
示
し

て
い
る

21
。

　
『
春
琴
抄
』
や
『
盲
目
物
語
』
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
前
者
の

ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
叙
述
が
「
私
」
の
意
識
的
な
語
り
の
産
物
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、「
わ
た
く
し
」
の
報
告
に
属
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る
後
者
の
場

面
も
、
当
然
彼
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
以
外
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も

看
過
し
え
な
い
の
は
、
語
り
手
が
自
身
の
語
っ
て
い
る
物
語
内
容
に
憑
依

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
彼
は
し
ば
し
ば
出
来
事
の
報
告
者
と
し
て
語
っ
て

い
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
同
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
自
己
を
無
化
し
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
は
や
は
り
語
り
手
の
な
か
で
︿
役
柄
﹀
に
憑
依
さ
れ
る
演
技
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的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
語
り
手
が
作
家
と
い
う
想
像
力
の
営
為
の
主
体
で
あ
る
『
春
琴

抄
』
で
は
、
そ
の
趨
勢
に
「
私
」
が
呑
ま
れ
る
こ
と
で
自
律
性
の
高
い
場

面
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
。
一
方
按
摩
師
で
あ
る
『
盲
目

物
語
』
の
「
弥
市
」
に
そ
う
し
た
演
技
的
な
語
り
が
可
能
な
の
か
と
い
う

疑
問
も
生
じ
る
が
、
も
と
も
と
盲
目
で
あ
る
彼
が
︿
見
え
な
い
も
の
﹀
で

あ
る
現
実
世
界
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
と
い
う
前
提
が
、
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
な
い
場
面
の
展
開
を
語
る
不
合
理
さ
を
相
殺
し
て
い
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
『
春
琴
抄
』
に
お
け
る
「
私
」
と
佐
助
の
相
同
性
は
、
出
来
事

を
物
語
化
す
る
営
為
が
、
対
象
に
︿
手
探
り
﹀
で
近
づ
い
て
い
か
ざ
る
を

え
な
い
危
う
さ
を
伴
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
が
、
語
ら
れ
る
場
面
に
生

き
る
人
び
と
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度
は
対
象
が
あ
り
あ
り
と

︿
見
え
て
﹀く
る
転
換
が
生
ま
れ
て
く
る
。『
盲
目
物
語
』に
お
い
て
も「
弥

市
」
の
や
や
不
自
然
な
︿
視
点
﹀
の
拡
張
は
、
彼
が
出
来
事
の
流
れ
に
想

像
的
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
具
体
的
な
や
り
取
り
が

︿
見
え
る
﹀
よ
う
に
な
っ
て
き
た
結
果
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
現
実
的
に
は
、「
い
け
ど
り
」
に
さ
れ
た
石
見
と
信
長
の
や

り
取
り
の
場
面
を
「
弥
市
」
に
憑
依
さ
せ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
作
者
の

谷
崎
で
あ
り
、
こ
の
場
面
は
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
『
浅
井
三
代
記
』
に
含

ま
れ
る
以
下
の
く
だ
り
を
書
き
換
え
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

斯
て
信
長
卿
生
捕
来
り
し
石
見
守
美
作
守
を
御
前
へ
め
さ
れ
被
レ
仰
け
る

は
汝
等
か
所
存
と
し
て
長
政
に
逆
心
い
た
さ
せ
数
年
某
に
ほ
ね
を
を
ら
せ

つ
る
に
く
き
者
共
成
と
被
レ
仰
け
れ
は
石
見
守
雑
言
し
て
申
け
る
は
浅
井

は
信
長
の
様
成
表
裏
の
大
将
に
て
な
き
ゆ
ゑ
に
如
レ
此
成
果
申
候
と
申
上

れ
は
汝
生
捕
に
あ
ふ
程
の
侍
と
し
て
表
裏
を
能
存
た
る
よ
と
て
鑓
の
石
つ

き
を
以
頂
を
三
ッ
迄
う
た
せ
た
ま
へ
は
石
見
申
け
る
は
そ
れ
こ
そ
よ
き
大

将
の
仕
わ
さ
成
へ
し
い
ま
し
め
置
し
者
打
た
ま
ひ
御
腹
い
さ
せ
給
ふ
か
と

種
々
雑
言
を
申
け
る
信
長
卿
き
ゝ
か
ね
さ
せ
た
ま
ひ
て
頓
て
打
て
す
て
た

ま
ふ

22

  

こ
の
典
拠
の
叙
述
に
比
べ
る
と
、『
盲
目
物
語
』
は
「
石
見
ど
の
は
強

情
な
ご
仁
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
」
や
「
な
れ
ど
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
」
と

い
っ
た
、
信
長
に
相
対
し
た
石
見
の
性
格
や
感
情
の
動
き
を
付
加
す
る
こ

と
で
、
一
つ
の
場
面
に
対
峙
す
る
人
間
同
士
の
葛
藤
に
生
気
を
与
え
て
い

る
。
こ
う
し
た
色
づ
け
は
、
作
品
内
の
論
理
と
し
て
は
弥
市
が
主
君
の
近

辺
に
仕
え
る
者
と
し
て
臣
下
た
ち
の
人
間
性
を
日
々
感
じ
取
っ
て
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に

彼
が
盲
目
で
あ
る
と
い
う
条
件
は
、
そ
れ
を
困
難
に
す
る
の
で
は
な
く
逆

に
そ
う
し
た
感
知
を
強
め
る
前
提
と
し
て
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

す
な
わ
ち
弥
市
は
盲
目
の
按
摩
師
と
し
て
仕
え
る
お
市
の
方
を
は
じ
め

と
す
る
、
主
君
層
の
人
び
と
の
体
調
や
、
そ
こ
に
現
れ
る
感
情
的
な
状
態

を
鋭
敏
に
察
知
し
て
お
り
、
さ
ら
に
彼
ら
が
身
を
置
く
戦
乱
の
様
相
も
触

覚
的
に
把
握
し
て
い
る
。
今
引
用
し
た
、
彼
が
居
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
知

り
え
な
い
は
ず
の
場
面
が
ミ
メ
ー
シ
ス
的
に
語
ら
れ
る
不
自
然
さ
が
さ

ほ
ど
目
立
た
な
い
の
も
、
も
と
も
と
こ
の
触
覚
的
な
察
知
能
力
が
彼
に
と

っ
て
は
不
可
視
で
あ
る
は
ず
の
外
界
を
︿
見
え
る
﹀
対
象
と
し
て
い
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
物
語
の
語
り
手
が
場
面
の
描
出
を
生
気
に
満
ち
た

も
の
と
す
る
憑
依
的
な
同
化
も
、
触
覚
を
介
し
て
他
者
の
姿
を
つ
ね
に
描

き
出
し
て
い
た
務
め
に
お
い
て
日
常
的
に
果
た
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
弥
市
は
お
市
の
身
体
を
揉
み
な
が
ら
、
体
調
の
不
良
や
心
理
の
軋



93

柴田勝二「〈手ざわり〉のなかの関係—谷崎潤一郎の〈盲目〉の世界」/ 
SHIBATA, Shoji. "Harmony through the Touch: Tanizaki Jun-Ichiro’s World of ‘Blindness’ ."

—
 

Es
sa

ys
　
—

轢
を
察
し
つ
つ
、
崇
拝
す
る
彼
女
と
︿
共
に
﹀
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
そ

れ
は
明
ら
か
に
演
技
的
な
生
き
方
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
彼
女
の
姿
を

描
き
出
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
弥
市
が
身
を
置
く
戦
乱
の
場
に
生
き
る

人
び
と
全
般
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語
の
叙
述
が
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

６　
再
現
さ
れ
る
触
感

  

と
り
わ
け
弥
市
が
主
君
の
妻
で
あ
る
お
市
の
方
の
身
体
を
揉
む
と
い
う

局
限
さ
れ
た
営
為
を
通
し
て
、
天
下
の
行
方
が
透
か
し
見
ら
れ
る
と
い
う

両
極
的
な
取
り
合
わ
せ
に
、
こ
の
作
品
の
眼
目
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。「
ぜ
ん
た
い
め
し
ひ
と
申
す
も
の
は
、
ひ
と
い
ち
ば
い
か
ん
の

よ
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
ま
し
て
わ
た
く
し
は
、
ひ
ご
と
よ
ご
と
奥
が

た
の
あ
ん
ま
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
て
、
お
か
ら
だ
の
様
子
が
お
ほ
よ
そ
分

つ
て
を
り
ま
す
の
で
、
お
む
ね
の
な
か
の
こ
と
ま
で
が
し
ぜ
ん
と
手
先
に

つ
た
わ
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す
」
と
語
る
よ
う
に
、
按
摩
師
と
し
て
の
営
為
に

よ
っ
て
相
手
の
心
理
状
況
を
掴
み
う
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
政
が
朝
倉
、
武
田

ら
の
大
名
と
連
盟
し
て
反
信
長
勢
力
を
形
成
し
た
の
に
対
し
て
、
兄
の
信

長
が
長
政
を
攻
め
る
意
向
を
固
め
た
際
に
は
、
夫
が
滅
ぼ
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
状
況
を
憂
慮
し
た
お
市
の
方
の
身
体
に
、

尋
常
で
は
な
い
こ
わ
ば
り
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
弥
市
は
実
感
し
て
い

る
。

な
れ
ど
も
け
ふ
は
と
く
べ
つ
に
お
肩
が
こ
つ
て
い
ら
し
つ
て
、
お
ん
え
り

く
び
の
り
や
う
が
は
に
手
毬
ほ
ど
の
ま
る
い
し
こ
り
が
お
で
き
に
な
つ
て

を
り
ま
し
て
、も
み
ほ
ご
す
の
が
な
か

く
な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
ま
あ
、

ほ
ん
た
う
に
、
こ
れ
で
は
さ
ぞ
か
し
お
つ
ら
か
ら
う
、
こ
ん
な
に
お
こ
り

に
な
る
と
い
ふ
の
は
、き
つ
と
い
ろ

く
な
も
の
あ
ん
じ
を
あ
そ
ば
し
て
、

よ
る
も
ろ
く

く
お
や
す
み
に
な
ら
ぬ
せ
ゐ
で
は
な
い
か
、
お
い
た
は
し

い
し
い
こ
と
だ
わ
い
と
、
お
察
し
申
し
あ
げ
て
を
り
ま
す
と
、

　
「
弥
市
」

　

と
仰
つ
し
や
つ
て
、

　
「
お
前
、
い
つ
ま
で
こ
の
し
ろ
の
な
か
に
い
る
つ
も
り
な
の
だ
え
」

　

と
仰
つ
し
や
る
の
で
し
た
。

　

一
方
長
政
の
死
後
信
長
の
元
に
戻
り
、
平
穏
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

間
は
、
お
市
の
身
体
を
揉
み
な
が
ら
「
そ
の
こ
ろ
お
く
が
た
は
お
ひ

く

に
お
肥
え
あ
そ
ば
さ
れ
、
い
ち
じ
は
ず
ゐ
ぶ
ん
や
つ
れ
て
ゐ
ら
つ
し
や
い

ま
し
た
の
に
、
又
い
つ
の
ま
に
か
む
か
し
の
や
う
に
み
づ

く
し
う
お
な

り
な
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
回
復
を
感
じ
取
っ
て
喜
悦
を
覚
え
て
い
る
。

ま
た
こ
う
し
た
視
覚
を
介
さ
な
い
察
知
は
按
摩
の
仕
事
に
お
い
て
の
み

作
動
す
る
の
で
は
な
く
、
三
味
線
弾
き
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
る
敏
感
な
聴

覚
を
働
か
せ
て
、
彼
女
の
声
の
微
妙
な
変
調
か
ら
、
周
囲
の
戦
況
を
確
認

し
た
り
し
て
い
る
。
信
長
の
勢
力
と
の
対
峙
に
よ
っ
て
夫
の
側
の
敗
勢
が

予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
際
に
も
、
普
段
は
弥
市
が
座
興
で
滑
稽
な
所

作
を
見
せ
る
と
「
お
く
が
た
の
お
わ
ら
ひ
な
さ
る
お
こ
ゑ
」
が
聞
こ
え
て

「
勤
め
が
ひ
」
を
感
じ
て
い
た
の
が
、「
お
ひ

く
日
が
た
つ
に
つ
れ
ま
し

て
、
い
く
ら
わ
た
く
し
が
新
し
い
手
を
か
ん
が
へ
ま
し
て
お
も
し
ろ
を
か

し
く
ま
つ
て
ご
ら
ん
に
い
れ
ま
し
て
も
、「
ほ
ゝ
」
と
か
す
か
に
ゑ
ま
れ

る
ば
か
り
で
、
や
が
て
そ
れ
さ
へ
も
き
こ
え
な
い
こ
と
が
お
ほ
く
な
つ
て
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ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と
い
う
変
化
か
ら
、
状
況
が
芳
し
く
な
い
こ
と
を
感
じ

取
っ
て
い
る
。

  
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
に
は
、
お
市
の
方
自
身
が
政
略
結
婚
に
よ
っ
て
長

政
の
元
に
嫁
が
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
長
政
は
平
井
加
賀
守
定
武

の
娘
を
離
縁
し
た
後
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
か
ら
織
田
家
と
共
闘
の

度
を
強
め
て
い
っ
た
流
れ
の
な
か
で
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
、
異
説

あ
り
）
信
長
の
妹
で
あ
る
お
市
の
方
を
娶
っ
て
い
る
。
信
長
に
と
っ
て
は

上
洛
の
便
を
高
め
る
た
め
に
も
近
江
を
所
領
と
す
る
浅
井
家
と
の
縁
を

深
め
る
こ
と
は
好
都
合
だ
っ
た
の
で
あ
る

23
。
こ
う
し
た
大
名
間
の
政
治

の
道
具
と
し
て
扱
わ
れ
た
受
動
性
が
、
状
況
に
対
す
る
彼
女
の
感
受
の
度

合
い
を
強
め
て
い
る
。
い
わ
ば
弥
市
は
お
市
の
方
の
身
体
を
揉
み
、
そ
の

声
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
身
体
に
浸
透
し
た
政
治
的
空
気
を
掴

み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
介
の
按
摩
師
が
戦
国
の
世
の
帰
趨
を
語
っ

て
い
く
と
い
う
趣
向
が
成
り
立
つ
の
も
、
お
市
の
方
の
身
体
が
は
ら
む
そ

の
媒
介
性
を
機
縁
と
し
て
い
た
。

  

お
市
の
方
が
こ
う
し
た
受
動
性
か
ら
一
旦
解
き
放
た
れ
た
の
は
、
長
政

の
死
に
よ
っ
て
信
長
の
元
に
戻
っ
て
い
た
間
で
あ
り
、
柴
田
勝
家
と
再
婚

す
る
ま
で
の
十
年
間
が
、
今
引
用
し
た
「
む
か
し
の
や
う
に
み
づ

く

し
う
お
な
り
な
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
回
復
が
な
さ
れ
て
い
た
時
代
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
「
自
分
の
身
に
と
り
此
の
十
ね
ん
の
あ

ひ
だ
ほ
ど
た
の
し
い
と
き
は
ご
ざ
い
ま
せ
な
ん
だ
」
と
語
ら
れ
る
よ
う

に
、
当
然
弥
市
に
と
っ
て
も
お
市
の
方
を
独
占
で
き
た
愉
楽
の
時
代
で
あ

る
。
そ
こ
に
両
者
の
性
的
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い

が
、「
あ
ぢ
き
な
い
ひ
と
り
ね
の
ゆ
め
を
か
さ
ね
て
い
ら
つ
し
や
る
」
と

い
う
記
載
が
あ
り
、
ま
た
『
春
琴
抄
』
の
春
琴
と
佐
助
の
間
に
お
け
る
よ

う
な
示
唆
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
み
ず
み
ず
し
さ
を
取
り
戻
し
た

お
市
の
方
に
心
ゆ
く
ま
で
按
摩
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
職
業
的

な
次
元
に
と
ど
め
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

  

そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
盤
に
語
ら
れ
る
、
秀
吉
に
よ
っ
て
勝

家
が
攻
め
落
と
さ
れ
、
お
市
の
方
も
落
命
す
る
こ
と
に
な
る
展
開
の
意
味

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
秀
吉
の
軍
勢
に
よ
っ
て
城
を
完
全
に
包
囲
さ

れ
、
逃
げ
延
び
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
な
か
で
勝
家
た
ち
は
自
死
を
決
意
す

る
が
、
朝
露
軒
と
い
う
資
料
に
は
出
な
い
間
者
の
「
法
師
武
者
」
が
三
味

線
の
音
に
交
え
た
符
丁
に
よ
っ
て
お
市
の
方
を
救
助
す
る
方
策
を
弥
市

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
弥
市
は
城
の
各
所
に
火
を
放
ち
、
そ
の
騒
ぎ
に
紛
れ

さ
せ
て
彼
女
を
城
外
に
連
れ
出
す
と
い
う
案
を
思
い
つ
く
。
そ
し
て
そ
れ

を
実
行
す
る
も
の
の
、
朝
露
軒
の
一
味
は
お
市
の
方
の
居
場
所
に
辿
り
着

く
前
に
勝
家
の
家
臣
た
ち
に
阻
ま
れ
、
彼
女
を
救
出
す
る
目
論
見
は
失
敗

に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
代
わ
り
に
弥
市
は
騒
動
の
な
か
で
長
女
の
茶
々
を
背
負
わ
さ
れ
、

お
市
の
方
で
は
な
く
彼
女
を
助
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
の
後
死
を

決
意
し
て
い
た
茶
々
に
余
計
な
こ
と
を
し
た
と
な
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
経
緯
は
も
ち
ろ
ん
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
の
と
は
ま
っ
た
く
別

の
も
の
で
あ
る
。
後
半
部
の
主
要
な
典
拠
で
あ
る
『
太
閤
記
』
で
は
、
お

市
の
方
が
三
人
の
娘
を
城
外
に
出
そ
う
と
す
る
と
、
茶
々
は
そ
れ
を
拒
ん

で
「
母
上
共
に
、
同
し
道
に
行
ん
物
を
と
、
啼
悲
み
給
ふ
」
と
こ
ろ
を
、

家
臣
の
文
荷
斎
は
「
そ
の
わ
け
を
も
不
二
聞
入
一
、
御
手
を
引
立
三
人
を

出
し
奉
り
ぬ
」24
と
い
う
措
置
を
強
引
に
取
っ
た
う
え
で
、
勝
家
ら
が
城

に
火
を
放
ち
、
自
害
す
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
火
煙
が
渦
巻
く
な
か
を

弥
市
が
茶
々
を
単
独
で
救
出
し
た
と
い
う
の
は
完
全
な
谷
崎
の
創
作
だ

が
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
企
図
の
一
端
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

弥
市
は
家
臣
の
一
人
に
茶
々
を
背
負
わ
さ
れ
た
時
に
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
彼
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女
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
れ
は
「
せ
な
か
の
う
へ
に
ぐ
つ
た
り
と

も
た
れ
て
い
ら
つ
し
や
る
お
ち
や

く
ど
の
の
お
ん
ゐ
し
き
へ
両
手
を

ま
は
し
て
し
つ
か
り
と
お
抱
き
申
し
あ
げ
ま
し
た
刹
那
、
そ
の
お
か
ら
だ

の
な
ま
め
か
し
い
ぐ
あ
ひ
が
お
若
い
こ
ろ
の
お
く
が
た
に
あ
ま
り
に
も

似
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
の
で
、
な
ん
と
も
ふ
し
ぎ
な
な
つ
か
し
い
こ
ゝ

ち
が
い
た
し
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う
感
慨
が
浮
か
ん
だ
か
ら
で
あ

っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
当
時
の
お
市
の
方
は
す
で
に
か
つ
て
の
身
体
の
み
ず

み
ず
し
い
張
り
を
失
っ
て
お
り
、「
な
ん
ぼ
う
お
う
つ
く
し
い
お
く
が
た

で
も
や
は
り
知
ら
ぬ
ま
に
お
と
し
を
め
し
て
い
ら
し
つ
た
の
だ
」
と
い
う

こ
と
が
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
瞬
間
に
「
こ
の
お
ひ
い

さ
ま
に
お
つ
か
へ
申
す
こ
と
が
出
来
た
ら
、
お
く
が
た
の
お
そ
ば
に
ゐ
る

の
も
お
な
じ
で
は
な
い
か
と
、
に
は
か
に
此
の
世
に
み
れ
ん
が
わ
い
て
来

た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う
執
着
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
弥
市

の
な
か
で
保
た
れ
て
き
た
お
市
の
方
の
位
置
が
茶
々
に
と
っ
て
代
わ
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
実
に
お
市
の
方
の
命
が
果
て
つ
つ

あ
る
な
か
で
、
弥
市
に
よ
っ
て
も
彼
女
の
存
在
が
葬
ら
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

　

多
田
蔵
人
は
『
盲
目
物
語
』
を
詳
細
に
論
じ
た
論
考
の
な
か
で
、
お
市

の
方
を
秀
吉
に
渡
す
ま
い
と
す
る
弥
市
が
彼
女
を
「
殺
害
」
し
た
と
し
、

そ
の
根
拠
と
し
て
弥
市
が
城
に
火
を
か
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
す
ぎ
る

こ
と
を
挙
げ
て
い
る

25
が
、
朝
露
軒
の
一
味
の
接
近
が
阻
止
さ
れ
て
い
る

以
上
、
放
火
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
多
少
遅
く
と
も
お
市
の
方
が
救
出
さ
れ
た

可
能
性
は
乏
し
い
。
む
し
ろ
彼
女
の
「
殺
害
」
は
弥
市
が
茶
々
へ
の
執
着

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
お
市
の
方
の
存
在
が
無
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、︿
象
徴
的
﹀
に
な
さ
れ
て
い
る
面
の
方
が
強
い
。
ま
た
そ
こ
に
こ
そ

彼
が
盲
目
の
按
摩
師
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
弥
市
が
お
市
の
方
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

「
そ
の
に
く
づ
き
の
ふ
つ
く
ら
と
し
て
や
は
ら
か
な
こ
と
ゝ
申
し
ま
し
た

ら
、
り
ん
ず
の
お
め
し
も
の
を
へ
だ
て
ゝ
揉
ん
で
を
り
ま
し
て
も
、
手
ざ

は
り
の
ぐ
あ
ひ
が
は
か
の
お
女
中
と
は
ま
る
き
り
ち
が
つ
て
を
り
ま
し

た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
按
摩
師
と
し
て
日
々
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

伝
わ
っ
て
く
る
、
そ
の
身
体
全
体
の
艶
や
か
さ
、
な
よ
や
か
さ
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
そ
の
名
高
い
美
貌
に
つ
い
て
は
盲
目
で
あ
る
以
上
当
然
詳
細
を

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
よ
う
が
ん
ま
す

く
お
ん
う
る
は
し
く
、

つ
ゆ
も
し
た
ゝ
る
ば
か
り
の
く
ろ
か
み
、
芙
蓉
の
は
な
の
お
ん
よ
そ
ほ

ひ
」
と
い
っ
た
紋
切
り
型
の
形
容
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

こ
に
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
弥
助
に
と
っ
て
尊
ば
れ
る
対
象
が
、
お
市

の
方
の
︿
美
﹀
で
は
な
く
、
彼
女
の
身
体
が
全
体
と
し
て
放
つ
女
性
的
な

生
命
感
で
あ
る
以
上
、
そ
の
全
盛
の
感
触
を
茶
々
が
伝
え
て
い
た
と
し
た

ら
、
茶
々
が
お
市
の
方
と
︿
等
価
﹀
の
存
在
に
浮
上
す
る
の
は
不
思
議
で

は
な
い
。
現
に
弥
市
は
彼
女
に
仕
え
る
こ
と
が
「
お
く
が
た
の
お
そ
ば
に

ゐ
る
の
も
お
な
じ
で
は
な
い
か
」
と
い
う
感
慨
を
覚
え
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
い
っ
た
ん
死
を
決
意
し
て
い
た
弥
市
に
「
に
は
か
に
此
の
世
に
み
れ

ん
が
わ
い
て
来
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
強
い
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
愛
着
の
対
象
の
ず
れ
行
き
は
、
谷
崎
が
追
尋
す
る
も
の
が
、

女
性
の
美
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
生

命
感
で
あ
る
と
い
う
傾
斜
を
傍
証
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
人
生
の
途
上
で

光
を
失
う
佐
助
と
は
違
い
、
弥
市
を
幼
時
か
ら
の
失
明
者
に
設
定
す
る
こ

と
の
狙
い
は
こ
の
主
題
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
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だ
そ
の
た
め
に
、中
村
光
夫
が
お
市
の
方
の
「
艶
姿
」
を
弥
市
は
「
畢
竟
、

別
世
界
か
ら
の
ぞ
き
見
し
た
と
い
う
感
じ
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
」
ず
、「
読
者

に
も
は
が
ゆ
い
間
接
感
を
あ
た
え
る
」
と
述
べ
る
よ
う
な
、
彼
女
の
形
象

の
希
薄
化
が
作
品
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
中
村
は
こ
の

︿
は
が
ゆ
さ
﹀
を
払
拭
し
、
崇
拝
す
る
女
性
の
美
を
よ
り
直
接
的
に
立
ち

現
さ
せ
た
の
が
次
作
の
『
春
琴
抄
』
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

26
。
作
品
の

系
譜
と
し
て
は
そ
の
通
り
だ
が
、
加
え
て
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

谷
崎
が
『
春
琴
抄
』
に
お
い
て
深
化
さ
せ
た
の
は
男
女
の
触
覚
的
な
交
情

で
あ
り
、『
盲
目
物
語
』
で
は
そ
れ
が
ま
だ
主
君
の
奥
方
と
按
摩
師
と
い

う
職
業
的
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
弥
市
と
お
市
の
方

の
間
に
は
、
春
琴
と
佐
助
の
間
で
結
ば
れ
る
よ
う
な
決
定
的
な
契
り
が
存

在
し
な
い
た
め
に
、
お
市
の
方
が
茶
々
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
可
能
性
は

充
分
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
茶
々
に
と
っ
て
は
こ
の
弥
市
の
愛
着
は
余
計
な
も
の
で
し

か
な
く
、
死
に
場
所
を
逸
し
た
と
思
う
茶
々
に
弥
市
は
そ
の
後
邪
険
に
扱

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
奉
公
す
る
気
力
を
な
く
し
た
弥
市
は
ひ
そ
か
に
城

を
退
出
し
て
放
浪
の
者
と
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
れ
は
︿
近
似
﹀
と
︿
同

一
﹀
を
差
別
化
し
え
な
か
っ
た
弥
市
の
混
同
の
結
果
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼

の
真
の
︿
盲
目
性
﹀
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

７  

松
子
と
の
関
係

  

と
こ
ろ
で
︿
盲
目
﹀
を
主
題
と
す
る
こ
う
し
た
作
品
群
の
背
後
に
、
谷

崎
の
三
番
目
の
妻
と
な
っ
た
根
津
松
子
へ
の
崇
拝
に
近
い
思
慕
が
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
八
月
に
、
佐

藤
春
夫
に
譲
渡
す
る
形
で
最
初
の
妻
千
代
と
離
婚
し
た
後
、
谷
崎
は
翌

年
四
月
に
古
川
丁
未
子
と
再
婚
す
る
も
の
の
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
に
は
以
前
か
ら
知
己
で
あ
り
交
情
も
あ
っ
た
松
子
と
の
関

係
が
深
ま
る
こ
と
で
、
十
二
月
に
丁
未
子
と
別
居
し
て
い
る
。
こ
の
年
の

四
月
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
集
に
、
松
子
の
名
前
か
ら
字
を
取
っ
て
『
倚
松

庵
随
筆
』（
創
元
社
）
と
命
名
す
る
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
谷
崎

の
松
子
へ
の
情
愛
は
熾
烈
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
旧
姓
を
森
田
と
い
う

松
子
は
、
大
阪
府
立
清
水
谷
女
学
校
を
中
退
し
て
根
津
清
太
郎
と
結
婚
し

て
い
た
が
、
根
津
家
は
か
つ
て
は
隆
盛
し
た
大
商
店
で
あ
っ
た
も
の
の
昭

和
に
入
っ
て
か
ら
は
没
落
の
一
途
を
辿
り
、
し
か
も
清
太
郎
は
松
子
の
末

娘
の
信
子
と
駆
け
落
ち
を
す
る
と
い
う
状
態
で
、
松
子
と
は
疎
遠
に
な
っ

て
い
た
。
谷
崎
は
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
三
月
に
松
子
と
の
同
棲
生
活

を
始
め
、
翌
年
一
月
に
自
宅
で
式
を
挙
げ
正
式
の
夫
婦
と
な
っ
て
い
る
。

『
盲
目
物
語
』
が
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
六
年
九
月
で
、

丁
未
子
と
の
結
婚
生
活
を
営
ん
で
い
る
頃
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
春
琴

抄
』
が
世
に
出
た
の
は
昭
和
八
年
六
月
の
こ
と
で
、
丁
未
子
と
実
質
的
な

離
婚
状
態
と
な
り
、
松
子
と
の
恋
愛
関
係
が
濃
密
に
な
っ
て
い
っ
た
時
期

に
当
た
っ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
で
眺
め
て
き
た
二
作
の
内
容
が
、
こ
う
し
た
谷

崎
の
女
性
関
係
の
移
行
と
の
照
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
だ
。
谷
崎
が
松
子

に
宛
て
た
昭
和
七
年
九
月
二
日
付
け
の
書
簡
に
「
実
は
去
年
の
「
盲
目

物
語
」
な
ど
も
始
終
あ
な
た
様
の
事
を
念
頭
に
置
き
自
分
は
盲
目
の
按
摩

の
つ
も
り
で
書
き
ま
し
た
」
と
記
し
て
お
り
、
丁
未
子
と
夫
婦
関
係
に
あ

り
な
が
ら
す
で
に
松
子
へ
の
思
慕
が
こ
の
作
品
の
動
機
に
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
晩
年
の
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
か
ら

三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
『
雪
後
庵
夜
話
』（『
中
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央
公
論
』
一
九
六
三
・
六
～
九
、六
四
・
一
）
に
も
、
松
子
の
「
影
響
下
」
に

あ
っ
た
こ
と
の
「
兆
し
」
が
『
盲
目
物
語
』
に
見
ら
れ
る
と
い
う
記
載
が

見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
発
表
後
丁
未
子
を
事
実
上
︿
棄
て
る
﹀

こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
実
生
活
に
お
け
る
経
緯
を
念
頭
に
置

け
ば
、
お
市
の
方
が
谷
崎
に
と
っ
て
の
松
子
に
相
当
す
る
存
在
で
あ
る
と

同
時
に
、
今
眺
め
た
、
こ
の
作
品
に
刻
ま
れ
た
お
市
の
方
を
︿
殺
し
﹀
て
、

茶
々
に
崇
拝
の
対
象
を
乗
り
換
え
る
と
い
う
終
盤
の
展
開
は
、
丁
未
子
か

ら
松
子
に
愛
着
を
移
行
さ
せ
る
谷
崎
の
心
変
わ
り
を
写
し
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
春
琴
抄
』
と
の
対
比
か
ら
い
え
ば
、『
盲
目
物
語
』
で
語
り
手

が
崇
敬
す
る
女
性
と
の
肉
体
的
和
合
を
遂
げ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
そ
れ
が
示
唆
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
谷
崎
が
こ
れ
ま
で
の
実
生

活
で
真
の
和
合
を
実
現
す
る
相
手
を
ま
だ
得
て
い
な
い
段
階
に
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
谷
崎
が
松
子
に
宛
て
た
書
簡
で
「
御
腹
が
癒

え
ま
す
ま
で
思
ふ
さ
ま
我
が
ま
ゝ
を
仰
つ
し
や
つ
て
下
さ
い
ま
し
、
ど
ん

な
難
題
で
も
御
出
し
下
さ
い
ま
し
、
き
つ
と
く
御
気
に
入
り
ま
す
や
う
に

御
奉
公
い
た
し
ま
す
」（
一
九
三
二
・
一
〇
・
七
付
）
と
い
っ
た
文
句
を
書
き

連
ね
、
彼
女
へ
の
徹
底
し
た
従
属
を
誓
っ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お

り
で
、
そ
れ
が
『
春
琴
抄
』
に
お
け
る
佐
助
の
春
琴
に
対
す
る
態
度
に
反

映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
際
あ
ら
た
め
て
考
え

て
も
よ
い
の
は
、
谷
崎
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
魅
了
し
た
松
子
の
美
質
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。
谷
崎
が
自
身
を
従
僕
に
し
て

崇
敬
し
よ
う
と
す
る
書
簡
の
口
調
か
ら
、
松
子
を
「
高
嶺
の
花
」
的
な
美

し
い
女
性
と
し
て
描
き
が
ち
だ
が
、
写
真
で
見
る
限
り
松
子
が
丁
未
子
と

比
べ
て
際
立
っ
て
美
し
い
よ
う
に
は
見
え
ず
、
ま
た
彼
女
が
や
ん
ご
と
な

い
家
の
出
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

谷
崎
の
作
品
世
界
で
は
、
男
性
主
人
公
の
愛
着
の
対
象
と
な
る
の
は
外

貌
が
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
、『
痴
人
の
愛
』
の
ナ
オ
ミ
の
よ
う
に
強
い

生
命
力
を
内
在
さ
せ
、
そ
れ
を
振
舞
い
に
発
散
さ
せ
る
こ
と
で
し
ば
し
ば

男
た
ち
を
従
え
て
し
ま
う
女
性
た
ち
で
あ
る
。『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
要
は
「
い

ぢ
ら
し
く
、
や
さ
し
く
、
男
の
膝
に
泣
き
く
ず
れ
る
女
」
よ
り
も
、「
男

の
方
か
ら
膝
を
屈
し
て
仰
ぎ
視
る
や
う
な
女
」
に
惹
か
れ
る
思
い
を
表
白

し
て
い
た
が
、
谷
崎
自
身
も
『
雪
後
庵
夜
話
』
で
近
似
し
た
嗜
好
を
語
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
自
分
の
方
か
ら
女
を
仰
ぎ
見
る
。
そ
れ
に
値
ひ
す

る
相
手
で
な
け
れ
ば
女
と
は
思
は
な
い
」
と
述
べ
、
文
壇
の
先
輩
で
あ
る

永
井
荷
風
の
描
い
た
︿
日
蔭
﹀
的
な
女
た
ち
と
比
べ
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

私
は
又
外
貌
が
ど
ん
な
に
美
し
く
て
も
、
病
的
で
、
不
健
康
で
、
体
内
が

不
潔
さ
う
に
思
へ
る
女
を
嫌
つ
た
。
美
人
で
は
あ
る
が
、
過
去
に
さ
ま
ぐ

の
経
歴
を
持
つ
た
、
所
謂
海
千
山
千
の
女
を
嫌
つ
た
。（
中
略
）
先
生
の

も
の
に
は
「
ひ
か
げ
の
花
」
の
お
千
代
や
「
濹
東
綺
譚
」
の
お
雪
の
や
う

な
女
が
現
れ
る
が
、
私
の
作
品
に
出
て
来
る
の
は
「
蘆
刈
」
の
お
遊
さ
ん

や
「
春
琴
抄
」
の
春
琴
や
「
鍵
」
の
郁
子
や
、せ
い

ぐ
「
台
所
太
平
記
」

の
女
中
た
ち
の
や
う
に
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と
し
た
女
性
ば
か
り
で
あ

る
。

　

谷
崎
が
理
想
と
す
る
の
が
美
し
い
よ
り
も
「
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と
し

た
女
性
」
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
は
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
谷
崎
作
品

に
表
象
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
像
と
も
合
致
し
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
列
挙
さ
れ
た
作
品
の
な
か
で
、︿
盲
目
﹀
の
主
題
に

は
ず
れ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
『
蘆
刈
』（『
改
造
』
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一
九
三
二
・
一
一
～
一
二
）
は
、『
雪
後
庵
夜
話
』
で
「
明
瞭
に
彼
女
︹
＝

松
子
︺
を
頭
の
中
に
置
い
て
書
い
た
の
は
「
蘆
刈
」
で
あ
つ
た
」
と
語
ら

れ
る
よ
う
に
、
松
子
へ
の
従
属
的
な
思
慕
が
結
晶
化
さ
れ
た
中
篇
の
作
品

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
語
り
手
が
山
崎
の
川
辺
で
出
会
っ
た
男
か
ら
、
自
分

の
父
母
に
ま
つ
わ
る
奇
妙
な
物
語
を
聞
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
父
が
あ
る

美
し
い
若
後
家
の
女
性
を
慕
う
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
す
で
に
子
供
が
あ

り
嫁
ぎ
先
と
の
関
係
も
浅
く
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
を
自
分
の

妻
に
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
彼
女
の
妹
と
結
婚
し
て
、
妹

を
媒
介
と
し
た
三
人
の
関
係
の
な
か
で
彼
女
と
の
よ
す
が
を
保
ち
つ
づ

け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
若
後
家
が
「
お
遊
さ
ん
」
で
、
男
は

そ
の
妹
の
お
静
の
子
供
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
父
が
距
離
を
置
き
つ
つ
長
年

に
わ
た
っ
て
慕
い
つ
づ
け
た
お
遊
に
、
松
子
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
晩
期
の
作
品
で
あ
る
『
鍵
』（『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
・
一
、五
～

一
二
）
の
郁
子
は
、
自
分
へ
の
性
的
な
執
着
を
保
ち
つ
づ
け
る
初
老
の
夫

を
手
玉
に
取
る
し
た
た
か
な
女
性
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
女
性
た
ち
は
必
ず
し
も
「
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と

し
た
女
性
ば
か
り
」
と
は
い
い
が
た
い
が
、
彼
女
た
ち
を
谷
崎
が
そ
う
し

た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
が
同
時
に
お
遊
や
春
琴
の
源
泉
で
あ

る
松
子
に
も
押
し
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
谷
崎
の

崇
敬
の
対
象
と
し
て
静
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
伴
い
や
す
い
松
子
は
、
稲
澤
秀

夫
『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』（
第
一
巻
、
烏
有
堂
、
一
九
九
一
）
で
、
女
学
校

時
代
は
「
し
よ
っ
ち
ゅ
う
欠
席
ば
か
り
し
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
」
と
み
ず

か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
な
奔
放
な
「
お
転
婆
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
女
学

校
を
退
学
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
谷
崎
と
の
結
婚
後
も
家
事
に
は
力
を
入

れ
ず
、
少
な
く
と
も
家
庭
的
な
女
性
と
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
輪
郭
は
東
京
時
代
に
谷
崎
が
執
着
し
た
、
ナ
オ
ミ
の
モ
デ
ル
で

あ
る
せ
い
子
の
そ
れ
に
近
く
、
彼
が
強
く
惹
か
れ
る
女
性
の
タ
イ
プ
を
物

語
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
丁
未
子
は
英
語
も
こ
な
す
知
的
な
美
人
で
あ
っ

た
が
、
谷
崎
を
魅
す
る
奔
放
な
生
命
力
の
主
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
松

子
に
乗
り
換
え
ら
れ
る
一
因
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

  

小
谷
野
敦
は
『
谷
崎
潤
一
郎
伝　

堂
々
た
る
人
生
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
六
）
で
、『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
、
松
子

と
谷
崎
と
の
婚
姻
に
、
没
落
す
る
根
津
家
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
彼
女

が
谷
崎
を
性
的
に
籠
絡
し
た
面
が
あ
り
、
谷
崎
が
崇
敬
を
捧
げ
た
理
想
的

女
性
と
い
う
「
松
子
神
話
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。
そ
れ
は
首
肯
し
う
る
見
解
で
、『
春
琴
抄
』
に
透
か
し
見
ら
れ
る

春
琴
と
佐
助
の
性
的
な
和
合
は
、
多
分
に
松
子
か
ら
の
働
き
か
け
の
結
果

で
も
あ
っ
た
、
彼
女
と
谷
崎
の
間
に
成
就
さ
れ
て
い
た
親
密
さ
の
写
し
絵

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
読
み
手
が
解
放
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
谷
崎

が
美
し
い
女
性
へ
の
崇
敬
を
表
現
し
つ
づ
け
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
「
神

話
」
か
ら
で
も
あ
る
。
繰
り
返
し
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
谷
崎
が
女
性
に

求
め
る
も
の
は
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
た
し
た
た
か
な
生
命
感
で
あ
り
、
そ
れ

を
も
っ
と
も
直
截
に
感
じ
取
る
感
覚
と
し
て
の
触
覚
を
よ
す
が
と
し
て

生
き
る
人
間
を
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
作
品
が
描
き
出
し
て
い
た

の
で
あ
る

27
。

︹
註
︺

1　

 
引
用
は
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』（
1
、
白
水
社
、
二
〇
〇
一
）
所
収
の
『
屈
折
光
学
』

（
青
木
靖
三
・
水
野
和
久
訳
、
原
著
は
一
六
三
七
）
に
よ
る
。

2　

 

Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系

︱
活
字
人
間
の
形
成
』（
森
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常
治
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
、
原
著
は
一
九
六
二
）。

3　
 

開
眼
盲
人
の
問
題
は
、
弁
護
士
で
光
学
研
究
家
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ヌ

ー
ク
ス
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
宛
て
た
書
簡
で
提
起
し
て
以
来
長
く
議
論
の
対
象

と
な
っ
た
た
め
に「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
」と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
は『
人

間
知
性
論
』
に
お
い
て
、
開
眼
盲
人
が
視
覚
に
よ
っ
て
球
と
立
方
体
を
区
別
で
き

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
初
め
て
見
て
ど
ち
ら
が
球
体
で
、
ど
ち
ら
が
立
方

体
か
を
絶
対
確
実
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
」（
大
槻
春
彦
訳
、
引
用
は
中
公
バ
ッ
ク

ス
名
著
32
『
ロ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
ム
』
一
九
八
〇
、
原
著
は
一
六
八
九
）
と
い
う
推

断
を
下
し
て
い
る
。
ま
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
『
人
間
認
識
起
源
論
』
で
こ
の
ロ

ッ
ク
の
推
断
を
受
け
つ
つ
、
開
眼
盲
人
が
光
の
世
界
に
導
か
れ
た
と
し
て
も
、
た

だ
ち
に
そ
の
魅
惑
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
そ
の
真
の
喜
び
を
彼
に
分
か
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
反
省
に
よ
っ
て
の
み
な
の
だ
」（
古
茂
田
宏
訳
、

引
用
は
岩
波
文
庫
『
人
間
認
識
起
源
論
』
上
、
一
九
九
四
、
原
著
は
一
七
四
六
）

と
述
べ
て
い
る
。

4　

引
用
は
『
眼
と
精
神
』（
み
す
ず
書
房
、一
九
六
六
、原
論
文
は
一
九
六
〇
）
に
よ
る
。

5　

 

Ｊ
・
デ
リ
ダ
『
触
覚
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
触
れ
る
』（
松
葉
祥
一
・

榊
原
達
哉
・
加
國
尚
志
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
六
、
原
著
は
二
〇
〇
〇
）。

6　

 

引
用
は
世
界
の
大
思
想
20
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四
、

原
著
は
Ｂ
Ｃ
三
二
四
頃
）
に
よ
る
。

7　

 

小
森
陽
一
「
文
学
に
お
け
る
都
市
」（『
梅
光
女
学
院
大
学
公
開
講
座
集
』
22
、

一
九
八
八
、
所
収
）。

8　

伊
藤
整
「
解
説
」（
新
書
版
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
）。

9　

中
村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
二
）。

10　

野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
）。

11　

 

周
知
の
よ
う
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
『
恋
愛
論
』
で
、
塩
坑
に
投
げ
込
ま
れ
た
枯
枝

が
塩
の
結
晶
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
、
恋
愛
の
相
手
を
意
識
の
な
か
で
美
化
し
て
し

ま
う
作
用
を
「
結
晶
作
用
」
と
呼
ん
で
い
る
。

12　

 

千
葉
俊
二
『
谷
崎
潤
一
郎　

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』（
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
）。
こ

こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る

13　

 

横
光
利
一
は
「
覚
書
七
（
作
家
の
生
活
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
四・二・一
三
～

一
五
）
で
、「
佐
助
の
眼
を
突
く
心
理
を
少
し
も
書
か
ず
に
、
あ
の
作
を
救
は
う
と

い
ふ
大
望
」
が
作
者
の
な
か
に
あ
り
、「
一
番
困
難
な
と
こ
ろ
」
が
省
筆
さ
れ
て
い

る
と
い
う
批
判
を
与
え
て
い
る
。

14　

 

野
坂
昭
如
「
春
琴
抄
」（『
國
文
学
』
一
九
七
八
・
八
）、
河
野
多
恵
子
『
谷
崎
文
学

と
肯
定
の
欲
望
』（
前
出
）。

15　

 

千
葉
俊
二
『
鑑
賞
日
本
文
学
8
谷
崎
潤
一
郎
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）、
多
田

道
太
郎
『
自
分
学
』（
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
九
）。

16　

 

秦
恒
平
「
春
琴
自
害
」（『
新
潮
』
一
九
八
九
・
一
→
『
谷
崎
潤
一
郎
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
九
）。

17　

永
栄
啓
伸
『
谷
崎
潤
一
郎
論　

伏
流
す
る
物
語
』（
双
文
社
出
版
、
一
九
九
二
）。

18　

磯
田
光
一
「
解
説
」（
新
潮
文
庫
版
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
お
ん
な
』
一
九
七
〇
）。

19　

野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
前
出
）。

20　

 

た
つ
み
都
志
「「
春
琴
抄
」
真
相
不
在

︱
叙
述
区
分
に
よ
る
分
析
」（『
日
本
近

代
文
学
』
42
集
、
一
九
九
〇
・
五
）、
中
村
と
も
え
「
虚
構
あ
る
い
は
小
説
の
生
成

︱
谷
崎
潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』
74
集
、
二
〇
〇
六
・
五
）

な
ど
。

21　
 

Ｗ
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』（
米
本
弘
一
・
服
部
典
之
・
渡
辺
克
昭
訳
、

水
声
社
、
一
九
九
一
、
原
著
は
一
九
六
一
）、
Ｇ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
』（
花
輪
光
・
和
泉
涼
訳
、
水
声
社
、
一
九
八
五
、
原
著
は
一
九
七
二
）
な

ど
に
よ
る
。

22　

 『
浅
井
三
代
記
』
の
引
用
は
『
史
籍
集
覧　

第
六
冊
』（
近
藤
出
版
部
、
一
九
一
九
）

に
よ
る
。
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23　

 

お
市
の
方
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
主
に
小
和
田
哲
男
編
『
浅
井
長
政
の
す
べ
て
』

（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
八
）、
宮
島
敬
一
『
浅
井
氏
三
代
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
八
）
を
参
照
し
た
。
お
市
の
方
が
長
政
に
嫁
い
だ
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
が
、こ
こ
で
は
『
浅
井
長
政
の
す
べ
て
』
所
収
の
神
田
裕
理
「
お
市
と
の
婚
姻
」

に
お
け
る
説
を
採
っ
た
。

24　
『
太
閤
記
』
の
引
用
は
『
史
籍
集
覧　

第
六
冊
』（
前
出
）
に
よ
る
。

25　

 

多
田
蔵
人
「
谷
崎
潤
一
郎
『
盲
目
物
語
』
の
材
源
と
方
法
」（『
國
語
國
文
』

二
〇
一
二
・
一
一
）。
多
田
は
お
市
の
方
を
︿
殺
す
﹀
こ
と
に
至
る
弥
市
の
欲
望
を
、

戦
国
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
動
乱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
表
出
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
れ
は
興
味
深
い
見
解
だ
が
、
従
者
と
し
て
の
彼
の
像
に
合
致
し
な
い
だ
け
で
な

く
、
彼
の
触
覚
的
欲
望
の
対
象
が
茶
々
に
移
行
し
て
し
ま
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
看
過

さ
れ
て
い
る
。

26　

中
村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
前
出
）。

27　

 

谷
崎
と
松
子
夫
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
野
村
尚
吾
『
伝
記
谷
崎
潤
一
郎
』（
六

興
出
版
、一
九
七
二
）、稲
澤
秀
夫
『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』（
第
一
～
第
三
巻
、烏
有
堂
、

一
九
九
一
～
九
三
）、小
谷
野
敦
が
『
谷
崎
潤
一
郎
伝　

堂
々
た
る
人
生
』（
前
出
）、

及
び
『
雪
後
庵
夜
話
』（
前
出
）
等
谷
崎
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
っ
て
い
る
。
稲
澤

の
著
書
は
私
家
版
的
な
も
の
だ
が
、
松
子
夫
人
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
へ
の
取

材
の
う
え
に
成
り
立
っ
た
資
料
で
、
小
谷
野
の
著
書
に
も
多
く
取
り
込
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
谷
崎
と
松
子
の
関
係
は
従
来
の
見
方
よ
り
も
か
な
り
早
く
、

千
代
と
の
結
婚
時
代
に
す
で
に
始
ま
っ
て
お
り
、
根
津
を
見
限
っ
た
松
子
か
ら
の

誘
惑
的
な
接
近
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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On the Meaning of Poetry and the Novel as Concepts in M. M. Bakhtin’s Works:
Perspectives on Socratic Dialogues and Carnivalesque Laughter

 Atsushi TAJIMA

Summary

      The present study investigates the meaning of “poetry” and the “novel” as concepts in Rus-
sian literary theorist M. M. Bakhtin’s work on “monologue” and “dialogue.” Bakhtin’s view of 
the novel  is based on a perspective that promotes intersubjective “dialogues” between speakers 
from different backgrounds, whereas poetry, for him, suggests “monologic” communication be-
tween parties who share similar backgrounds. 

     Bakhtin’s investigation of the relationship between  Socratic dialogues in ancient Greek and 
the fools’ laughter in medieval carnivals are important to an understanding of his ideas of the 
novel (dialogue) and poetry (monologue). However, his ideas on these topics cannot be clearly 
understood without knowledge about the history of ancient and medieval literature, since he 
rarely cites specific examples in his argumentation. Furthermore, his descriptions of these ideas 
were not systematically given but were developed in fragments in several of his works.  

     In this study, I organize Bakhtin’s fragmented ideas on poetry and the novel in  his significant 
works; I also cite specific examples of Socratic dialogues, carnival laughter, and other discourses 
relevant to his arguments, and examine the meanings of dialogues in today’s world. The works 
analyzed in this study are mainly Bakhtin’s Discourse on the Novel, Epic and Novel, Problems 
of Dostoevsky’s Poetics, and From the Prehistory of Novelistic Discourse.
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Es
sa

ys
　
—

１
．
は
じ
め
に

　

ロ
シ
ア
（
旧
ソ
連
）
に
お
い
て
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
活
躍
し
た
文
芸

学
者
・
バ
フ
チ
ン
に
よ
る
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
に
関
す
る
思
想
は
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
体
系
的
理
論
と
し
て
、
国
際
的
に
知
ら
れ
て

い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
バ
フ
チ
ン
の
い
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
、
慣

れ
親
し
ん
だ
生
活
圏
の
外
に
住
み
、話
題
を
批
判
的
に
評
価
す
る
「
他
者
」

と
の
や
り
と
り
を
主
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
や
り
と
り
を
通
し

て
喚
起
さ
れ
る
、
話
者
の
意
識
内
で
行
う
多
面
的
な
解
釈
活
動
を
も
含
む

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
反
対
概
念
と
し
て
の「
モ

ノ
ロ
ー
グ
」
は
、
話
題
に
つ
い
て
、
話
者
に
よ
る
批
判
的
な
検
証
活
動
の

な
い
ま
ま
の
受
容
に
と
ど
ま
る
や
り
と
り
を
主
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
性
質
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
と

な
る
概
念
が
、「
小
説
」
お
よ
び
「
詩
」
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
小
説
、

モ
ノ
ロ
ー
グ
は
詩
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
反
対
概
念
と
し
て
バ
フ
チ
ン
の
議

論
に
お
い
て
広
範
囲
に
わ
た
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
小
説
は
カ
ー
ニ

バ
ル
の
笑
い
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
詩
と
小
説
に
関
す
る
文
学

史
を
背
景
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
記
録
さ

れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
に
関
す
る
議
論
は
、
バ
フ
チ
ン

バ
フ
チ
ン
理
論
に
お
け
る
詩
と
小
説
：

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
お
よ
び
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
笑
い
論
を
中
心
的
な
視
座
と
し
て

田
島
充
士

の
小
説
論
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
論
じ
た
、
本
論
で
主
な
分
析
対
象
と
し
た
主
要
著

作
を
読
む
限
り
、
バ
フ
チ
ン
が
参
照
す
る
論
拠
（
特
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
時

代
の
文
学
論
）
の
多
く
は
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
議
論

を
解
釈
す
る
た
め
の
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
例
も
ほ
と
ん

ど
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
詩
と
小
説
が
反
対
概
念
と
し
て

扱
わ
れ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
概
念
整
理
の
根
拠
で
す
ら
、
具
体
的
な

史
実
や
事
例
に
即
し
て
は
、
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
は
、
主
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
を

中
心
に
、
バ
フ
チ
ン
の
詩
・
小
説
論
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
学
研

究
や
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
中
に
お
い
て
記
述
さ
れ
た
登
場
人
物
ら
の
具

体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
例
を
参
照
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
考

察
を
行
う
。
な
お
本
論
で
主
な
分
析
対
象
と
す
る
著
作
は
、
詩
と
小
説
に

関
す
る
文
学
史
を
中
心
的
に
論
じ
て
い
る
『
小
説
の
言
葉
』（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
六
）『
叙
事
詩
と
小
説
』（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
）『
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
詩
学
』（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
）『
小
説
の
言
葉
の
前
史
よ
り
』（
バ

フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ａ
）
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
他
の
著
作
か
ら
の
引
用

も
補
足
的
に
行
う
。
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２
．
言
説
と
し
て
の
「
詩
」
と
「
小
説
」

　

本
節
で
は
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
詩
と
小
説
に
着
目
し
、
そ
れ

ら
の
文
学
史
に
お
け
る
展
開
と
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
け
る
「
詩
」「
小

説
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
詩
は
、
韻
律
と
定
型
句
を
多
用
す
る
韻
文

と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
り
、
神
話
を
起
源
と
す
る
文
学

の
歴
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
古
い
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と
さ
れ
る
（
後
藤 

一
九
九
五
、  

三
五
七
︱
三
五
八
頁
／
逸
見 

二
〇
一
八
、六
︱
八
頁
、
二
五
︱

三
〇
頁
）。
叙
事
詩
の
代
表
例
と
し
て
は
、
紀
元
前
八
世
紀
頃
に
成
立
し

た
と
い
わ
れ
る
、
ギ
リ
シ
ア
軍
の
ト
ロ
イ
ア
攻
め
に
関
す
る
伝
説
を
歌
い

上
げ
た
叙
事
詩
で
あ
る
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
叙
事
詩
は
、
神
聖
な
神
お
よ
び
神
の
子
孫
で

あ
る
英
雄
た
ち
が
展
開
し
た
様
々
な
出
来
事
や
問
題
に
関
す
る
、
権
威
あ

る
道
徳
観
・
世
界
観
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
叙
事
詩
は
長
ら
く
、
口
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
叙
事
詩
の
学
習

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
師
匠
の
朗
誦
を
徹
底
的
に
復
唱

し
、
そ
の
中
で
語
り
出
さ
れ
る
登
場
人
物
と
感
情
的
に
一
体
化
す
る
こ
と

で
あ
り
、
弟
子
が
自
分
な
り
に
そ
の
内
容
の
意
味
を
再
解
釈
す
る
余
地
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（H

avelock, 1963, pp.43-47, pp.208-210 

邦
訳 

六
一
︱
六
六
頁
、
二
四
六
︱
二
四
九
頁
）。

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、五
三
︱
五
八
頁
／
二
〇
〇
一
b
、 

四
八
四
︱

四
九
〇
頁
／
二
〇
一
八
ａ
、
一
四
二
︱
一
四
三
頁
）
の
い
う
「
詩
」
と
は
、

直
接
的
に
は
、
こ
の
史
実
に
従
う
よ
う
に
、
聞
き
手
が
、
個
人
的
な
視

点
か
ら
の
新
た
な
解
釈
を
行
う
こ
と
な
く
、
話
し
手
の
こ
と
ば
を
受
動

的
に
受
け
入
れ
る
形
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
作
品
を

示
す
概
念
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
バ
フ
チ
ン
（
二
〇
〇
一
ｂ
、

四
八
四
︱
四
九
〇
頁
）
は
、
詩
の
対
象
は
そ
れ
を
聴
く
人
々
が
生
き
る
現

在
な
い
し
未
来
と
は
隔
絶
さ
れ
た
英
雄
ら
に
よ
る
、
権
威
あ
る
「
絶
対
的

過
去
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。

叙
事
詩
は
、
価
値
と
い
う
も
の
を
ま
る
ご
と
叙
事
詩
的
な
過
去
の
遠
い
次

元
に
預
け
て
し
ま
う
。
叙
事
詩
か
ら
見
る
と
、
お
よ
そ
未
来
に
属
す
る
も

の
は
例
外
な
く
（
子
孫
で
あ
れ
、
現
在
の
人
で
あ
れ
）
衰
退
で
し
か
あ
り

え
な
い
（「
そ
う
、
わ
し
ら
の
時
代
に
は
い
た
も
の
さ
・
・
・
英
雄
た
ち

が
な
、
お
前
さ
ん
た
ち
は
違
う
が
・
・
・
」）。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
一
八
ａ
、

一
四
二
︱
一
四
三
頁
）

　

た
だ
し
バ
フ
チ
ン
の
い
う
詩
と
は
、
以
下
の
抜
粋
に
お
い
て
も
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
実
際
に
交
わ
さ
れ
る
テ
ー
マ
や
素
材
に
関
わ
り
な
く
、
上
述

の
よ
う
な
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間
の
こ
と
ば
の
引
用
関
係
に
お
い
て

展
開
す
る
文
学
作
品
一
般
を
示
す
概
念
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

絶
対
的
過
去
を
描
く
叙
事
詩
の
世
界
は
、
そ
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
個
人

的
な
経
験
の
お
よ
び
が
た
い
世
界
で
あ
り
、
個
人
的
・
個
性
的
な
視
点
か

ら
見
た
り
、
価
値
評
価
を
く
だ
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。・
・
・
重
要
な
こ
と
は
、
叙
事
詩
の
実
際
の
材
源
が
何
か
だ
と
か
、

そ
の
内
容
的
契
機
が
い
か
な
る
も
の
か
だ
と
か
、
は
た
ま
た
、
作
者
た
ち

の
宣
言
が
ど
う
だ
と
か
い
っ
た
点
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、
四
八
九
頁
）。

　

さ
ら
に
詩
は
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
い
て
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
に
関
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連
す
る
概
念
と
し
て
も
発
展
的
に
扱
わ
れ
得
る
（
桑
野 

二
〇
一
一
、一
四
五

頁
）。
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
話
し
手
の
発
話
に
対
し
、
聞
き
手
の
視
点
か

ら
再
解
釈
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
る
と
い
う
関
係

の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
言
説
の
特
性
を
主
に
示
す
（
田
島 

二
〇
一
九
ｃ
、

二
百
四
頁
）。
つ
ま
り
詩
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
言
説
を
反
映

し
た
文
学
作
品
群
を
示
す
概
念
な
の
だ
と
い
え
る
。

　

一
方
の
小
説
と
は
、
韻
律
を
持
た
な
い
普
通
の
こ
と
ば
（
散
文
）
で
書

か
れ
た
物
語
で
あ
り
、
文
学
史
的
に
は
も
っ
と
も
遅
れ
て
出
現
し
た
も
の

と
さ
れ
る
（
後
藤 

一
九
九
五
、三
五
八
︱
三
六
一
頁
）。
後
藤
は
、
叙
事
詩

を
は
じ
め
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
を
批
評
す
る
形
で
出
現
し
た
の
が
小
説
で

あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。H

avelock
（1963, p.209 

邦
訳 

二
四
七
頁
）
も
叙

事
詩
を
朗
誦
中
の
詩
人
に
対
し
、「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
、
も

う
一
度
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
い
う
、
詩
人
と
の
陶
酔
的
な
一
体
感

を
壊
す
よ
う
な
聞
き
手
独
自
の
解
釈
を
交
え
る
問
い
か
け
が
な
さ
れ
、
そ

こ
に
詩
人
な
り
の
内
省
を
交
え
た
返
答
を
行
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
散
文

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
導
い
た
だ
ろ
う
と
論
じ
る
。

　

こ
の
史
実
に
従
う
か
の
よ
う
に
、
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、一
二
︱
三
四

頁
／
二
〇
〇
一
ｂ
、
四
八
二
︱
四
八
五
頁
）
は
「
小
説
」
を
、
詩
と
は
対
照

的
に
、
実
際
に
交
わ
さ
れ
る
テ
ー
マ
や
素
材
に
関
わ
り
な
く
、
話
し
手
の

こ
と
ば
を
聴
く
聞
き
手
が
、
そ
の
者
の
個
人
的
な
視
点
か
ら
の
再
解
釈
を

積
極
的
に
交
え
る
形
で
展
開
す
る
よ
う
な
文
学
作
品
一
般
を
示
す
概
念

と
し
て
位
置
づ
け
る
。
詩
が
話
者
の
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
絶
対
的
な

過
去
（
神
や
英
雄
の
権
威
的
世
界
）
を
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
な
の
に
対
し
、
小

説
は
話
者
が
生
き
る
「
現
在
」（
私
た
ち
自
身
が
生
き
る
世
界
）
の
視
点
を

活
か
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
も
重
要
な
特
性
の
一
つ

で
あ
る
。

で
き
ご
と
を
自
己
、
お
よ
び
自
己
の
同
時
代
人
と
同
一
の
価
値
的
・
時
間

的
レ
ヴ
ェ
ル
で
描
写
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
な
経
験
や
虚
構
を
も

と
に
描
写
す
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
な
転
換
が
な
し
と
げ
ら
れ
た

こ
と
、
叙
事
詩
的
世
界
か
ら
小
説
的
世
界
へ
一
歩
踏
み
だ
す
こ
と
を
意
味

す
る
。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、
四
八
五
頁
）

　

こ
の
小
説
も
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
い
て
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」
に
関

連
す
る
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
得
る
（
桑
野 

二
〇
一
一
、一
四
五
頁
）。
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
は
、
話
し
手
の
発
話
を
聞
き
手
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ

ず
、
聞
き
手
の
視
点
か
ら
積
極
的
に
解
釈
し
直
し
、
話
者
が
互
い
に
こ
の

再
編
さ
れ
た
解
釈
を
交
わ
し
あ
う
こ
と
で
継
続
し
続
け
る
言
説
の
特
性

を
主
に
示
す
（
田
島
二
〇
一
九
ｂ
、
一
六
〇
︱
一
六
一
頁
）。
つ
ま
り
小
説

は
、
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
言
説
を
反
映
し
た
文
学
作
品
群
を
示

す
概
念
な
の
だ
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
バ
フ
チ
ン
（ 

一
九
九
六
、三
八
︱
七
九
頁
／
二
〇
〇
一

ｂ
、
四
八
四
︱
五
〇
九
頁
）
の
議
論
に
お
い
て
、
表
面
的
に
は
、
小
説
（
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
）
は
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
の
反
対
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
詩
的
言
説
を
、
人
々
の
抱
え
る
独
自
の
視
点
に
よ
る
積
極
的
な
解

釈
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
問
題
視
し
、
小
説
的
言
説
を
、
そ
れ
ら
の
解

釈
が
大
い
に
反
映
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
想
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
読

み
取
れ
る
。
し
か
し
実
は
、
両
概
念
の
関
係
は
相
互
依
存
的
な
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
得
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
（
貝
澤 

二
〇
一
八
、一
六
五
︱

一
六
六
頁
）。
そ
も
そ
も
小
説
は
、
叙
事
詩
や
神
話
を
取
り
こ
む
こ
と
で

成
立
し
て
き
た
も
の
な
の
で
、
叙
事
詩
と
対
立
す
る
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
に
寄
生
す
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
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た
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
の
関
係
も
、
必
ず
し
も
絶
対
的
に
対

立
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
親
と
の
権
威
的
な

関
係
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
に
お
い
て
学
ん
だ
こ
と
ば
を
苗
床
に
、
自
分
自
身

の
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
展
開
し
て
い
く
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
と
い

う
よ
う
な
、
相
互
連
関
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
読
み
取
れ
る
と

い
う
（Sullivan, Sm

ith, &
 M

atusov, 2009, pp.330-331; 

田
島 

二
〇
一
九
ｂ
、

一
七
九
︱
一
八
四
頁
）。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
バ
フ
チ
ン
が

問
題
視
す
る
の
は
、特
定
の
言
説
が
小
説
的
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
に
な
ら
ず
、

い
つ
ま
で
も
詩
的（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）な
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
状
況
で
あ
っ
て
、
詩
的
言
説
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ

る
。

３
．
話
者
の
能
動
性
を
示
す
否
定
的
評
価
（
異
化
）
と
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ

（
言
語
的
多
様
性
）

　

な
お
他
の
話
者
が
発
し
た
こ
と
ば
を
自
分
な
り
の
視
点
か
ら
解
釈
す

る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
話
者
の
能
動
性
に
つ
い
て
田
島

（
二
〇
一
九
ａ
、
一
〇
八
︱
一
〇
九
頁
／
二
〇
一
九
ｃ
、
二
二
二
︱
二
三
一
頁
）

は
、
そ
の
こ
と
ば
に
情
報
の
共
有
お
よ
び
、
話
者
独
自
の
視
点
か
ら
の
否

認
・
批
判
が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
指
摘
す
る
。

　

田
島
は
バ
フ
チ
ン
の
議
論
を
要
約
し
、
言
語
交
流
の
特
性
を
決
め
る
要

素
と
し
て
「
情
報
的
側
面
」
お
よ
び
「
評
価
的
側
面
」
を
あ
げ
る
。
情

報
的
側
面
と
は
、
話
し
手
が
発
す
る
こ
と
ば
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

1
に
対
す

る
、
聞
き
手
の
事
実
的
認
識
を
示
す
。
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
期
待

す
る
、
こ
の
情
報
共
有
の
程
度
は
、
彼
ら
が
展
開
す
る
言
語
交
流
の
特
性

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
一
方
の
評
価
的
側
面
は
、
話
し
手
が
発
す
る

こ
と
ば
に
対
す
る
聞
き
手
の
主
観
的
な
価
値
判
断
を
示
す
。
こ
れ
は
相
手

が
提
供
し
た
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
価
値
づ

け
る
「
肯
定
的
評
価
（
是
認
）」
と
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
受
け
入
れ
ず

に
批
判
し
（「
分
か
ら
な
い
」
と
内
容
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
表
明
す

る
評
価
も
含
む
）、
多
面
的
な
検
証
が
必
要
な
も
の
と
価
値
づ
け
る
「
否
定

的
評
価
（
否
認
）」
に
分
か
れ
る
。

　

話
し
手
が
発
す
る
こ
と
ば
に
関
す
る
情
報
共
有
と
、
肯
定
的
な
評
価
が

高
く
期
待
さ
れ
る
聞
き
手
に
対
し
て
は
、
話
し
手
は
自
分
が
提
供
す
る
話

題
内
容
に
つ
い
て
内
省
的
に
な
ら
ず
、
緊
張
せ
ず
に
話
を
行
う
よ
う
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
話
者
の
自
覚
的
な
言
語
操
作
を
あ
ま
り
介
さ
な
い
、
ス

ム
ー
ズ
な
相
互
交
流
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
じ
る
話
者
ら
の
言
語
認
識
の
特
徴
は
「
自

動
現
象
・
自
動
化
（
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
）」
と
も
呼
ば
れ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
二
九
頁
）。
生
活
圏
を
共
に
す
る
家
族
や
仲
間
と
の
間
で
交

わ
さ
れ
る
日
常
的
会
話
が
典
型
例
だ
が
、
詩
的
言
説
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
の

よ
う
に
、
神
話
や
指
導
者
の
権
威
的
な
言
説
を
無
批
判
に
受
動
的
に
受
け

容
れ
る
状
況
で
も
こ
の
自
動
化
は
促
進
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
話
し
手
が
発
す
る
こ
と
ば
に
関
す
る
情
報
共
有
が
期
待
で
き

ず
、
ま
た
否
定
的
評
価
が
期
待
さ
れ
る
聞
き
手
に
対
し
て
は
、
話
し
手
は

相
手
の
視
点
を
注
意
深
く
吟
味
し
、
相
手
が
受
け
容
れ
可
能
な
内
容
や
言

語
的
表
現
に
つ
い
て
省
察
し
た
上
で
、
慎
重
に
相
互
交
流
を
進
め
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
じ
る
言
語
認

識
の
特
徴
は
「
異
化
（
オ
ス
ト
ラ
ニ
ェ
ー
ニ
エ
）」
と
も
呼
ば
れ
る
（
バ
フ

チ
ン 
一
九
九
五
、二
九
五
、二
九
八
頁
／
一
九
九
六
、二
五
六
︱
二
六
〇
頁
）。
こ

の
異
化
は
、
実
際
の
発
話
前
後
に
行
わ
れ
る
、
話
者
の
自
意
識
に
お
け
る
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想
像
上
の
相
手
と
の
相
互
交
渉
を
示
す
複
雑
な
「
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」

（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
六
、四
四
頁 

）
の
促
進
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
生
活
圏

外
に
住
む
、
異
質
な
活
動
文
脈
を
背
景
に
持
つ
相
手
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
典
型
例
で
あ
る
。
話
者
な
り
の
視
点
か
ら
の
再
解
釈
を
能
動
的

に
行
う
形
で
展
開
さ
れ
る
小
説
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
は
、
こ
の
異
化
と
親

和
性
が
高
い
概
念
で
あ
る

2
。

　

本
論
文
で
は
、
こ
の
種
の
言
説
を
生
じ
さ
せ
る
人
物
を
、
バ
フ
チ
ン
の

い
う
「
他
者
」
と
位
置
づ
け
る
。

　

そ
し
て
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、七
十
︱
七
二
頁
）
は
、
話
者
ら
が
否
定

的
評
価
を
行
わ
ず
に
相
手
の
こ
と
ば
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
受
動
的
に
受
け

容
れ
る
に
と
ど
ま
る
状
況
を
問
題
視
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
人
々
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
詩
的
な
言
説
に
と
ど
ま
る
状
況
を
示
す
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
事
例
と
し
て
、
バ
フ
チ
ン
は
家
庭
・
役
所
・
教
会
な
ど
で

異
な
る
言
語
実
践
に
参
加
し
て
い
な
が
ら
、
互
い
に
交
わ
す
言
語
の
意
味

に
つ
い
て
批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と
な
く
自
動
的
に
使
用
し
て
い
る
農

民
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
る
。
彼
ら
は
あ
る
言
語
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
、
異
な
る
言
語
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
視
点
か
ら
批
判
的
に
解
釈
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
バ
フ
チ
ン
は
指
摘
し
、
こ
の
農
民
ら
の
こ
と
ば
に

対
す
る
態
度
を
問
題
視
す
る
。

　

一
方
、
こ
れ
ら
の
農
民
が
異
な
る
言
語
実
践
を
否
定
的
に
評
価
し
、
他

者
と
し
て
そ
の
関
係
性
を
組
み
直
す
（
す
な
わ
ち
異
化
す
る
）
よ
う
に
な

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
を
「
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
（
言
語
的
多
様
性
）」

と
呼
び
、
小
説
と
関
連
づ
け
て
理
想
化
す
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
六
、七
一
︱

七
八
頁
、
二
〇
〇
一
ａ
、
四
三
八
頁
）。
つ
ま
り
話
者
の
視
点
が
能
動
的
に

活
か
さ
れ
る
小
説
と
は
、
人
々
が
詩
的
言
説
（
既
存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）

を
取
り
入
れ
、
独
自
の
視
点
を
発
揮
す
る
他
者
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
改
変

す
る
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
を
実
現
す
る
言
説
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
い
え
る
。

４
．
小
説
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇

　

そ
し
て
バ
フ
チ
ン
が
「
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
的
」
と
呼
ぶ
小
説
ジ
ャ
ン

ル
の
始
祖
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
る
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て

記
録
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
で
あ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
二
四
︱
二
二
五
頁
）。
バ
フ
チ
ン
の
小
説
論
に
お
い
て
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
描
か
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
作
品
に
関
す

る
考
察
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
複
数
の
著
作
に
わ
た
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
る( Zappen, 2004, pp.51-55)

。

　

し
か
し
そ
の
重
要
性
と
比
較
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
議
論
は
断

片
的
で
あ
り
、
本
論
で
分
析
対
象
と
し
た
著
作
に
お
い
て
、
具
体
的
な
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
事
例
に
即
し
た
分
析
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
本
節
以
降
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
諸
研
究
お
よ

び
、
こ
の
議
論
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

の
具
体
的
な
事
例
を
参
照
し
、
バ
フ
チ
ン
の
小
説
論
を
拡
張
的
に
解
釈
す

る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
活
躍
し
た
紀
元
前
五
世
紀
以
降
の
ア
テ
ネ
で
は
、
ペ
ロ

ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
の
敗
退
な
ど
に
よ
る
政
治
経
済
的
な
地
位
の
低
下
に
と

も
な
い
、
伝
統
的
な
価
値
観
が
急
速
に
崩
壊
し
、
権
威
あ
る
知
的
市
民
の

宗
教
的
・
道
徳
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
見
解
も
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り

つ
つ
あ
っ
た
（C

ornford, 1932, pp.56-58 

邦
訳
八
〇
︱
八
一
頁
）。
人
々
は

自
分
た
ち
に
と
っ
て
都
合
が
よ
い
よ
う
に
伝
統
的
な
価
値
観
を
勝
手
に
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解
釈
し
た
た
め
、た
と
え
ば
「
勇
気
」
が
「
無
謀
な
大
胆
さ
」
に
、「
賢
明
」

が
「
万
事
に
無
為
」
に
、「
用
心
」
が
「
臆
病
」
な
ど
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
始
末
だ
っ
た
（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス 

二
〇
〇
〇
、三
二
八
︱
三
三
一
頁
）。

プ
ラ
ト
ン
が
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
気
風
の
中
で
、
社
会
規
範
の
基

盤
と
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
、
人
々
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
し

た
、
そ
れ
ら
の
意
味
内
容
の
批
判
的
な
検
証
を
志
向
し
て
い
た
。
こ
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
は
、「
反
駁
（
エ
レ
ン
コ
ス
）」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
傾
向
が
特
に
顕
著
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
・
中

期
作
品
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
動
で
あ
る

3
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お

け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
と
ば
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
無
自
覚
か
つ
恣
意
的

な
使
用
状
況
を
否
定
的
に
評
価
し
、
そ
れ
ら
の
意
味
の
再
検
討
を
促
す
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
を
導
く
他
者
と
し
て
ふ
る
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
実
現
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
手
法
は
、
一
つ
の
事
象
に
対
す
る
様
々
な
見
解
を
対
比
さ

せ
る
「
シ
ン
ク
リ
シ
ス
」
と
、
相
手
を
け
し
か
け
て
意
見
を
最
後
ま
で
い

わ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
「
ア
ナ
ク
リ
シ
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
二
七
︱
二
二
八
頁
）。

　

以
下
に
示
す
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

は
、
根
幹
的
な
道
徳
に
関
わ
る
「
善
・
悪
」
お
よ
び
「
快
・
不
快
」
概
念

の
関
係
に
つ
い
て
、
相
手
と
す
る
カ
リ
ク
レ
ス
の
主
張
す
る
複
数
の
考
え

を
確
認
・
引
用
し
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
こ
れ
ら
の
考
え
を
統
合
し
、

そ
れ
ら
の
間
の
矛
盾
点
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
リ
ク
レ
ス
が
表
明

す
る
意
見
に
お
い
て
、
道
徳
律
で
あ
る
「
善
・
悪
」
と
人
々
の
感
覚
で
あ

る
「
快
・
不
快
」
の
関
係
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
抜
粋
で
展
開

さ
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
反
駁
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
・
・
・
君
が
、「
渇
い
て
い
る
と
き
に
飲
む
」
と
言
う
場

合
に
は
、苦
痛
を
感
じ
て
い
な
が
ら
同
時
に
快
い
思
い
を
し
て
い
る
の
だ
、

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。
そ
れ
と
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、

同
じ
場
所
と
時
間
と
に
お
い
て
、
両
方
と
も
に
一
緒
に
生
ず
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
の
か
ね
・
・
・

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
れ
は
、
そ
う
な
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
と
こ
ろ
で
、
人
は
よ，
，く
や
っ
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た

悪
く
や
っ
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
こ
う
君
は
主
張
し
て
い
る

の
だ
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
う
主
張
し
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
だ
が
し
か
し
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
な
が
ら
、
快
い
思
い
を

し
て
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
君
は
同
意
し
た
の
だ
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
う
ら
し
い
ね
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
し
て
み
る
と
、
快
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
は
よ，
，く
や
っ

て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
の
も
悪
く
や
っ
て

い
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
快
は

善
と
は
別
の
も
の
に
な
る
わ
け
だ
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
何
だ
か
わ
か
ら
ん
け
ど
、
あ
な
た
は
賢
い
人
ぶ
っ
て
屁
理

屈
を
こ
ね
て
い
る
の
だ
よ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
。

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
四
ｂ
、
一
五
二
︱
一
五
三
頁
）

　

こ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
相
手

は
、
自
分
の
見
解
を
引
用
す
る
彼
の
見
解
へ
の
同
意
を
求
め
ら
れ
る
。
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
相
手
が
同
意
し
た
見
解
を
論
理
的
に
検
証
し
、
新
た

な
論
に
仕
立
て
上
げ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
論
に
対
す
る
矛
盾
点
を
指
摘

す
る
な
ど
の
否
定
的
評
価
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の

相
手
は
、
こ
れ
ら
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
話
を
通
し
、
外
化
さ
れ
変
形
さ
れ
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た
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
上
記
の
事
例
の
カ
リ
ク

レ
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
話
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
矛
盾
点
を
抱
え
た
自
ら
の
見
解
に
明
ら
か
に
う
ろ
た
え
、
そ
の
受
け
取

り
を
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

バ
フ
チ
ン
（
二
〇
〇
一
ｂ 

、
五
一
八
頁
）
は
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
を
含
む
小
説
の
特
徴
を「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」と「
他

者
の
眼
に
映
る
人
間
」
と
い
う
、
二
つ
の
見
地
の
不
一
致
と
捉
え
る
。
上

記
の
カ
リ
ク
レ
ス
の
立
場
を
例
に
と
れ
ば
、
話
し
手
自
身
の
自
意
識
を
示

す
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
（
カ
リ
ク
レ
ス
が
最
初
に
提
示
し
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
反
映
）」
と
、
彼
の
発
話
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
応
答

か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
（
カ
リ
ク
レ
ス
の
発
話

に
否
定
的
評
価
を
下
し
て
引
用
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
返
答
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
反
映
）」と
の
間
の
不
一
致
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
不
一
致
に
よ
り
、

話
者
が
意
識
内
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
自
己
像
は
彼
／
彼
女
の
既
存
の
想
像

の
域
を
超
え
る
も
の
と
な
る
た
め
、
そ
の
矛
盾
に
つ
い
て
考
え
る
内
的
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
の
働
き
が
必
然
的
に
促
進
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
特
に
自
覚
な
く

使
用
し
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
意
味
が
異
化
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。

内
的
人
間
と
外
的
人
間
の
あ
い
だ
の
本
質
的
な
不
一
致
が
あ
ら
わ
れ
、
そ

の
結
果
、
人
間
の
主
観
性
が
、
最
初
は
く
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
を
醸
し
だ
す

滑
稽
な
分
野
に
お
い
て
、実
験
と
表
現
の
対
象
と
な
る
。自
己
自
身
に
と
っ

て
の
人
間
と
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
と
い
う
二
つ
の
見ア
ス
ペ
ク
ト地の
不
一
致
が
あ

ら
わ
れ
る
。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ 

、
五
一
八
頁
）

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
二
八
︱
二
三
〇
頁
）
は
、
こ
の
よ
う
に
否
定

的
評
価
を
下
す
他
者
と
の
関
係
を
「
土
壇
場
・
境
界
」（
別
の
箇
所
で
は
同

じ
用
語
に
対
し
「
敷
居
」
と
も
訳
出
さ
れ
る
）
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン

の
作
品
で
は
、
日
常
生
活
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
外
れ
た
や
り
と
り
を
通
し

「
言
葉
を
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
客
体
性
か
ら
解
放
」
し
て
、
話
者
自
身

の
思
想
の
深
層
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
み
て
と
れ
る
の
だ

と
指
摘
す
る
。
こ
の
種
の
や
り
と
り
を
バ
フ
チ
ン
は
、「
境
界
線
上
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
」
と
も
呼
ぶ
。
他
者
と
展
開
す
る
こ
の
境
界
線
上
の
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
を
通
し
、
人
々
が
抱
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
無
自
覚
さ
が
暴
か
れ
、

そ
の
内
実
に
つ
い
て
探
求
す
る
言
説
と
し
て
の
小
説
が
展
開
さ
れ
る
の

だ
と
い
え
る
。

　

一
方
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
対
極
に
あ
る
言
説

と
し
て
は
、
自
分
が
話
し
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
自
覚
も
な

く
、「
神
懸
か
り
（
テ
イ
ア
・
モ
イ
ラ
）」
状
態
で
道
徳
律
を
吟
誦
す
る

詩
人
た
ち
と
、
そ
の
こ
と
ば
を
無
反
省
に
聴
き
、
神
々
や
英
雄
た
ち
が

展
開
す
る
叙
事
詩
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
情
動
的
に
共
感
す
る
聴
き
手
た
ち

と
の
交
流
が
あ
げ
ら
れ
る
（
中
澤 

二
〇
〇
一
、八
︱
十
一
頁
）。
プ
ラ
ト

ン
は
複
数
の
著
作
に
お
い
て
（
著
名
な
も
の
と
し
て
は
『
国
家
』（
プ
ラ
ト

ン 

一
九
七
六
、六
九
〇
︱
七
二
五
頁
）『
イ
オ
ン
』（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
五
ｃ
、

一
五
二
︱
一
五
四
頁
）
な
ど
）、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
こ
の
種
の
詩
人
た
ち
の
実

践
を
問
題
視
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
で
い
え
ば

詩
に
関
連
づ
く
。

　

詩
人
た
ち
が
展
開
す
る
や
り
と
り
に
お
い
て
、
聞
き
手
は
話
し
手
の

発
話
を
肯
定
的
（
受
動
的
）
に
評
価
し
て
受
け
止
め
る
た
め
、
詩
人
が
語

る
、
神
々
や
英
雄
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
い
わ
ば
「
自
己
自
身
に
と
っ

て
の
人
間
」）
と
、
聞
き
手
が
受
け
止
め
る
そ
れ
ら
の
解
釈
（
い
わ
ば
「
他

者
の
眼
に
映
る
人
間
」）
は
基
本
的
に
一
致
す
る
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、

五
一
三
頁
）。
こ
の
一
致
の
結
果
と
し
て
、
話
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
内
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で
イ
メ
ー
ジ
す
る
自
己
像
は
彼
／
彼
女
の
既
存
の
想
像
の
域
を
超
え
る

も
の
に
は
な
ら
ず
、
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
も
低
調
と
な
り
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
意
味
は
一
義
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
話
者

ら
の
言
語
認
識
の
自
動
化
が
促
進
さ
れ
る
）。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
詩
人
批

判
は
、
市
民
ら
に
耳
障
り
の
善
い
話
を
繰
り
広
げ
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
論
理
的
な
根
拠
を
示
す
こ
と
の
な
い
ま
ま
（
本
人
も
そ
の
根
拠
を
自
覚

し
な
い
ま
ま
）、
自
分
に
都
合
の
よ
い
合
意
を
取
り
付
け
よ
う
と
す
る
大

衆
演
説
家
（
ソ
フ
ィ
ス
ト
）
や
彼
ら
を
利
用
す
る
権
力
者
た
ち
へ
の
批
判

を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
中
澤 

二
〇
〇
一
、十
四
︱
十
五
頁
／

西
尾 

二
〇
〇
四
、八
〇
︱
八
七
頁
）。

　

た
だ
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
語
り
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
詩
人
・
権
力
者

ら
の
語
り
を
一
方
的
に
敵
視
し
、
そ
れ
ら
の
破
壊
・
排
除
を
試
み
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い( Zappen, 2004, pp.13-15, pp.58-63)

。
む
し
ろ
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
お
い
て
、
詩
人
ら
の
語
り
（
彼
ら
の
主
張
を
無

自
覚
に
受
け
入
れ
る
市
民
の
語
り
も
含
め
）
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、
彼
ら

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
実
を
調
べ
上
げ
、
そ
の
構
造
を
自
覚
さ
せ
る
協
働

の
よ
う
な
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
場
面
は
多
い
。
裏
を
返
す
な
ら
ば
、
詩

人
・
権
力
者
ら
と
の
協
働
を
目
指
す
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
語
り
に
対
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
検
証
は
よ
り
真
摯
な
も
の
と
な
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
彼
の

相
手
の
語
り
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
も
複
雑
化
し
、

緊
迫
し
た
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
プ
ラ
ト

ン
の
書
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
も
ま
た
、
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）

を
苗
床
に
し
て
成
立
し
た
小
説
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
な
の
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

５
．
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
カ
ー
ニ
バ
ル
の
笑
い 

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
六
五
︱
二
六
六
頁
）
は
、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
「
カ
ー
ニ
バ
ル
の
笑
い
」
に
関
わ
る
も
の
だ
と
論
じ

る
。《

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
》
が
、
そ
の
複
雑
な
文
学
形
式
と
哲
学
的
深
さ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ー
ニ
バ
ル
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
疑
問
の
余

地
は
な
い
。
死
と
生
、
闇
と
光
、
冬
と
夏
等
々
を
め
ぐ
る
民
衆
の
カ
ー
ニ

バ
ル
で
の
《
議
論
》、
す
な
わ
ち
変
転
と
陽
気
な
相
対
性
の
パ
ト
ス
に
貫

か
れ
て
い
て
、
一
面
的
な
真
面
目
さ
、
あ
る
い
は
明
快
さ
や
一
義
性
へ
の

お
ぞ
ま
し
い
情
熱
の
中
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
固
ま
っ
て
し
ま
お
う
と
す

る
考
え
を
許
容
す
る
こ
と
の
な
い
《
議
論
》
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
そ
も

そ
も
の
核
心
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
六
五
頁
）

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
い
て
展
開
し
た
祭
事
で
あ
る
カ
ー
ニ
バ
ル
の

笑
い
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
結

び
つ
く
と
い
う
論
展
開
は
唐
突
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
根
拠
に
関

す
る
具
体
的
な
事
例
提
示
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
こ

の
箇
所
の
議
論
は
、
バ
フ
チ
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
上
で
難
所
の
一

つ
と
い
え
る
。
し
か
し
カ
ー
ニ
バ
ル
お
よ
び
笑
い
は
、
バ
フ
チ
ン
の
小
説

論
お
よ
び
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
に
関
連
す
る
概
念
の
中
で
も
主
要
な
位
置

づ
け
を
占
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
節
で
は
、
本
論
に
関
わ
る
範
囲
で
の

カ
ー
ニ
バ
ル
と
笑
い
の
歴
史
を
概
観
し
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
け
る
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

カ
ー
ニ
バ
ル
（
謝
肉
祭
）
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
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る
中
世
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
祝
祭
で
あ
り
、
春
の
復
活
祭
前
、

四
十
日
間
の
精
進
・
断
食
（
節
食
）
を
行
う
四
旬
節
に
先
立
っ
て
開
催
さ

れ
た
。
仮
面
を
被
り
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
身
を
包
ん
だ
人
々
が
、
春
の
訪

れ
を
祝
い
狂
騒
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
も
の
が
多
い
。
こ
の
コ

ス
チ
ュ
ー
ム
や
仮
面
に
は
道
化
（
ほ
ぼ
同
義
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
愚

者
も
含
む
）
を
始
め
、
異
教
の
神
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
や
古
代

ケ
ル
ト
・
ゲ
ル
マ
ン
の
神
々
、
悪
魔
、
異
教
徒
の
外
国
人
（
ム
ス
リ
ム
な

ど
）
な
ど
雑
多
な
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
た
。
要
す
る
に
道
化
は
、
正

統
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
に
は
属
さ
な
い
、
外
部
者
の
象
徴
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
（M

etzger, 2004, pp.17−18, pp.80-82

／
森
本 

一
九
九
三
、一
七
六
︱
一
七
八
頁
）。
ま
た
カ
ー
ニ
バ
ル
の
間
だ
け
町
を
支
配

す
る
、
道
化
ら
に
よ
る
「
偽
王
」
が
戴
冠
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
道
化
た
ち
が
跋
扈
す
る
祝
祭
で
は
、
道
化
の
批
判

内
容
は
子
ど
も
と
同
様
、
社
会
的
に
信
用
さ
れ
な
い
と
い
う
前
提
の
下

に
、
普
段
の
日
常
世
界
を
支
配
す
る
強
固
な
身
分
制
の
中
で
は
不
可
能

で
あ
っ
た
、
政
治
・
宗
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
日
常
の
卑
近
な
現
象

な
ど
に
引
き
寄
せ
る
、
滑
稽
な
社
会
批
評
・
諷
刺
劇
が
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
（K

aiser, 1973, pp.515-517

邦
訳 

四
七
︱
五
二
頁
／
ヴ
ェ
ル
ド
ン 

二
〇
〇
二
、一
五
〇
︱
一
五
九
頁 

／W
elsford, 1935, pp.197-217 

邦
訳
一
八
七

︱
二
〇
四
頁
）。
こ
の
道
化
は
、
街
の
住
人
が
仮
面
と
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を

着
用
し
て
演
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
街
の
住
人
た
ち
の
多
く
が
無
自
覚

に
受
け
止
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
否
定
的
評
価
を
下
し
た
。
そ
の

た
め
身
元
が
特
定
さ
れ
ぬ
よ
う
、
人
々
は
道
化
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
で
全
身

を
覆
い
、
ま
た
指
先
も
露
出
し
な
い
よ
う
手
袋
を
着
用
す
る
場
合
も
あ
っ
た

4
。

　

こ
の
祝
祭
に
お
け
る
愚
者
の
社
会
批
判
の
権
利
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お

い
て
「
愚
者
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
伝
統
は
今
日
ま
で
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
・
バ
ー
ゼ
ル
市
の
カ
ー
ニ
バ
ル
で
は
、
こ

の
愚
者
に
与
え
ら
れ
た
社
会
批
判
の
自
由
を
守
る
た
め
、
現
在
も
特
定
の

政
治
・
宗
教
団
体
や
企
業
な
ど
か
ら
の
献
金
を
受
け
取
ら
ず
、
市
民
や
参

加
者
か
ら
の
寄
付
で
そ
の
開
催
費
用
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
（C

hristen, 
2009, p.96

）。
そ
し
て
高
度
な
社
会
批
評
を
行
う
自
由
を
享
受
す
る
道
化

に
は
高
い
知
性
を
と
も
な
う
者
も
多
く
、
そ
の
場
合
、「
賢
明
な
愚
者
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（K

aiser, 1973, pp.517-518 

邦
訳 

五
二
︱
五
八

頁
）。

　

こ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
道
化
の
お
ど
け
た
社
会
批
判
に
は
、
聖
な

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
卑
俗
な
日
常
的
事
象
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ

の
ま
ま
で
は
無
意
味
な
音
読
や
ド
グ
マ
に
堕
す
る
可
能
性
の
あ
る
聖
書

の
記
述
を
非
聖
職
者
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
、
教
会
の

下
層
聖
職
者
た
ち
の
「
愚
者
祭
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
（W

elsford, 
1935, pp.198-203 

邦
訳 

一
八
八
︱
一
九
二
頁
）。
こ
れ
は
本
来
、
聖
書
な
ど

教
会
の 

権
威
的
な
テ
キ
ス
ト
を
、
一
見
無
関
係
に
見
え
る
、
教
会
の
外

で
生
じ
る
様
々
な
事
象
と
の
間
に
滑
稽
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
接
続
し
て

い
く
、
知
性
の
増
進
行
為
だ
っ
た
と
い
う
。
聖
職
者
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま

で
は
慣
習
化
さ
れ
自
動
的
に
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
自
分
た
ち
の
言
語
実

践
を
省
察
す
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
、
非
教
会
的
な
視
点
を
導
入
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
四
七
︱
二
四
九
頁
）
は
カ
ー
ニ
バ
ル
を
、
役

者
と
観
客
を
隔
て
る
「
フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
の
な
い
見
世
物
と
も
呼
ぶ
。
こ

れ
は
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
、
普
段
で
あ
れ
ば
相
互
接
触
の
な
い

異
な
る
階
級
世
界
を
背
景
と
し
た
人
物
同
士
が
出
会
い
、
対
等
な
立
場
で

自
説
を
披
露
し
あ
う
カ
ー
ニ
バ
ル
の
史
実
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
カ
ー
ニ
バ
ル
に
は
、
様
々
な
階
層
の
人
間
が
参
加
し
た
の
で
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あ
り
（
川
那
部 

二
〇
一
一
、 

四
一
︱
四
二
頁
）、
人
々
は
「
社
会
的
に
信
用

で
き
な
い
」
道
化
の
仮
面
を
外
さ
な
い
限
り
、
説
教
を
行
う
聖
職
者
や
貴

族
な
ど
の
上
流
階
級
の
人
間
に
対
し
て
す
ら
、
お
ど
け
た
批
判
を
行
う

こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
普
段
の
語
る
者
と
聞
く
者
の
関
係
が
転
倒
す
る

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
な
い
見
世
物
に
お
い
て
、
権
威
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

卑
俗
な
日
常
生
活
と
の
間
に
、
滑
稽
で
新
た
な
知
的
連
鎖
も
見
出
さ
れ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
い
て
は
・
・
・
外
部
の
生
活
で
は
万
能
の
社
会
的
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
ー
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
、
人
間
の
相
関
関
係
の
新
し
い
様
態

が
作
り
出
さ
れ
る
。・・・
自
由
で
無
遠
慮
な
関
係
は
価
値
、
思
想
、
現
象
、

事
物
の
す
べ
て
に
及
ぶ
。
カ
ー
ニ
バ
ル
外
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
世
界
観
の

中
で
閉
ざ
さ
れ
、孤
立
し
、引
き
離
さ
れ
て
い
た
も
の
の
す
べ
て
が
、カ
ー

ニ
バ
ル
的
接
触
や
結
合
に
突
入
す
る
。
カ
ー
ニ
バ
ル
は
神
聖
な
も
の
と
冒

瀆
的
な
も
の
、
高
い
も
の
と
低
い
も
の
、
偉
大
な
も
の
と
下
ら
ぬ
も
の
、

賢
い
も
の
と
愚
か
な
も
の
等
々
を
近
づ
け
、
ま
と
め
、
手
を
取
り
合
わ
せ
、

結
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
四
九
︱
二
五
〇
頁
）

　

こ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
い
て
展
開
す
る
笑
い
に
つ
い
て
も
、
バ
フ
チ

ン
に
よ
る
明
確
な
定
義
的
説
明
が
な
く
、
唐
突
に
議
論
の
中
に
登
場
す

る
。
し
か
し
バ
フ
チ
ン
の
い
う
笑
い
は
、
異
化
と
ほ
ぼ
同
義
の
概
念
と
し

て
解
釈
で
き
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
桑
野 

二
〇
〇
九
、一
七
二
︱

一
七
三
頁
／
田
島 

二
〇
一
九
ｃ
、
二
〇
〇
︱
二
〇
二
頁
）。
道
化
た
ち
の
も
た

ら
す
笑
い
と
は
、
み
な
が
常
識
と
考
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
創
造
し
よ

う
と
し
て
滑
稽
に
失
敗
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
うW

illeford

（1969, 
pp.98-99 

邦
訳 

一
五
六
頁
）
の
説
も
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
バ
フ
チ
ン
の

い
う
笑
い
と
は
、
慣
習
化
さ
れ
自
動
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
話
者
ら
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
道
化
に
よ
っ
て
滑
稽
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
生

じ
る
、
言
語
認
識
の
異
化
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
行
う
道
化
ら
は
、
彼
ら
を
眺
め

る
人
々
を
写
す
鏡
を
持
つ
者
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
（W

illeford, 
1969, pp.30-54 

邦
訳 

六
三
︱
九
四
頁
）。
人
び
と
は
、
道
化
に
よ
っ
て
滑
稽

に
引
用
さ
れ
否
定
的
評
価
が
下
さ
れ
た
自
分
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

鏡
と
し
、
自
分
た
ち
の
世
界
の
あ
り
方
を
異
化
す
る
知
的
刺
激
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
け
る

カ
ー
ニ
バ
ル
と
は
、
道
化
な
ど
の
外
部
世
界
を
背
景
と
す
る
他
者
と

人
々
の
日
常
的
な
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
交
差
す
る
、
言
語
的
多
様

性
の
展
開
を
示
す
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
バ
フ
チ
ン

（
一
九
九
六
、二
六
〇
︱
二
六
二
頁
）
が
、
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
を
駆
動
さ
せ
る

人
物
の
モ
デ
ル
と
し
て
道
化
お
よ
び
愚
者
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

示
唆
さ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
関
す
る
考
察
の
視
点
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
の
道
化
が
行
う
よ
う
に
、
多
く
の
人
び

と
が
高
尚
と
み
な
す
概
念
を
、
日
常
生
活
に
お
け
る
卑
近
な
事
例
に
落
と

し
込
ん
で
解
釈
す
る
よ
う
迫
る
こ
と
も
多
い
。
以
下
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』

か
ら
の
抜
粋
は
、「
法
律
は
劣
っ
た
人
が
自
分
達
を
守
る
た
め
に
作
っ
た

も
の
で
、
優
れ
た
人
に
と
っ
て
、
法
律
は
不
要
で
あ
り
遵
守
も
必
要
な

い
」
と
主
張
す
る
カ
リ
ク
レ
ス
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
あ

る
。
当
時
の
ア
テ
ネ
で
は
権
力
の
あ
る
市
民
の
間
で
支
持
を
集
め
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
近
い
カ
リ
ク
レ
ス
の
意
見
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
様
々
な
日
常
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的
な
事
例
に
落
と
し
込
ん
で
、
そ
れ
ら
の
解
釈
へ
の
同
意
を
迫
る
。
権
力

者
と
同
様
に
、
叙
事
詩
の
英
雄
の
よ
う
な
人
物
を
優
れ
た
人
と
主
張
す
る

カ
リ
ク
レ
ス
が
、
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ

る
卑
近
化
に
た
じ
ろ
ぐ
様
子
は
、
バ
フ
チ
ン
の
い
う
笑
い
を
引
き
出
す
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
君
が
よ
り
優
れ
た
人
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
よ
り
思
慮
の

あ
る
人
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
ね
。
ど
う
だ
ね
、こ
れ
は
認
め
る
の
か
ね
。

認
め
な
い
の
か
ね
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
そ
れ
は
認
め
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
と
こ
ろ
で
、
よ
り
優
れ
た
人
は
、
よ
り
多
く
持
つ
べ
き
で

あ
る
と
、
こ
う
君
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

カ
リ
ク
レ
ス
：
う
ん
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
食
べ
物
の
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

飲
み
物
の
こ
と
で
も
な
い
の
だ
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
あ
あ
、
わ
か
っ
た
よ
。
で
な
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
、
着
物
の

こ
と
だ
ろ
う
ね
・
・
・

（
中
略
）

カ
リ
ク
レ
ス
：
・
・
・
あ
な
た
は
い
つ
だ
っ
て
、
靴
屋
だ
と
か
、
洗
い
張

り
屋
だ
と
か
、
肉
屋
だ
と
か
、
そ
し
て
医
者
だ
と
か
の
こ
と
ば
か
り
話
し

て
い
て
、
い
っ
こ
う
に
や
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ
。
ま
る
で
ぼ
く
た
ち
の

議
論
は
、そ
の
人
た
ち
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
ね
。

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
四
ｂ
、
一
三
三
︱
一
三
四
頁
）

　

こ
の
カ
リ
ク
レ
ス
と
の
や
り
と
り
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
人
々
が
無
自
覚
に
受
け
入
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
滑
稽
な

否
定
的
評
価
を
下
す
こ
と
で
、
あ
え
て
「
敷
居
」
を
作
る
他
者
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
び
と
は
自
分
自
身
が
解
釈
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
内
在
す
る
葛
藤
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
を
鏡
と
し
て
認

識
し
、
矛
盾
す
る
複
数
の
知
見
を
多
面
的
に
参
照
す
る
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
を
披
露
す
る
よ
う
に
な
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
笑
い
（
抑
制
さ
れ
て
イ
ロ
ニ
ー
化
し
た
笑
い
）
や
ソ
ク
ラ

テ
ス
的
格
下
げ
（
職
人
仕
事
や
あ
り
ふ
れ
た
日
常
生
活
と
い
う
、
下
層
の

生
活
圏
か
ら
借
用
し
て
き
た
隠
喩
や
直
喩
の
全
体
系
）
は
、
何
ひ
と
つ
畏

れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
世
界
を
研
究
す
る
た
め
に
、
世
界
を
身
近
に
引
き

寄
せ
、
卑
近
な
も
の
と
す
る
。
そ
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
時

代
で
あ
り
、
周
囲
に
生
き
て
い
る
人
々
と
彼
ら
の
意
見
で
あ
る
。（
バ
フ

チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、
五
〇
一
頁
）

　

そ
の
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
同
じ
ア
テ
ネ
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
他

の
ア
テ
ネ
市
民
に
と
っ
て
は
異
質
な
思
考
に
基
づ
く
批
判
的
な
視
点
を

持
ち
込
み
続
け
る
と
い
う
意
味
で
の
他
者
＝
道
化
と
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ａ
、
四
四
一
頁
）。Zappen （2004, pp.49-50

）

は
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
い
て
、
権
力
者
の
語
り
に
荷
担
す
る
カ
リ
ク
レ

ス
ら
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
表
を
突
い
た
批
判
に
右
往
左
往
し
、
読
者
に

笑
い
を
生
じ
さ
せ
る
や
り
と
り
を
、
祭
の
間
だ
け
君
臨
す
る
道
化
の
偽
王

の
戴
冠
に
た
と
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
相
手
と
な
る
市
民
た
ち
は
、
彼
が

展
開
す
る
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
異
質
な
視
点
か
ら
笑
わ
れ
る
と
い

う
、
後
世
の
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
愚
者
の
鏡
と
の
接
触
に
近
い
体
験
す

る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
自
動
的
に
受
け
入
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す

る
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
展
開
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の



114

—
　

自
 由

 論
 文

　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

意
味
で
プ
ラ
ト
ン
が
記
録
す
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
は
、
他
者
＝
道
化
と
し

て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
彼
と
関
わ
る
人
び
と
と
様
々
な
世
界
の
知
と
の
接

続
を
展
開
す
る
カ
ー
ニ
バ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
5
。

　

な
お
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、三
三
一
頁
）
は
笑
い
を
、
必
ず
し
も
お
か

し
み
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
哲
学
的
で
ま
じ
め

な
議
論
で
あ
っ
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
変
化
を
人
々
に
も
た
ら
す
異
化
作

用
も
含
め
て
、
笑
い
を
広
く
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
、
お
か
し
み
を
生
じ
さ
せ

な
い
笑
い
を
「
希
釈
さ
れ
た
」
笑
い
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

６
．
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
引
き
起
こ
す
笑
い
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス（
両
義
性
）

 　

な
お
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
五
、二
二
七
頁
）
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
弟
子
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
否
定
し
て
自
分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
優
等
さ
を
ね
じ

込
む
よ
う
な
「
教
師
」
で
は
な
か
っ
た
点
を
重
視
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

以
下
の
『
メ
ノ
ン
』
に
お
け
る
や
り
と
り
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

自
ら
が
下
し
た
結
論
に
対
し
、
否
定
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
も
多
い
（
田

島 

二
〇
一
九
ｃ
、
一
九
四
︱
一
九
五
頁
）。
極
端
な
場
合
、
そ
の
場
で
の
結

論
を
避
け
、
や
り
と
り
を
終
了
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
そ
う
す
る
と
、
す
ぐ
れ
た
人
物
た
ち
の
徳
性
は
生
ま
れ
つ

き
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
は
た
し
て
そ
れ
は
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

メ
ノ
ン
：
そ
の
帰
結
は
も
う
動
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
し
て
仮
説

に
し
た
が
っ
て
徳
が
知
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
そ
れ

が
教
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
ゼ
ウ
ス
に
誓
っ
て
、
た
ぶ
ん
ね
。—

し
か
し
ひ
ょ
っ
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
こ
と
に
同
意
し
た
の
は
正
し
く
な
か
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

メ
ノ
ン
：
で
も
た
っ
た
い
ま
、た
し
か
に
正
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で
す
よ
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
い
や
、
少
し
で
も
そ
れ
に
確
か
な
と
こ
ろ
が
あ
る
べ
き
だ

と
す
る
な
ら
、
た
っ
た
い
ま
そ
う
思
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
い
ま

こ
の
現
在
に
お
い
て
も
、
将
来
に
お
い
て
も
、
や
は
り
正
し
い
と
思
わ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

メ
ノ
ン
：
ど
う
し
た
の
で
す
か
、
い
っ
た
い
。
何
の
つ
も
り
で
あ
な
た
は

こ
の
結
論
に
難
色
を
示
し
、
徳
が
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
の
で

す
か
？

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
四
ｃ
、
三
〇
一
︱
三
〇
四
頁
）

　

こ
の
事
例
の
メ
ノ
ン
の
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
正
し
い
知
識
を
教
え

る
教
師
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
い
る
者
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
の
読
者

も
含
む
）
は
、
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
解
釈
に
対
す
る
彼
の
こ
の
よ
う
な

優
柔
不
断
な
態
度
に
驚
き
、
笑
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
以

下
の
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
か
ら
の
抜
粋
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
を
行
う
以
前
に
知
っ
て
い
る
知
識
を
弟
子
に
教
え
込
む
教
師

で
は
な
く
、
自
ら
が
知
る
知
識
を
も
批
判
的
に
検
討
し
、
相
手
と
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
を
通
し
て
新
た
な
知
恵
と
す
る
可
能
性
を
探
る
存
在
な
の
で

あ
る
。ソ

ク
ラ
テ
ス
：
・
・
・
そ
こ
で
も
し
、
諸
君
の
な
か
の
誰
か
に
、
ぼ
く
が
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ぼ
く
自
身
に
同
意
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
に
反
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
な
ら
、
そ
の
人
は
話
の
中
に
割
り
込
ん
で
、
ぼ
く
を
反
駁
し
て
く

れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
い
い
か
ね
、
諸
君
、
ぼ
く

と
し
て
は
、こ
れ
か
ら
ぼ
く
が
話
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、決
し
て
知
っ

て
い
て
話
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
諸
君
と
と
も
に
共
同
で
探
求
し
よ

う
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。・
・
・

（
プ
ラ
ト
ン 
一
九
七
四
ｂ
、
一
八
二
頁
）

　

こ
れ
は
一
般
に
「
無
知
の
知
」
と
呼
ば
れ
る
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
向
か

う
際
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
態
度
と
響
き
あ
う
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
場
合

の
「
無
知
」
と
は
、
彼
が
個
々
具
体
的
な
知
識
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
相
手
と
の
意
味
交
渉
に
お
い
て
も
、
ま
た
様
々

な
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
も
適
用
可
能
な
真
理
（
イ
デ
ア
・
形
相
）
に

つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
示
す
（
岩
田 
二
〇
一
四
、二
九
四
︱

二
九
八
頁
）。
形
相
は
、
具
体
的
な
現
象
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
、
抽

象
的
な
意
味
を
指
す
。「
敬
虔
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
を
追
求
す
る
上

で
、
具
体
的
事
例
の
列
挙
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
明
瞭
な
「
相
」

を
検
討
す
る
よ
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
相
手
に
求
め
る
、
以
下
に
示
す
『
エ
ウ

テ
ュ
プ
ロ
ン
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
か
ら
も
、
彼
が
求
め
る

形
相
の
姿
が
示
唆
さ
れ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
：
・
・
・
ぼ
く
が
君
に
要
求
し
て
い
た
の
は
、
そ
ん
な
、
多

く
の
敬
虔
な
こ
と
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
二
つ
を
ぼ
く
に
教
え
て
く
れ
る

こ
と
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
敬
虔
な
こ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い

ず
れ
も
敬
虔
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
か
の
相す
が
たそ
の
も
の
を
教
え
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
を
ね
。
だ
っ
て
、
た
し
か
君
は
、
不
敬
虔

な
こ
と
が
不
敬
虔
で
あ
る
の
も
、
敬
虔
な
こ
と
が
敬
虔
で
あ
る
の
も
、
単

一
の
相
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
と
も
思

い
出
さ
な
い
か
ね
。

（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
五
ａ
、
十
七
頁
）

　

た
だ
し
人
々
を
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
外
か
ら
批
判
し
、
自
ら
の
知
恵
で
啓

蒙
し
よ
う
と
す
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
は
異
な
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
個
々
の

特
殊
な
状
況
に
お
い
て
人
々
と
共
に
展
開
す
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
中
で

見
出
さ
れ
る
合
意
を
通
し
、
真
理
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
さ
れ
る
（
高
橋 

一
九
九
五
、一
八
三
︱
二
〇
二
頁
）。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
離

れ
た
人
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
真
理
の
存
在
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
認
識

し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
必
然
的
に
彼
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に

向
か
う
相
手
に
対
し
、
教
師
の
立
場
に
は
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
千
回
の
個
別
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
合
意
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
真
理
で
あ
っ
て
も
、
千
一
回
目
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に

お
い
て
話
者
個
々
が
抱
え
る
主
観
的
視
点
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来

ず
、
合
意
が
得
ら
れ
な
い
可
能
性
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
捨
象
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

バ
フ
チ
ン
（
二
〇
〇
一
ｂ
、
五
〇
〇
頁
）
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
知
に
向

か
う
姿
勢
を
「
賢
明
な
無
知
」
と
呼
ぶ
。
具
体
的
に
い
え
ば
そ
れ
は
、
上

述
の
『
メ
ノ
ン
』
か
ら
の
抜
粋
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
の
意

見
だ
け
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
結
論
を
下
し
た
自
分
の
意
見
に
対
し
て
も

否
定
的
評
価
を
下
し
、
フ
ラ
フ
ラ
と
自
ら
の
最
終
判
断
を
保
留
す
る
葛
藤

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
は
教
師
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
賢
明
な
愚
者
」
の
典
型
な
の
だ

と
い
え
る
。
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さ
ら
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
（
特
に
権
力
者
に
対
す
る
も
の
）
は
、
先

述
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
に
対
す
る
一
方
的
な
攻
撃
で
は
な
い
。

む
し
ろ
彼
ら
を
批
判
す
る
、
自
分
自
身
の
論
点
を
批
判
す
る
場
面
も
あ
る 

（Zappen, 2004, p. 118

）。
そ
も
そ
も
書
か
れ
た
も
の
に
対
し
て
批
判
的
で

あ
っ
た
プ
ラ
ト
ン
は
（
廣
川 

一
九
八
〇
、四
五
︱
五
七
頁
、 

一
六
五
︱
一
八
七

頁
／
金
山  
二
〇
一
二
、 

一
三
一
︱
一
三
四
頁
）、
書
く
と
い
う
行
為
は
「
ま

じ
め
な
目
的
」
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
書
か
れ
た
も
の
を
読

む
こ
と
も
「
酒
盛
り
の
よ
う
な
慰
み
ご
と
」
で
あ
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
述

べ
さ
せ
て
い
る
（
プ
ラ
ト
ン 
一
九
七
四
ａ
、 

二
五
九
︱
二
六
〇
頁
）。
つ
ま

り
書
か
れ
た
主
人
公
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
書
か
れ
た
情
報
と
し
て

の
自
ら
の
意
見
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
こ
れ
ら
は
信
用
に
値
す
る
権
威
あ
る

意
見
で
は
な
い
と
自
ら
否
定
的
評
価
を
下
す
道
化
的
存
在
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
滑
稽
な
存
在
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
な
る
こ
と
で
、
プ
ラ

ト
ン
は
自
ら
の
テ
キ
ス
ト
が
後
世
の
読
者
に
よ
っ
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
化
さ

れ
、
生
き
た
人
々
の
視
点
に
よ
る
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
拒

絶
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
、
他
者
を
批
判
す
る
自
ら
の
論
点
を
否
定
す
る
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
態
度
は
、「
陽
気
な
相
対
性
」（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、三
三
一
頁
）

な
い
し
「
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
（
両
義
的
）」（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、

五
〇
〇
頁
）
と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
主
要
な
主ヒ
ー
ロ
ー

人
公
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
像
の
な
か

に
、・
・
・
何
も
理
解
で
き
な
い
愚
者
と
い
う
民
衆
的
仮
面
と
、
卓
越
せ

る
賢
者
・
・
・
の
諸
特
徴
と
が
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
。

こ
う
し
た
統
合
の
結
果
、
賢
明
な
無
知
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
人

物
像
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
対
話
に
見
ら
れ
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ

レ
ン
ト
な
自
賛—

何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
わ
た
し
は
誰
よ
り
も
賢
明
で
あ
る—

に
注
目
し
て
お
こ
う
。
こ
の

人
物
像
を
中
心
に
し
て
、
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
化
さ
れ
た
伝
説
・
・
・
が
生
ま

れ
る
。
英
雄
は
道
化
に
姿
を
変
え
る
・
・
・（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
〇
一
ｂ
、

四
九
九
︱
五
〇
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
バ
フ
チ
ン
の
捉
え
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
特
定
の
権
力
者
を
一
方
的
に
攻
撃
し
た
り
特
定

の
市
民
を
擁
護
し
た
り
す
る
言
説
（
い
わ
ば
「
革
命
（
レ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
）」）
で
は
な
く
、
権
威
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
市
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
の
新
た
な
関
係
を
再
構
築
す
る
話
者
個
々
人
の
自
意
識
を
刺
激
す
る

言
説
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
登
場
人
物
ら
が
、
社
会
の
権
威
に
頼
り

切
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
そ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
も
な
く
、
既
存
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
自
分
自
身
の
視
点
と
の
自
律
的
な
調
整
を
行
お
う
と
す
る

「
小
説
」
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
否
定
的
評
価
は
、
彼
も
含
め
た
登
場
人
物
一
人
ひ
と
り
が
、「
自
分

が
い
か
に
生
き
る
か
」
を
自
己
決
定
す
る
自
意
識
＝
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

を
刺
激
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
の
、い
わ
ば「
進
化（
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
）」
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
に
類
す
る
ジ
ャ
ン
ル
は
、
時
代

が
下
る
中
で
哲
学
的
な
生
真
面
目
さ
が
う
す
れ
、
神
や
権
力
者
、
哲
学
者

た
ち
が
道
化
た
批
判
者
に
よ
っ
て
否
定
的
評
価
が
下
さ
れ
る
と
い
う
類

の
滑
稽
話
で
あ
る
「
メ
ニ
ッ
ペ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
小
説
に
発
展
し
て
い
っ

た
と
さ
れ
る
（
バ
フ
チ
ン 

一
九
九
五
、二
三
一
︱
二
三
三
頁
／
二
〇
〇
一
ｂ
、

五
〇
一
頁
）。
そ
の
中
で
も
、
語
り
手
で
あ
る
作
者
の
批
判
的
視
点
に
権

威
が
な
く
信
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
、
異
化
を
促
進
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
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レ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
、
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
北
野 

一
九
九
五
、一
六
︱
一
七
頁
）。
そ
し
て
こ
の
メ
ニ
ッ
ペ
ア
の
ジ
ャ
ン
ル
的

特
徴
は
、
バ
フ
チ
ン
が
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
の
重
要
な
考
察
対
象
と
し
た
ラ

ブ
レ
ー
の
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
・
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
物
語
』
お
よ
び
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
な
ど
後
世
の
小
説
作

品
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

７
．
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
に
み
ら
れ
る
小
説
性
と
分
裂
し
た
自
意
識

　

な
お
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
活
躍
し
た
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
描
く
悲
劇
と
の
深
い
関
連
性
が
指
摘

さ
れ
る （Snell, 1964, pp.65-69; Lefkow

itz, 2016, pp.26-48

）。
叙
事
詩
で

は
絶
対
的
な
権
威
で
あ
っ
た
神
託
を
信
用
し
き
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
ら

の
生
き
る
道
を
求
め
て
右
往
左
往
す
る
英
雄
た
ち
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
自
意
識
が
展
開
す
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
は
、
既
存
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
へ
の
盲
従
を
や
め
、
自
ら
の
生
き
方
を
求
め
て
葛
藤
す
る
内
面
を
さ

ら
け
出
す
登
場
人
物
ら
に
よ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
と
響

き
あ
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
バ
フ
チ
ン
の
い
う
詩
と
小
説
の
関
係
を
描
き

出
す
好
材
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
並
ぶ
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
お
け
る
三
大
悲
劇
詩
人
の
一
人
だ
が
、
一
方
で
、
叙
事
詩
の
解

題
と
し
て
の
悲
劇
の
枠
組
み
に
飽
き
た
ら
ず
、
英
雄
的
モ
チ
ー
フ
に
対

す
る
パ
ロ
デ
ィ
を
行
う
な
ど
、
む
し
ろ
喜
劇
詩
人
と
の
共
通
性
も
指
摘
さ

れ
る
人
物
で
あ
る
（
中
務 

一
九
九
〇
、四
〇
六
︱
四
一
一
頁
）。
な
お
エ
ウ

リ
ピ
デ
ス
は
「
神
は
人
々
の
道
徳
的
葛
藤
の
解
決
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な

い
」
と
喝
破
し
た
哲
学
者
・
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
の
論
に
影
響
を
受
け
（Snell, 

1964, pp.54-69

）、
ま
た
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
描
い
た
当
時
の
ア
テ
ネ

の
、
伝
統
的
な
多
く
の
価
値
観
が
相
対
化
さ
れ
た
時
代
思
潮
の
影
響
も
あ

り
（
丹
下 

二
〇
〇
八
、二
三
八
、 

三
二
二
頁
）、
神
託
や
共
同
体
の
リ
ー
ダ
ー

が
告
げ
る
権
威
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
（
で
き
ず
）、
そ

れ
ら
に
対
し
て
自
ら
の
視
点
か
ら
否
定
的
評
価
を
下
し
て
再
検
討
を
行

う
登
場
人
物
の
葛
藤
す
る
自
意
識
を
描
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

丹
下
（
二
〇
〇
八
、二
五
八
︱
二
六
二
頁
）
は
こ
の
種
の
自
意
識
の
展
開

例
と
し
て
、
父
親
で
あ
る
ミ
ケ
ー
ネ
王
・
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
を
裏
切
り
殺

害
し
た
母
親
に
対
し
、
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
信
託
を
受
け
て
復
讐
を
果
た
す
青

年
・
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
扱
う
『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
を
あ
げ
る
。
こ
の
モ
チ
ー

フ
は
多
く
の
劇
作
家
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
も
の
だ
が
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
、
父
親
へ
の
敵
討
ち
と
い
う
神
託
に
従
っ
た
権
威
的
な

道
徳
観
と
、
母
親
殺
し
と
い
う
個
人
的
な
良
心
の
呵
責
の
声
と
の
間
で
葛

藤
す
る
悩
み
深
き
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
描
く
。
こ
の
葛
藤
に
満
ち
た
自
意
識

（
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
）
は
、「
シ
ュ
ネ
シ
ス
（
知
る
こ
と
）」
と
呼
ば
れ
る

（Snell, 1964, pp.48-49; 

丹
下 

二
〇
〇
八
、二
五
八
︱
二
六
二
頁
）。

　

こ
の
揺
れ
動
く
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
一
端
は
、
母
親
殺
し
の
罪
で
死

刑
宣
告
を
避
け
る
た
め
の
助
命
嘆
願
を
無
視
し
た
叔
父
の
メ
ネ
ラ
ー
オ

ス
に
対
す
る
復
讐
を
仲
間
に
誓
う
、
オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
長
台
詞
に
現
れ
て

い
る
。・

・
・
何
と
い
っ
て
も
、
僕
は
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
息
子
だ
。
自
他
と
も

に
許
す
ギ
リ
シ
ア
の
支
配
者
で
、
独
裁
者
で
は
な
い
が
、
神
授
の
権
力
を

帯
び
て
い
た
人
の
子
な
の
だ
。
虫
け
ら
の
よ
う
に
死
ん
で
、
そ
の
人
の
名

を
辱
め
は
す
ま
い
。
毅
然
と
命
は
捨
て
る
が
、
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
に
も
償
わ



118

—
　

自
 由

 論
 文

　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

せ
て
や
る
。
ひ
と
つ
の
こ
と
さ
え
叶
え
ば
、
僕
ら
と
し
て
は
大
成
功
な
の

だ
か
ら
。
思
い
も
よ
ら
ぬ
救
い
が
ひ
ょ
い
と
現
れ
て
、
殺
し
は
し
て
も
死

な
ず
に
す
む
、
そ
う
な
っ
て
く
れ
れ
ば
な
あ
。
わ
が
望
み
を
言
葉
の
翼
に

乗
せ
て
語
り
、
費
え
も
な
し
に
心
を
喜
ば
せ
る
の
は
、
楽
し
い
こ
と
だ
。

（
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス 

一
九
九
〇
、三
二
〇
︱
三
二
一
頁
）

　

オ
レ
ス
テ
ー
ス
は
仲
間
に
向
か
い
、
既
存
の
価
値
判
断
か
ら
み
て
英
雄

に
ふ
さ
わ
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
思
わ
れ
る
「
王
の
息
子
と
し
て
誇
ら
し

く
死
ぬ
」
と
い
う
見
解
を
断
言
し
た
直
後
に
、
そ
れ
と
は
矛
盾
す
る
「
死

な
ず
に
す
め
ば
い
い
な
あ
」
と
い
う
自
己
保
存
の
欲
求
を
吐
露
す
る
。
オ

レ
ス
テ
ー
ス
の
こ
の
台
詞
は
、
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
ア
ポ
ロ
ー
ン
の

神
託
に
従
う
と
い
う
権
威
あ
る
英
雄
と
し
て
相
手
か
ら
期
待
さ
れ
る
行

為
像
で
あ
る
「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
」
と
、
英
雄
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し

く
な
い
、
苦
境
か
ら
逃
れ
て
自
分
の
身
を
守
り
、
生
き
延
び
た
い
と
い
う

自
己
保
存
の
欲
求
を
示
す
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」
と
い
う
、
矛

盾
す
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
同
士
が
頭
の
中
で
否
定
的
評
価
を
下
し
あ
う
内

的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
展
開
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
期
待
さ
れ

る
英
雄
像
を
覆
す
、
こ
の
滑
稽
な
自
意
識
の
吐
露
に
観
客
＝
読
者
は
驚

き
、
バ
フ
チ
ン
の
い
う
笑
い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

英
雄
の
言
動
を
巡
る
こ
の
よ
う
な
個
人
的
葛
藤
は
、
神
の
権
威
が
比
較

的
揺
る
が
な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
（
久
保 

一
九
九
二
、三
九
︱
四
一
頁
）。
た
と
え
ば
ホ
メ
ロ

ス
の
叙
事
詩
が
描
く
英
雄
ら
に
物
事
の
決
断
に
迷
い
が
生
じ
る
際
に
は
、

多
く
の
神
々
が
彼
ら
に
降
臨
し
、
こ
れ
ら
の
神
が
与
え
る
具
体
的
な
助
言

や
指
示
に
従
順
に
従
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
絶
対
的
に
信
用
で
き
る
神
の
権

威
的
な
指
示
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
そ
れ
に
従
う
「
他
者
の
眼
に
映
る
人

間
」
と
、そ
の
指
示
を
内
的
に
解
釈
し
て
実
行
に
移
す
「
自
己
自
身
に
と
っ

て
の
人
間
」
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
英
雄
の
様
子
を
叙
事
詩
や
悲

劇
を
通
し
て
聴
く
聴
衆
も
、
そ
の
英
雄
性
を
疑
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

一
方
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
多
く
の
悲
劇
で
は
、
登
場
人
物
の
葛
藤
を

解
決
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
神
が
降
臨
し
指
示
を
与
え
る
場
面
は
少

な
い
。『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
で
も
、
主
人
公
の
葛
藤
過
程
に
神
は
関
わ
ら

ず
、
登
場
人
物
ら
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
混
乱
し
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た

最
後
の
段
階
で
、
機
械
仕
掛
け
の
神
（「
デ
ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
」）
が

降
臨
し
、
事
態
収
拾
を
図
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、
オ
レ
ス
テ
ー
ス

の
よ
う
に
、
神
の
指
示
の
声
と
自
分
自
身
の
声
と
の
間
で
、
否
定
的
評
価

を
下
し
合
う
葛
藤
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
」

と
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」
は
不
一
致
と
な
り
、
外
部
の
権
威
的

な
道
徳
律
か
ら
よ
り
一
層
自
律
し
た
、
個
人
の
自
意
識
が
表
れ
る
こ
と
に

な
る
（
神
の
権
威
に
従
う
者
と
し
て
の
英
雄
性
は
低
下
す
る
）。

　

Snell

（1964, pp.51-54

）
は
、
こ
の
よ
う
な
神
が
介
入
し
な
い
個
人
の

葛
藤
的
な
自
意
識
を
「
心
理
学
的
認
識
力
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
種
の

認
識
力
は
、
知
性
に
よ
る
心
理
の
制
御
を
目
ざ
す
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
エ
ウ
リ
ピ

デ
ス
の
登
場
人
物
ら
が
展
開
す
る
葛
藤
的
な
自
問
自
答
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
し
て
矛
盾
す
る
自
分
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
直
面
し
、
自
分
の
知
的
能
力
を
通
し
て
相
互
の
視
点
の
吟
味
を
行
お
う

と
す
る
話
者
ら
（
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
）
の
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

な
異
化
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

バ
フ
チ
ン
の
著
作
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
悲
劇
を
よ
り
笑

い
（
小
説
）
に
近
く
、
叙
事
詩
と
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
位
置
づ
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け
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
一
八
ｂ
、
一
五
一
︱
一
五
二
頁
）。

悲
劇
は
死
に
ゆ
く
運
命
の
主
人
公
を
個
人
の
内
側
か
ら
見
る
の
で
深
刻

な
ト
ー
ン
を
帯
び
る
が
、
変
わ
り
ゆ
く
世
界
全
体
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、

個
と
し
て
の
主
人
公
の
分
裂
し
た
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
滑
稽
で
も
あ

り
、
小
説
に
近
い
作
品
も
あ
る
と
解
釈
さ
れ
得
る
の
だ
と
い
う
（
貝
澤 

二
〇
一
八
、一
六
三
︱
一
六
四
頁
）。
た
と
え
ば
『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
で
は
、

オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
主
要
な
登
場
人
物
が
一
貫
し
た
自
意
識
を

持
っ
て
い
な
い
（
北
野 
二
〇
一
一
、二
七
︱
二
八
頁
）。
オ
レ
ス
テ
ー
ス
の

祖
父
は
、
夫
を
殺
し
た
自
分
の
娘
の
罪
に
対
し
て
は
私
的
な
復
讐
で
は
な

く
、
法
に
よ
っ
て
罰
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
正
論
を
述
べ
た
直
後

に
、
街
の
住
人
を
私
的
に
け
し
か
け
て
で
も
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
死
刑
に
す

る
と
宣
言
す
る
。
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
は
オ
レ
ス
テ
ー
ス
を
助
け
る
と
口
先
で

は
言
っ
た
も
の
の
、
彼
を
弁
護
す
る
ど
こ
ろ
か
、
裁
き
の
場
に
出
か
け
る

こ
と
も
し
な
い
。
彼
ら
は
み
な
、
自
ら
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
拒
絶
し
、

自
己
保
存
に
走
ろ
う
と
し
て
人
々
の
笑
い
を
と
る
滑
稽
な
道
化
の
よ
う

で
あ
る
。

　

一
貫
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
信
奉
す
る
英
雄
性
が
排
さ
れ
た
結
果
、
観

客
＝
読
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
発
す
る
個
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

注
意
深
く
読
み
と
り
、
読
者
自
身
の
視
点
か
ら
戯
曲
全
体
の
解
釈
を
行
わ

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
北
野
（
二
〇
一
一
、二
九
︱
三
一

頁
）
は
、
こ
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
よ
る
『
オ
レ
ス
テ
ー
ス
』
を
バ
フ
チ
ン

の
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
と
も
な
う
カ
ー
ニ
バ
ル
に
通
じ
る
作
品

で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
実
際
、
神
の
権
威
を
信
用
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
自
己
保
存
の
動
機
に
も
揺
り
動
か
さ
れ
て
優
柔
不
断
に
こ
と
ば
を

翻
し
続
け
る
主
人
公
ら
の
内
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
吐
露
は
滑
稽
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
の
主
人
公
た
ち
の
や

り
と
り
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
と
同
様
、
社
会
規
範
の
モ

デ
ル
と
し
て
の
権
威
的
な
規
範
を
神
や
英
雄
に
見
出
そ
う
と
す
る
聴
衆

の
期
待
を
裏
切
り
、
彼
ら
の
自
意
識
を
刺
激
す
る
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト

な
笑
い
を
引
き
起
こ
す
小
説
に
な
り
得
る
の
だ
ろ
う
。

８
．
ま
と
め

　

本
論
文
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
篇
を
中
心
的
な
考
察
対

象
と
し
、
バ
フ
チ
ン
の
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
論
お
よ
び
小
説
（
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
）
論
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
最
後
に
、
他
者
の
否
定
的
評
価

が
笑
い
（
異
化
）
を
促
進
し
得
る
（
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
カ
ー
ニ
バ
ル
的
に
な

る
）
た
め
の
条
件
に
関
す
る
バ
フ
チ
ン
の
考
え
を
紹
介
し
た
い
。
バ
フ
チ

ン
は
、
他
者
と
の
境
界
線
上
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
継
続
し
て
い
く
た
め
に

は
「
愛
・
好
意
」
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

た
だ
愛
の
み
が
、
対
象
の
内
側
に
あ
る
自
由
を
見
い
だ
し
て
そ
の
像
を
描

く
こ
と
が
で
き
る
。・
・
・
愛
は
境
界
を
愛
し
み
愛
撫
す
る
。
境
界
は
あ

ら
た
な
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
愛
は
対
象
が
不
在
の
と
こ

ろ
で
そ
の
対
象
を
語
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
と
一
緒
に
そ

れ
を
語
ら
う
。（
バ
フ
チ
ン 

二
〇
一
八
ａ
、
一
四
五
頁
）

好
意
の
あ
る
境
界
設
定
、
そ
し
て
協
同
。
自
分
の
立
場
と
自
分
の
視
点

の
相
関
的
（
部
分
的
）
真
実
性
を
開
示
（
積
極
的
）
す
る
・
・
・
境
界

を
定
め
る
こ
と
は
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
、
好
意
の
あ
る
設
定
で

あ
れ
ば
だ
が
。
畦
の
う
え
に
喧
嘩
な
し
。
協
同
。
国
境
地
帯
の
存
在
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（
そ
の
う
え
で
い
つ
も
新
し
い
思
潮
や
学
説
が
起
こ
る
）。（
バ
フ
チ
ン 

一
九
八
八
、二
八
八
頁
）

　

少
な
く
と
も
著
者
が
本
論
で
分
析
対
象
と
し
た
資
料
を
読
む
限
り
、

愛
・
好
意
に
関
す
る
バ
フ
チ
ン
の
記
述
は
断
片
的
で
あ
り
、
そ
の
意
図
を

必
ず
し
も
明
確
に
解
釈
で
き
て
は
い
な
い
。
し
か
し
本
論
で
検
討
し
て
き

た
論
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、話
者
の
「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」

で
あ
る
自
意
識
の
独
自
性
を
最
大
限
に
引
き
出
す
、
他
者
（
典
型
的
に
は

道
化
）
に
よ
る
否
定
的
評
価
に
対
す
る
尊
重
の
念
が
愛
・
好
意
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に

よ
っ
て
自
ら
に
下
さ
れ
る
否
定
的
評
価
を
喜
ぶ
話
者
の
様
子
が
複
数
箇

所
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
に
示
す
『
ラ
ケ
ス
』
か
ら
の
抜
粋
で

は
、
そ
の
話
者
の
一
人
の
ニ
キ
ア
ス
が
、「
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
人
間
」

と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
否
定
的
に
評
価
さ

れ
た
「
他
者
の
眼
に
映
る
人
間
」
の
も
の
と
な
り
、
多
面
的
な
検
討
の
対

象
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
「
楽
し
い
」
と
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
る

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
説
に
お
け
る
笑
い
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

も
、
こ
の
よ
う
な
好
意
・
愛
的
関
係
の
土
台
の
上
に
実
現
さ
れ
る
も
の
だ

と
バ
フ
チ
ン
は
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ニ
キ
ア
ス
：
誰
で
も
あ
ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
近
づ
い
て
話
を
し
て
い
ま
す

と
、
は
じ
め
は
何
か
他
の
こ
と
か
ら
話
し
出
し
た
と
し
ま
し
て
も
、
彼
の

言
葉
に
ず
っ
と
ひ
っ
ぱ
り
ま
わ
さ
れ
て
、
し
ま
い
に
は
か
な
ら
ず
話
が

そ
の
人
自
身
の
こ
と
に
な
り
、
現
在
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る

か
、
ま
た
い
ま
ま
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
、
を
言
わ
せ
ら
れ
る
は

め
に
な
る
の
で
す
。・
・
・
私
は
こ
の
人
と
つ
き
あ
う
の
が
楽
し
く
、
わ

れ
わ
れ
の
今
ま
で
に
し
た
こ
と
で
あ
れ
今
し
て
い
る
こ
と
で
あ
れ
、
そ
れ

が
り
っ
ぱ
な
仕
方
で
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る

こ
と
は
、
す
こ
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。（
プ
ラ
ト
ン 

一
九
七
五
ｂ
、
一
三
一
頁
）

　

Sullivan, Sm
ith, &

 M
atusov （2009, pp.340-341

）
も
、
バ
フ
チ
ン
の

ソ
ク
ラ
テ
ス
論
を
総
論
す
る
中
で
、
一
方
的
な
攻
撃
で
は
な
く
、
上
記
の

ニ
キ
ア
ス
の
こ
と
ば
に
あ
る
よ
う
に
、
人
々
が
相
互
に
批
判
を
行
い
な
が

ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
の
中
で
互
い
の
存
在
を
認
め
合
う
「
心
地
よ
い

共
同
体
の
価
値
」
を
創
出
し
て
い
く
こ
と
が
、
笑
い
の
本
質
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
裏
を
返
す
な
ら
ば
、
他
者
に
よ
る
否
定
的
評
価
は
、
双
方

へ
の
愛
・
好
意
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

を
失
い
、
相
手
の
笑
い
で
は
な
く
攻
撃
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
諸

刃
の
剣
な
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
の
言
動
を
快
く
思
わ
な

い
人
々
に
よ
っ
て
裁
判
に
引
き
出
さ
れ
、
無
実
の
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ

て
い
る
。
彼
が
投
げ
か
け
た
カ
ー
ニ
バ
ル
の
笑
い
は
、
決
し
て
す
べ
て
の

ア
テ
ネ
市
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
フ
チ
ン
（
一
九
八
八
、二
八
五
頁
）
は
、こ
の
よ
う
な
他
者
へ
の
態
度
を
、

笑
い
の
反
意
語
で
あ
る
「
怒
り
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
人
々
の
言

説
が
詩
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
状
況
に
お
い
て
発
生
す

る
情
動
的
反
応
と
い
え
る
。

　

現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
と
比
較
し
て
、
異
質
な
文
化

を
背
景
と
す
る
他
者
と
の
交
流
機
会
は
は
る
か
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
し

て
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
生
き
た
当
時
の
ア
テ
ネ
の
よ
う
に
、

社
会
経
済
的
な
地
位
の
低
下
も
加
わ
り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
既
存
の
権
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Es
sa

ys
　
—

威
的
な
道
徳
律
に
他
者
を
従
わ
せ
る
（
言
語
認
識
の
自
動
化
に
向
か
う
）
よ

う
な
交
流
の
あ
り
方
も
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
者

の
立
場
を
尊
重
し
、
彼
ら
と
同
じ
立
場
で
、
自
分
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
の
意
味
交
渉
を
行
う
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
他
者
が
持
ち
込
む
様
々
な
異
質
な
観
点
を
考

慮
し
な
が
ら
、
ま
た
同
時
に
、
自
分
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
を

探
り
続
け
る
（
言
語
認
識
の
異
化
に
向
か
う
）、ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
篇
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
の
登
場
人
物
ら
が
示
し
た
よ
う
な
、
揺
れ

動
く
自
意
識
を
展
開
し
、
ま
た
そ
れ
を
自
律
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
優
柔
不
断
さ
を
示
し
な
が
ら
も
、
他

者
へ
の
好
意
的
関
心
を
持
っ
て
、
他
者
と
共
に
生
き
る
道
を
探
り
続
け

る
、
賢
明
な
愚
者
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
発
揮
す
る
能
力
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
の

既
存
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
権
威
性
に
固
執
し
、
新
た
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

の
出
会
い
を
拒
絶
す
る
よ
う
な
認
識
の
揺
る
ぎ
な
さ
は
、
む
し
ろ
他
者
へ

の
怒
り
を
招
き
、
深
刻
な
暴
力
的
紛
争
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
点
で
不
適
切
な
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
他
者
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
通
し
、
自
分
た
ち
が
依

拠
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
柔
軟
に
変
更
で
き
る
人
々
が
展
開
す
る
小
説

お
よ
び
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
エ
を
理
想
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
る
バ
フ
チ
ン

の
議
論
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
い

え
る
。
他
者
と
の
出
会
い
を
紛
争
で
は
な
く
、
互
い
の
世
界
観
を
豊
か
に

創
造
し
て
い
く
機
会
に
し
て
い
く
た
め
、
多
く
の
市
民
が
他
者
へ
の
好

意
・
愛
を
は
ぐ
く
み
、
こ
の
他
者
と
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
笑
い
を
発
揮

で
き
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
バ
フ
チ
ン
の
詩
・

小
説
論
か
ら
引
き
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。

〈
注
〉

1　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
バ
フ
チ
ン
が
多
用
す
る
概
念
で
あ
り
、
個
々
人
に
お
い
て
抱
か

れ
社
会
的
な
共
有
も
期
待
さ
れ
る
イ
デ
エ
（
観
念
：
考
え
て
い
る
こ
と
）
の
総
体

な
い
し
抽
象
的
な
意
味
を
含
む
世
界
観
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
田
島 

二
〇
一
九
ｂ
、

一
六
四
頁
／
二
〇
一
九
ｃ
、
一
九
四
頁
）。
バ
フ
チ
ン
の
議
論
に
お
い
て
、
こ
と
ば

も
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ほ
ぼ
同
義
の
概
念
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
箇
所
も
多
い
。

2　

異
化
は
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
運
動
の
中
心
人
物
だ
っ
た
文
芸
学
者
・
シ
ク

ロ
フ
ス
キ
ー
、
V
・
B
に
よ
り
、
ま
た
自
動
化
は
や
は
り
こ
の
運
動
に
参
加
し
て
い

た
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
、 

L
・
P
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

3　

プ
ラ
ト
ン
の
著
作
は
執
筆
時
期
に
よ
り
、
初
期
・
中
期
・
後
期
に
分
類
さ
れ
る
（
上

田 

二
〇
〇
一
、一
︱
九
頁
）。
バ
フ
チ
ン
（
一
九
九
六
、二
二
七
頁
）
は
、
後
期
の
著

作
に
お
い
て
は
自
ら
の
教
説
を
弟
子
に
教
え
込
む
「
内
容
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
主
義
」
が

見
ら
れ
る
と
指
摘
し
、
分
析
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。
バ
フ
チ
ン
の
論
に
従
い
、

本
論
文
の
分
析
対
象
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
・
中
期
の
作
品
に
限
っ
て
い
る
。

4　

二
〇
一
九
年
八
月
二
十
四
日
に
訪
問
し
た
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
ス
ト
ナ
ハ
ト
博
物
館

(D
eutsches Fastnachtm

useum
)

に
お
け
る
展
示
物
解
説
お
よ
び
、
博
物
館
専
門
ガ

イ
ド
のB

ritta Volbers

氏
に
よ
る
解
説
に
基
づ
く
。

5　

晩
年
に
記
録
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
バ
フ
チ
ン
は
、
彼
が
若
い
頃
に
属

し
て
い
た
学
術
サ
ー
ク
ル
の
雰
囲
気
を
、「
学
識
あ
る
道
化
師
や
い
た
ず
ら
者
」
が

幅
広
い
テ
キ
ス
ト
を
読
み
込
み
、
ま
た
そ
れ
ら
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
諷
刺
す
る
、
陽

気
な
祭
典
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る (G

ratchev &
 M

arinova, 2019, 
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。
彼
の
い
う
カ
ー
ニ
バ
ル
は
、
彼
自
身
が
体
験
し
た
、
こ
の
よ
う
な
学
術

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
舞
台
装
置
と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
付
記
〉

　

本
論
文
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研

究
（
C
）・
課
題
番
号: 18K

03060
・
平
成 

三
十 

年
採
択
）
の
助
成
を
受
け
て
執
筆
し
た
。

〈
引
用
文
献
〉

バ
フ
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ン
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M
・
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三
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︱
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Es
sa

ys
　
—

プ
ラ
ト
ン
序
説　

新
書
館
）

廣
川
洋
一
（
一
九
八
〇
）． 

プ
ラ
ト
ン
の
学
園
ア
カ
デ
メ
イ
ア　

岩
波
書
店

逸
見
喜
一
郎
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On Fujiwara Teika’s Waka Poetry: From the Viewpoint of Realism

Seiichi MURAO 

Summary

 In the history of Japanese Waka and Tanka poetry, the concept of realism (Syasei or 
sketching) was proposed by Masaoka Shiki in the Meiji era. It is generally supposed realism 
implies the denial of the traditional principles of Waka. Fujiwara Teika, in the Heian-Kamakura 
era, is one of the most representative poets of traditional Waka, but his poetics may not necessar-
ily contradict Shiki’s realistic principles. I will examine the relationship of the modern and tra-
ditional Japanese poetics of Waka, represented by Shiki and Teika respectively, in the following 
four steps: 1. Re-examination of Shiki’s criticism of Teika’s Waka  2. Reconsideration of Shiki’s 
theory of realism in its relation to the realist painter of the Edo era, Maruyama Oukyo 3. Recon-
sideration of Teika’s theory of Miruyou, which, literally, means “express as if it were visible to 
the eye” 4. Analysis of Teika’s Waka.
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は
じ
め
に

　
こ
の
論
で
、
藤
原
定
家
の
文
学
が
近
代
に
お
け
る
写
生
１
を
先
取
り
し

て
い
る
な
ど
と
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
な
ら
、

古
典
を
読
む
上
で
の
重
大
な
錯
誤
を
犯
す
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
定

家
の
文
学
は
近
代
的
な
写
生
と
は
無
縁
な
も
の
だ
と
論
じ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
現
在
の
和
歌
研
究
の
言
説
と
し
て
、
粗
い
感
触
の
常
識
論
に
す
ぎ

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
定
家
の
文
学
の
中
に
、
そ
の
表
現
の
あ
り
方
の
中
に
、
写
生
的
な
も
の

に
通
じ
る
も
の
が
無
い
か
と
言
え
ば
、
無
い
と
即
答
で
き
る
と
は
思
え
な

い
。
和
歌
は
人
の
心
や
自
然
を
詠
む
も
の
だ
か
ら
、
と
い
う
正
し
い
け
れ

ど
も
、
あ
ま
り
に
単
純
化
さ
れ
た
概
念
に
、
そ
れ
を
起
因
さ
せ
て
も
何
に

も
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
私
達
の
、
懐
疑
を
し
な
が
ら
も
捉
え
ら
れ
続
け

て
い
る
、
近
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
、
和
歌
・
短
歌
史
の
用
語
で
言
え
ば
、

写
生
と
い
う
概
念
を
軸
と
し
て
、
定
家
の
文
学
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、

無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
写
生
と
い
う

概
念
へ
の
認
識
の
上
で
も
、
有
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、
子
規
と
定
家

　
近
代
短
歌
を
支
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
、
写
生
の
淵
源
は
、
正
岡
子
規
に
辿

藤
原
定
家
写
生
論
︱
正
岡
子
規
を
視
座
に
︱

村
尾
誠
一

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
、
写
生
と
い
う
概
念
の
導
入
に
よ
っ

て
、
古
典
和
歌
か
ら
近
代
短
歌
へ
の
転
換
を
進
め
た
存
在
が
子
規
だ
と
い

う
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
も

有
名
な
文
言
で
、古
典
和
歌
の
規
範
で
あ
る『
古
今
和
歌
集
』を
否
定
し
、紀

貫
之
を
否
定
し
た
わ
け
だ
が
、
中
世
以
降
の
、
明
治
初
期
の
保
守
的
な
歌

人
も
含
む
、
古
典
主
義
的
和
歌
の
大
成
者
と
も
言
え
る
藤
原
定
家
に
つ
い

て
は
、
子
規
は
や
や
不
明
瞭
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
こ
の

論
の
具
体
的
な
発
端
と
し
た
い
。

　
子
規
の
定
家
評
と
し
て
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
は
、
貫
之
に
対
す
る
文
言

に
続
く
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
次

の
一
節
で
あ
る
２
。

古
今
集
以
後
に
て
は
新
古
今
稍
す
ぐ
れ
た
り
と
相
見
え
候
。
古
今
よ
り
も

善
き
歌
を
見
か
け
申
候
。
併
し
其
善
き
歌
と
申
す
も
指
折
り
て
数
へ
る
程

の
事
に
有
之
候
。
定
家
と
い
ふ
人
は
上
手
か
下
手
か
訳
の
分
か
ら
ぬ
人
に

て
、
新
古
今
の
撰
定
を
見
れ
ば
少
し
は
訳
の
分
か
つ
て
居
る
の
か
と
思
へ

ば
、
自
分
の
歌
に
は
ろ
く
な
者
無
之
「
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
」「
見

わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
」
抔
が
人
に
も
て
は
や
さ
る
る
位
の
者
に
有
之
候
。

定
家
を
狩
野
派
の
画
師
に
比
す
れ
ば
探
幽
と
善
く
相
似
た
る
か
と
存
候
。

定
家
に
傑
作
無
く
探
幽
に
も
傑
作
無
し
。
併
し
定
家
も
探
幽
も
相
当
の
錬

磨
の
力
は
あ
り
て
如
何
な
る
場
合
も
可
な
り
に
や
り
こ
な
し
申
候
。
両
人

の
名
誉
は
相
如
く
程
の
位
置
に
居
り
て
、
定
家
以
後
和
歌
の
門
閥
を
生
じ
、
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探
幽
以
後
画
の
門
閥
を
生
じ
、
両
家
と
も
門
閥
を
生
じ
た
る
後
は
歌
も
画

も
全
く
陳
腐
致
候
。
い
つ
の
代
如
何
な
る
伎
芸
に
て
も
歌
の
格
、
画
の
格

な
ど
い
ふ
や
う
な
格
が
き
ま
つ
た
ら
最
早
進
歩
致
す
間
敷
候
。

　
　
お
ど
ろ
く
ほ
ど
上
か
ら
見
下
ろ
す
視
点
で
定
家
を
否
定
し
て
い
る
わ
け

だ
が
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
に
は
共
感
す
る
部
分
を
残
し
て
い
る
。

定
家
の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
自
分
の
歌
に
は
ろ
く
な
者
無
之
」
と
し
て

全
否
定
的
な
文
言
で
、
さ
ら
に
狩
野
派
の
探
幽
に
重
ね
て
、
探
幽
に
も
定

家
に
も
傑
作
は
な
い
と
切
り
捨
て
な
が
ら
も
、「
上
手
か
下
手
か
訳
の
分

か
ら
ぬ
人
」
と
い
う
評
で
と
ま
ど
っ
て
い
る
３
。
類
型
的
な
作
風
の
御
用

絵
師
と
さ
れ
る
探
幽
と
比
す
る
の
は
興
味
深
い
が
、
絵
と
の
関
係
は
次
節

で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
と
い
う
問

題
は
、
複
数
撰
者
の
一
人
だ
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
も
、
伝
統
和
歌
の

中
核
を
な
す
二
条
派
和
歌
の
「
正
風
体
」４
と
の
関
連
で
、
問
題
を
含
ま

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
の
子
規
の
認
識
を
論
じ
て
も
仕
方
な

い
で
あ
ろ
う
。
　

　『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
は
、「
八
た
び
」「
九
た
び
」
で
、
古
典
和

歌
に
お
け
る
「
善
き
歌
」
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。「
八
た
び
」
で
は
専
ら

源
実
朝
の
『
金
槐
和
歌
集
』
の
作
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、「
九
た
び
」

で
は
、
家
集
以
外
の
実
朝
の
四
首
を
あ
げ
た
後
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の

歌
八
首
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
八
首
は
、
藤
原
実
定
・
源
信
明
・
西
行
・

能
因
・
慈
円
・
読
人
し
ら
ず
・
俊
恵
・
伝
教
大
師
で
あ
り
、
新
古
今
当
代

の
代
表
的
な
歌
人
の
作
品
は
薄
く
、
こ
の
歌
集
を
論
ず
る
と
い
う
の
に
は
、

頼
り
な
い
選
で
は
あ
る
が
、
さ
す
が
に
興
味
深
い
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
新
古
今
時
代
の
歌
人
で
あ
る
実
定
の

歌
は
、
ま
さ
に
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
。
春
上
所
収
５
の

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波

に
つ
い
て
、「
此
歌
の
如
く
客
観
的
に
景
色
を
善
く
写
し
た
る
者
は
新
古

今
以
前
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
こ
れ
ら
も
此
集
の
特
色
と
し
て
見
る
べ
き

者
に
候
。」
と
い
う
注
目
す
べ
き
評
か
ら
は
じ
ま
る
。
子
規
の
文
学
理
念

に
お
い
て
「
客
観
的
」
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
り
、「
六
た
び
」
に
よ
れ

ば
、
景
色
な
り
へ
の
感
動
を
基
に
、
感
情
語
を
交
え
ず
、
そ
の
景
色
を
そ

の
ま
ま
写
し
取
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
客
観
的
」
と
い
う
の
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
歌
を
抽
く
基

準
で
あ
り
、
冬
所
収
の
信
明
の

ほ
の
ぼ
の
と
有
明
の
月
の
月
影
に
紅
葉
吹
き
お
ろ
す
山
お
ろ
し
の
風

同
じ
く
冬
所
収
の
能
因
の

閨
の
上
に
か
た
え
さ
し
お
ほ
ひ
外
面
な
る
葉
広
柏
に
霰
ふ
る
な
り

も
「
客
観
的
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
読
人
し
ら
ず
の
、
雑
下
所
収
歌

さ
さ
波
や
比
良
山
風
の
海
吹
け
ば
釣
す
る
蜑
の
袖
か
へ
る
見
ゆ

は
、『
万
葉
集
』
に
由
来
す
る
一
首
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
「
実
景
を

其
儘
に
写
し
」
と
い
う
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
実
定
歌
に
つ
い
て
は
、「
霞
の
間
よ
り
」
の
句
が
瑕
だ
と
指

摘
す
る
。
一
面
が
霞
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
り
、
海
も
霞
み
入
日
も
霞
み
な

が
ら
没
し
て
行
く
所
に
趣
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
お
そ
ら
く
実
景
も
そ
の
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よ
う
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
に
対
す
る

批
判
が
す
で
に
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』
に
あ
る
こ
と
は
、
久
保
田
淳
に
よ

り
指
摘
さ
れ
て
い
る
６
。
長
明
は
、
下
句
の
「
入
り
日
を
洗
ふ
」
に
対
し

て
、
上
句
の
景
の
構
成
が
釣
り
合
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
久
保
田
は
、
霞

の
間
か
ら
物
を
見
る
歌
は
す
で
に
王
朝
和
歌
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
指

摘
し
、
霞
の
切
れ
目
か
ら
夕
日
が
見
え
た
様
で
あ
り
、
物
の
あ
わ
い
か
ら

見
る
と
い
う
中
世
的
美
意
識
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
歌
は
、
実
定
の
私
家
集
『
林
下
集
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原

公
通
家
の
十
首
和
歌
会
で
の
「
晩
霞
」
を
題
に
す
る
題
詠
で
あ
る
。
ま
た
、

「
な
ご
の
海
」
は
、
越
中
・
丹
後
・
摂
津
な
ど
場
所
に
諸
説
が
あ
る
歌
枕

で
あ
る
。
久
保
田
は
摂
津
と
実
定
は
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
す
る
が
、
京
都
近
傍
で
は
あ
れ
、
彼
が
実
際
に
足
を
運
ん
で
詠
ん
だ
と

い
う
の
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
景
色
そ
の
も
の
が
、
想
像
力

に
よ
り
構
成
さ
れ
た
歌
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
お
そ
ら
く
、
長
明
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
歌
に
対
す
る
評
釈
は
、
題
詠

に
よ
る
「
叙
景
歌
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
実

景
を
見
た
ま
ま
に
写
生
す
る
と
い
う
想
像
は
な
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

子
規
の
場
合
も
、「
客
観
的
」
な
表
現
で
あ
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
必
ず

し
も
現
実
に
見
え
た
風
景
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い
る
と
は
考
え
て

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
万
葉
を
原
歌
と
す
る
「
さ
さ
波
や
」
の
歌
に
対
す
る

実
景
を
そ
の
ま
ま
写
す
と
す
る
評
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
そ
の

あ
た
り
の
あ
り
方
は
再
考
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
こ
か
で
目
に
し
た
、
霞

の
中
を
波
立
つ
海
に
沈
ん
で
行
く
夕
日
に
対
す
る
観
察
と
そ
の
記
憶
が

存
在
し
、
そ
の
上
で
、
歌
枕
の
地
の
一
首
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
考
え
て
い
た
と
想
像
し
て
み
た
い
。

　
ま
た
、
信
明
の
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は

「
題
し
ら
ず
」
で
あ
る
が
、『
信
明
集
』
に
遡
れ
ば
、
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
子
規
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

「
け
し
き
も
淋
し
く
艶
な
る
に
、
語
を
畳
み
か
け
て
調
子
取
り
た
る
処
い

と
め
ず
ら
か
に
覚
え
候
」
と
、
様
々
な
景
物
を
重
ね
て
ゆ
く
構
成
の
巧
み

さ
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
能
因
の
「
閨
の
上
に
」
は
、
や
は
り
「
題
し
ら
ず
」
歌
で
あ
り
、
こ
の

歌
は
出
典
が
未
詳
で
あ
る
。
現
代
の
注
で
も
「
い
か
に
も
作
者
の
草
庵
生

活
を
髣
髴
と
さ
せ
る
」７
な
ど
と
評
さ
れ
る
。
子
規
は
「
上
三
句
複
雑
な

る
趣
を
現
さ
ん
と
て
稍
混
雑
に
陥
り
た
れ
ど
、
葉
広
柏
に
霰
の
は
ぢ
く
趣

は
極
め
て
面
白
く
候
」
と
、
構
成
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
「
趣
」
に
注
目
し

て
い
る
。

　
子
規
は
、
こ
れ
等
「
善
き
歌
」
に
、
基
本
的
に
は
何
ら
か
の
形
で
の
写

生
の
存
在
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
見
て
来
た
よ
う
に
、
そ
の
構
成

に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
目
に
映
る
物
を
そ
の
ま
ま
写
す
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
構
成
す
る
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
る
。
子
規
の
言
葉
で
言
え
ば

「
配
合
」
で
あ
ろ
う
。『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
は
「
十
た
び
」
に
お
い

て
、「
配
合
」
は
論
じ
ら
れ
る
が
、
汽
車
な
ど
の
近
代
文
明
の
産
物
を
詠

み
込
む
時
に
、
す
で
に
「
趣
」
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
物
と
組
み
合
わ

す
と
よ
い
と
い
う
議
論
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
配
合
」
は
、
子
規
の
歌

論
や
俳
論
で
頻
出
し
、
お
お
よ
そ
構
成
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
子
規
は
他
に
も
西
行
の

さ
び
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
庵マ
マを
並
べ
ん
冬
の
山
里

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
西
行
の
心
は
こ
の
歌
に
現
れ
居
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候
」
と
、
西
行
の
心
情
の
発
露
を
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
の
在
り
方
を

そ
の
ま
ま
に
詠
む
こ
と
も
、
子
規
の
言
う
写
生
の
範
囲
だ
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
「
庵
を
並
べ
ん
」
と
い
う
表
現
が
斬
新
で

「
趣
味
あ
る
趣
向
」
だ
と
し
、「
冬
の
」
と
置
く
の
も
、
尋
常
の
歌
人
の

「
手
段
」
で
は
な
い
と
、
意
識
的
に
言
葉
を
構
築
し
て
行
く
歌
の
構
成
に

つ
い
て
も
目
を
向
け
て
い
る
。

　『
新
古
今
和
歌
集
』
の
「
善
き
歌
」
に
対
す
る
子
規
の
言
説
を
見
て
き

た
が
、
定
家
自
身
の
歌
に
つ
い
て
は
、
迂
曲
に
「
人
に
も
て
は
や
さ
る
る

位
の
も
の
」
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
る
が
、
二
首
の
歌
を
引
い
て
い
る
。

駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
蔭
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

子
規
の
評
は
消
極
的
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
子
規
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

客
観
的
な
叙
景
と
し
て
、
印
象
的
な
景
を
描
き
出
し
て
い
る
と
読
め
な
く

も
な
い
。「
駒
と
め
て
」
な
ど
は
、
有
名
な
評
論
「
明
治
二
十
九
年
の
俳

句
界
」８
で
言
う
「
印
象
明
瞭
」
な
作
品
と
評
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思

わ
れ
る
。

　
定
家
の
こ
の
二
首
の
作
品
に
つ
い
て
は
最
後
の
節
で
も
触
れ
る
が
、

「
み
わ
た
せ
ば
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
茂
吉
に
つ
い
て
言
及
す
る
必

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
茂
吉
の
定
家
観
は
「
全
力
的
」
で
は
な
い
と
し
て
、

否
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
９
、
こ
の
歌
を
客
観
的
な
叙
景
の
歌
と
し
て
詠

も
う
と
し
よ
う
と
す
る
目
は
執
拗
な
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
大
正
八
年
刊
行
の
『
童
馬
漫
語
』
の
「
定
家
の

歌
一
首
」10
で
、
自
身
は
、
花
も
紅
葉
も
な
い
海
岸
の
寂
し
い
風
景
を
詠

ん
だ
も
の
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
古
注
で
の
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
を
基

に
し
て
い
る
と
い
う
見
解
や
、「
花
も
紅
葉
も
い
ら
な
い
ほ
ど
だ
」
と
い
う

美
意
識
の
表
明
を
表
に
し
た
解
釈
に
接
し
た
お
ど
ろ
き
を
述
べ
て
い
る
。

無
論
、
自
説
が
正
し
く
、
他
の
解
は
「
幽
玄
」
な
ど
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら

く
る
誤
読
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
写
生
的
な
歌
と
し

て
こ
の
歌
を
理
解
し
た
い
と
い
う
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
方
法
的
に
、
自
分
達
に
近
い
も
の
を
定
家
に
も
認
め
よ
う
と
す
る
も
の

だ
が
、「
平
凡
な
幼
稚
な
歌
」
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
は
執
拗
で
あ
り
、
昭
和
六
年
に
な
っ
て

『
ア
ラ
ラ
ギ
』
誌
上
で
こ
の
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
「
二
た
び
定
家
の
歌

一
首
」「
二
た
び
定
家
の
歌
一
首
補
遺
」
の
二
つ
の
論
文
で
、
当
時
気
鋭

の
国
文
学
者
谷
鼎
が
「
花
も
紅
葉
も
い
ら
ぬ
程
に
」
と
解
釈
す
る
の
に
反

駁
す
る
。

　
こ
れ
は
徹
底
し
た
論
証
的
な
反
駁
で
、「
も
な
か
り
け
り
」
と
い
う
和

歌
の
用
例
を
勅
撰
集
中
の
四
十
首
に
つ
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
は
『
長
秋

詠
草
』
や
『
拾
遺
愚
草
』、
果
て
は
散
文
作
品
ま
で
調
べ
上
げ
、
す
べ
て

「
も
無
カ
ッ
タ
ワ
イ
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
、「
も
要
ラ
ヌ
ワ
イ
」
と
か

「
も
及
バ
ヌ
ホ
ド
ダ
ワ
イ
」
と
い
っ
た
例
は
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
も
の

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
定
家
の
歌
を
、
実
景
を
前
に
し
て
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
詠
ま
れ
た
作
品
と
し
て
見
た
い
強
い
意
志
で

あ
ろ
う
。
写
生
と
い
う
方
法
に
対
す
る
確
信
で
あ
り
、
そ
こ
に
定
家
を
置

く
こ
と
で
、
自
分
達
の
作
品
が
は
る
か
に
凌
駕
す
る
水
準
に
あ
る
の
を
確

信
し
た
い
の
だ
と
思
う
。
こ
の
茂
吉
の
態
度
は
、
茂
吉
な
ら
で
は
の
独
自

性
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
が
、
子
規
の
そ
れ
の
延
長
上
に
あ
る
と
は
言
え
よ

う
。
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二
、
子
規
の
写
生
追
考

　
東
京
芸
術
大
学
美
術
館
で
催
さ
れ
た
「
円
山
応
挙
か
ら
近
代
京
都
画
壇

へ
」
と
い
う
展
覧
会
（
二
〇
一
九
年
八
月
か
ら
九
月
）
は
、
写
生
の
問
題

を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

　
日
本
絵
画
史
に
お
け
る
写
生
の
は
じ
ま
り
を
応
挙
に
見
て
、
そ
の
弟
子

呉
春
（
蕪
村
の
弟
子
で
も
あ
る
）
か
ら
流
れ
る
四
条
派
と
あ
わ
せ
て
、
円
山
・

四
条
派
の
写
生
の
流
れ
の
中
か
ら
、
京
都
に
お
け
る
近
代
日
本
画
が
成
立

す
る
と
い
う
展
望
を
、
実
際
の
作
品
で
も
っ
て
示
す
と
い
う
意
欲
的
な
展

観
で
あ
っ
た
。
充
実
し
た
図
録
が
編
ま
れ
、『
芸
術
新
潮
』
誌
も
、
九
月

号
で
「
応
挙
に
は
じ
ま
る
。「
日
本
画
」
誕
生
！
」
と
い
う
特
集
を
組
ん

だ
11
。

　
応
挙
を
写
生
の
祖
と
見
る
の
は
、
上
田
秋
成
の
『
膽
大
小
心
録
』
で

の
「
絵
は
応
挙
が
世
に
出
て
、
写
生
と
い
ふ
事
の
は
や
り
出
て
、
京
中
の

絵
が
皆
一
手
に
な
つ
た
事
じ
や
」12
と
い
う
有
名
な
同
時
代
評
に
よ
る
が
、

展
覧
会
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
示
さ
れ
た
。
現
代
の
日
本
美
術
史
の
概

説
、
例
え
ば
、
辻
惟
雄
『
日
本
美
術
の
歴
史
』
で
も
、「
合
理
主
義
の
視

覚

│
応
挙
の
写
生
主
義
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
、「
南
画
の
主
観
主

義
的
な
性
格
に
対
し
、
客
観
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
」
の
が
応
挙
だ
と
し

て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
自
然
主
義
的
な
手
法
」
に
示
唆
さ
れ
、「
こ
れ

を
、
中
国
画
の
写
実
手
法
や
日
本
の
装
飾
画
法
と
折
衷
さ
せ
て
、
明
快
な

写
実
的
画
風
を
完
成
さ
せ
た
。」
と
い
う
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
13
。

　
子
規
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
日
本
の
美
術
研
究
や
行
政
に
深
く
関
わ
っ
た

フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
、
そ
の
遺
著
『
東
洋
美
術
史
綱
（Epochs of C

hinese and 
Japanese Art)

』
の
「
近
代
京
都
の
庶
民
美
術
（M

odern plebeian art in 
K

ioto

）」
の
章
で
、
応
挙
に
つ
い
て
も
重
視
し
、
応
挙
か
ら
は
じ
ま
る
円

山
・
四
条
派
の
流
れ
を
、
京
都
庶
民
美
術
の
主
流
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
応

挙
の
方
法
を
「
写
実
主
義
（realism

）」
と
し
て
捉
え
、
師
事
し
た
石
田

幽
汀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
指
向
、
元
朝
の
中
国
絵
画
、
さ
ら
に
は
動
植
物
や
近

傍
の
風
景
のsketch

な
ど
か
ら
学
ん
だ
と
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
応

挙
門
下
の
第
五
世
代
と
し
て
京
都
日
本
画
の
重
要
人
物
竹
内
栖
鳳
の
名

を
あ
げ
て
、
こ
の
年
若
い
美
術
学
校
の
教
師
に
つ
い
て
「
真
に
偉
大
な
人

物
を
現
に
得
て
い
る
（w

e have one really great m
an

）」
と
し
て
、
京
都

画
壇
へ
の
系
譜
も
ほ
ぼ
迷
う
こ
と
な
く
引
い
て
い
る
14
。

　
子
規
も
応
挙
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
十
一

年
（
一
八
九
八
）
十
二
月
十
日
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
写
生
・
写
実
」
と
す

る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
15
。
日
本
の
絵
画
界
で
写
生
が
「
や
か
ま
し
く
な
っ

た
」
の
は
こ
こ
百
年
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
の
金
岡
や
住

吉
・
土
佐
派
な
ど
の
起
こ
っ
た
頃
ま
で
は
、
幼
稚
な
が
ら
も
写
生
の
時
代

で
あ
っ
た
が
、
足
利
時
代
の
中
国
画
風
の
影
響
か
ら
「
雅
」
が
重
視
さ
れ
、

写
生
が
失
わ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
後
、
光
琳
が
出
て
、
没
骨
画
（
輪
郭
線

を
画
か
な
い
画
法
）
が
行
わ
れ
、
草
木
の
み
で
は
あ
れ
写
生
が
復
活
し
た

と
す
る
。
そ
の
上
で
応
挙
を
「
輪
郭
的
写
生
」
と
し
て
円
山
・
四
条
派
の

流
れ
が
出
来
た
と
す
る
。
そ
の
写
生
は
、
鯉
の
「
三
十
六
枚
の
鱗
が
チ
ャ

ン
と
明
瞭
に
一
枚
一
枚
見
え
て
居
る
」
と
い
う
「
理
屈
的
写
生
」
だ
と
す

る
。
応
挙
の
写
生
に
つ
い
て
は
到
底
不
完
全
だ
と
す
る
（
実
際
に
鱗
が
一

枚
一
枚
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
美
観
と
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い

と
す
る
）。

　
子
規
は
さ
ら
に
、
よ
う
や
く
油
絵
が
入
り
、
写
生
が
完
全
に
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
写
生
に
、「
理
屈
的
写
生
」
に
対
し
て
「
感
情

的
写
生
」
と
い
う
、
興
味
深
い
名
を
与
え
て
い
る
。
油
絵
で
は
、
絵
具
の

色
で
輪
郭
を
作
り
、
群
像
の
画
で
も
、
一
人
一
人
が
写
生
で
あ
る
と
、
そ
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の
写
生
の
徹
底
を
言
う
。
そ
の
上
で
、
日
本
画
家
が
精
神
と
い
う
言
葉
で

写
生
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
、
土
瓶
の
写
生
も
満
足
に
出
来
な
い
な

ど
と
、
挑
発
的
な
評
を
下
し
て
い
る
。

　
今
回
の
展
覧
会
で
見
る
限
り
、
子
規
の
批
評
は
、
応
挙
の
作
品
を
ど
れ

ほ
ど
見
て
い
る
の
か
と
疑
問
を
持
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
鱗
の
こ
と
な
ど

は
そ
の
特
色
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
詳
細
な
実
物
の
観
察
に

即
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
物
を
見
る
距
離
か
ら
で
は
な
く
、

よ
り
近
づ
い
た
視
点
か
ら
詳
細
な
観
察
を
行
っ
た
結
果
で
も
あ
ろ
う
。
応

挙
の
写
実
は
、
動
植
物
や
風
景
を
、
ま
さ
に
徹
底
的
に
観
察
し
て
写
し
た

産
物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
写
生
を
集
め
た
「
写
生
図
巻
」
な
ど
の
リ
ア
リ

ズ
ム
は
、
お
そ
ら
く
子
規
の
批
判
を
寄
せ
付
け
な
い
迫
力
が
あ
る
と
断
じ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
こ
の
展
覧
会
で
は
、
明
治
期
の
「
日
本
画
」16
と
の
対
比
（
応

挙
か
ら
の
系
譜
を
辿
ら
せ
る
わ
け
だ
が
、
展
開
の
果
て
の
姿
と
の
対
比
は
な
さ

れ
て
し
ま
う
）
も
顕
在
化
す
る
。
人
物
や
動
植
物
や
地
勢
な
ど
の
素
材
の

描
出
は
、
応
挙
か
ら
の
系
譜
と
い
う
こ
と
で
見
え
て
く
る
の
だ
が
、
特
に

風
景
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、
全
体
の
画
面
を
ま
と
め
上
げ
て
行
く
、

空
気
感
や
光
（
明
暗
）
の
表
現
な
ど
は
、か
な
り
相
違
が
あ
る
。
十
九
世
紀

後
半
の
西
洋
絵
画
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
明
治
以
後
の
表
現
は
精
密
化

す
る
と
も
言
え
よ
う
。
技
法
と
い
う
面
で
の
発
展
は
明
白
に
見
え
て
い
る
。

明
治
三
十
一
年
の
子
規
の
眼
は
、
洋
画
家
中
村
不
折
な
ど
と
の
交
流
を
経

て
、
西
洋
絵
画
、
油
絵
へ
の
嗜
好
に
傾
い
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、
応
挙
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
が
生
じ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
所
と

も
言
え
よ
う
。

　
全
体
の
画
面
と
い
う
こ
と
で
は
、
日
本
絵
画
の
場
合
、
襖
絵
や
屏
風
と

い
っ
た
形
で
画
面
が
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
画
家
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
（
西
洋
画
で
も
同
様
な
事
情
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
）。
こ

の
展
覧
会
で
も
、
眼
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
兵
庫
県
大
乗
寺
の
応
挙
の

襖
絵
は
、
金
地
の
上
に
応
挙
得
意
の
孔
雀
が
画
か
れ
て
い
て
有
名
で
あ
る

が
、
主
材
と
な
る
孔
雀
は
、
そ
の
羽
根
を
は
じ
め
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て

細
部
ま
で
詳
細
に
描
き
こ
ま
れ
て
お
り
、
見
事
な
写
生
の
産
物
で
あ
る
。

そ
の
孔
雀
は
磐
の
上
に
乗
り
、
そ
の
上
に
は
老
松
が
懸
か
っ
て
い
る
。
磐

の
表
現
も
秀
逸
で
あ
り
、
松
も
葉
先
に
至
る
ま
で
忠
実
な
写
生
の
産
物
で

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
全
体
の
風
景
は
必
ず
し
も
自
然
の

風
景
で
は
な
く
、
襖
絵
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
配
置
さ
れ
た
風
景
だ
と
言
っ

て
よ
か
ろ
う
。

　
配
置
、
配
合
は
、
子
規
に
と
っ
て
も
、
重
要
で
あ
り
、
写
生
が
、
単
に

そ
こ
に
あ
る
も
の
だ
け
を
そ
の
ま
ま
描
写
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
「
六

た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
で
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
絵
画
に
触
れ

て
い
て
、
子
規
の
写
生
と
絵
画
の
関
係
の
密
接
さ
を
思
わ
せ
る
の
だ
が
、

「
写
実
」
は
今
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
を
写
す
の
か
と
の
批
判
に
対
し
て
、

生
の
写
実
と
申
す
は
、
合
理
非
合
理
事
実
非
事
実
の
謂
に
て
は
無
之
候
。

油
絵
師
は
必
ず
写
生
に
依
り
候
へ
ど
も
、
そ
れ
で
神
や
妖
怪
や
あ
ら
れ
も

な
き
事
を
面
白
く
画
き
申
候
。
併
し
神
や
妖
怪
を
画
く
に
も
勿
論
写
生
に

依
る
も
の
に
て
、
只
有
の
儘
を
写
生
す
る
と
、
一
部
一
部
の
写
生
を
集
め

る
と
の
相
違
に
有
之
、
生
の
写
実
も
同
様
の
事
に
候
。

と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
実
は
応
挙
を
は
じ
め
と
す
る
、
日
本
の

写
実
主
義
絵
画
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
さ
ら
に
は
、

和
歌
・
短
歌
に
お
い
て
も
、
特
に
題
詠
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
あ
て
は
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
の
応
挙
の
作
品
で
い
う
な
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ら
ば
、
襖
や
屏
風
と
い
っ
た
画
を
描
く
枠
組
み
が
、
題
詠
や
本
意
と
い
う

古
典
和
歌
の
詠
ま
れ
る
べ
き
枠
組
み
と
、
共
通
し
た
役
割
を
持
つ
と
い
う

の
も
附
会
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
や
や
論
が
古
典
和
歌
に
性
急
に
向
か
っ
た
が
、
子
規
に
戻
っ
て
も
、
題

詠
的
な
世
界
は
存
在
す
る
。『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
明
治
三
十
一
年

以
前
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
作

品
は
存
在
す
る
。

　『
竹
乃
里
歌
』
に
は
、
明
治
三
十
三
年
の
作
品
と
し
て
「
艶
麗
体
」
と

題
す
る
十
一
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
17
。

春
の
夜
の
衣
桁
に
掛
け
し
錦
襴
の
ぬ
ひ
の
孔
雀
を
照
す
と
も
し
火

と
い
う
一
首
か
ら
は
じ
ま
り
、
お
そ
ら
く
は
遊
里
や
西
洋
館
な
ど
を
舞
台

に
し
た
「
艶
麗
」
な
世
界
が
広
が
る
。

　
最
初
の
一
首
は
、
衣
桁
に
掛
け
ら
れ
た
孔
雀
の
刺
繍
の
あ
る
錦
襴
の
着

物
を
、
と
も
し
火
が
照
ら
す
と
い
う
、
艶
や
か
な
情
景
で
あ
る
。
子
規
の

日
常
に
こ
う
し
た
光
景
は
な
く
、
若
い
頃
の
遊
里
の
記
憶
と
し
て
も
華
麗

に
過
ぎ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ひ
た
す
ら
観
念
的
で
情
景
を
喚
起
し
な

い
か
と
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
逆
で
あ
り
、
類
型
的
で
は
あ
れ
、
む
し
ろ
類

型
的
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
情
景
を
読
み
手
に
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
模
様
の
、
華
麗
な
姿
態
と
色
彩
を
も
っ
た
孔
雀
は
、
応
挙
も
得
意
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
鳥
自
体
も
同
じ
歌
群
で
、

海
棠
の
花
さ
く
庭
の
檻
の
内
に
孔
雀
の
鳥
の
雌
雄
を
飼
ひ
た
り

青
鳥
の
孔
雀
の
鳥
が
笠
の
如
く
う
ち
ひ
ろ
げ
た
る
し
だ
り
尾
の
玉

な
ど
と
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
子
規
に
は
鳥
を
飼
う
趣
味
が
あ
っ
た
が
、
孔

雀
を
飼
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
孔
雀
を
観
察
す
る
機
会
は
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
孔
雀
の
特
徴
的
な
姿
態
は
、
実
物
に
触
れ
る

と
と
も
に
、
応
挙
を
は
じ
め
様
々
な
絵
画
表
現
な
ど
も
含
め
て
、
読
者
の

間
に
も
共
通
の
像
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
感
得
さ
れ
る
美
的
な
様
態
も
、「
艶
麗
」
と
い
う
言

葉
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

　
西
洋
的
な
雰
囲
気
の
作
品
、
お
そ
ら
く
は
洋
館
に
住
む
少
女
を
仮
構
し

た
よ
う
な
、

く
れ
な
ゐ
の
と
ば
り
垂
れ
た
る
窓
の
内
に
薔
薇
の
香
満
ち
て
ひ
と
り
寝
る

少
女

紅
の
薄
色
匂
ふ
薔
薇
の
花
を
折
り
て
手
に
も
ち
て
香
を
嗅
ぐ
少
女

に
つ
い
て
も
、
孔
雀
に
比
べ
れ
ば
、
現
実
性
が
や
や
稀
薄
で
、
観
念
化
さ

れ
た
度
合
い
が
高
い
と
言
え
る
が
、
同
様
な
こ
と
を
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　「
艶
麗
体
」
と
い
う
の
は
、
古
典
和
歌
で
言
う
歌
体
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
が
、『
竹
乃
里
歌
』
に
お
い
て
、
他
の
歌
体
を
題
と
す
る
作
品
は
見

ら
れ
な
い
。
し
か
し
俳
論
で
あ
る
『
俳
諧
大
要
』
に
お
い
て
は
、
俳
句
の

風
体
論
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
雅
樸
」
と
「
婉
麗
」
の
二
分
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
婉
麗
」
は
、「
艶
麗
」
と
同
じ
だ
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
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日
に
焦
げ
た
る
老
翁
鍬
を
肩
に
し
一
枝
の
桃
花
を
折
り
て
田
畝
よ
り
帰

り
、
老
婆
浣
衣
し
終
り
て
柴
門
の
辺
に
佇
み
暗
に
之
を
迎
ふ
れ
ば
、
飢
雀

其
間
を
窺
ひ
井
戸
端
の
乾
飯
啄
む
、
是
れ
雅
樸
に
し
て
美
術
的
な
る
趣
向

な
ら
ん
。

　
十
数
畳
の
大
広
間
片
側
に
金
屏
風
を
繞
ら
し
、
十
四
五
の
少
女
一
枝
の

牡
丹
を
伐
り
来
り
て
之
を
花
瓶
に
挿
ま
ん
と
す
れ
ば
頻
り
に
其
の
名
を
呼

ぶ
者
あ
り
、
少
女
驚
い
て
耳
を
欹
つ
れ
ば
を
か
し
や
檐
頭
の
鸚
鵡
永
日
に

倦
ん
で
此
戯
を
為
す
な
り
。
是
れ
婉
麗
に
し
て
美
術
的
な
る
趣
向
な
ら
ん
。

　
雅
樸
と
婉
麗
と
共
に
之
を
美
術
的
に
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
物
の
雅
樸
と
物

の
婉
麗
と
を
選
択
す
る
の
必
要
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
之
を
美
術
的
に
配
合

す
る
の
必
要
あ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
配
合
の
美
術
的
な
る
と
否
と
は
理
論

の
上
に
て
説
明
す
る
は
難
し
。
実
際
の
上
に
評
論
す
る
を
善
し
と
す
。

原
文
は
段
落
分
け
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
雅
樸
」
の
定
義
、「
婉
麗
」
の
定

義
、
そ
の
体
の
実
現
の
方
法
と
、
明
快
な
三
段
落
を
な
し
て
い
る
。「
婉

麗
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
艶
麗
体
」
の
作
品
と
そ
の
ま
ま
重

な
る
で
あ
ろ
う
し
、

美
人
問
へ
ば
鸚
鵡
答
へ
ず
鸚
鵡
問
へ
ば
美
人
答
へ
ず
春
の
日
暮
れ
ぬ

の
よ
う
に
、
そ
の
叙
述
を
若
干
変
形
し
て
切
り
取
る
か
の
よ
う
な
作
品
も

見
ら
れ
る
。

　
理
論
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
随
分
に
観
念
化
さ
れ
た
、
構
成
主
義
的
な

立
場
と
も
見
え
よ
う
。
美
術
的
な
「
物
」
を
美
術
的
に
配
合
す
る
と
い
う

在
り
方
は
、
む
し
ろ
定
家
な
ど
に
近
似
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。「
物
」

を
「
言
葉
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
ほ
ぼ
相
似
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。「
物
」

自
体
が
、
共
通
の
理
解
を
得
ら
れ
る
あ
る
種
の
類
型
性
や
観
念
性
を
持
つ

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
「
歌
語
」
と
い
う
「
言
葉
」
に
相
似
す
る
と
も
言

え
よ
う
。
こ
の
あ
た
り
に
、
定
家
へ
の
展
開
の
入
口
が
見
出
せ
よ
う
。
し

か
し
、
子
規
に
と
っ
て
、
こ
う
し
て
配
合
さ
れ
た
世
界
は
、
写
生
的
な
触

知
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
「
物
」
を
捉
え
る
目
に
写
生
的
な
眼
差
し
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
節
の
き
っ
か
け
と
し
た
応
挙
の
画
面
は
、
写
生
の
配
合

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
歌
体
か
ら
定
家
へ

　
和
歌
の
表
現
上
の
あ
る
い
は
美
的
な
様
態
論
と
し
て
の
歌
体
は
、『
古

今
和
歌
集
』
序
文
に
も
辿
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
後
世
へ
の
影
響
と
い
う

こ
と
で
大
き
な
比
重
を
持
つ
の
は
『
定
家
十
体
』18
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、『
定
家
十
体
』
で
は
「
見
様
」

と
い
う
体
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
「
見
ル
様
」

で
あ
っ
て
、「（
現
代
語
的
に
言
え
ば
）
見
エ
ル
様
」
で
は
な
い
。「
見
エ
ル

様
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
歌
人
が
目
に
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る

よ
う
な
、
写
生
そ
の
も
の
が
歌
体
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な

ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

　『
定
家
十
体
』
で
は
、
各
歌
体
の
例
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
全
く
解
説
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
十
体
は
『
毎
月
抄
』
で
も
言
及
さ

れ
る
が
、「
幽
玄
様
・
事
可
然
様
・
濃
様
・
有
心
体
」
の
四
体
を
「
元
の

姿
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
歌
体
が
自
在
に
詠
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、「
い
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と
や
す
」
く
詠
め
る
五
体
の
う
ち
の
一
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
19
。

　
こ
の
十
体
論
は
、
定
家
偽
書
に
展
開
し
、
そ
の
こ
と
は
『
定
家
十
体
』

の
定
家
真
作
を
疑
わ
せ
る
因
と
も
な
る
の
だ
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
三
五

記
』
で
は
、
詳
し
い
解
説
が
各
体
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
説

は
体
自
体
の
概
念
規
定
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
の
も
の

で
は
な
い
が
、
こ
の
「
見
様
体
」
に
つ
い
て
、
拙
い
詠
み
手
に
は
難
し
い

が
、
堪
能
な
者
に
は
詠
み
や
す
い
体
だ
と
し
て
、

達
者
も
此
の
体
を
ば
、
朦
気
の
さ
し
て
、
心
底
明
か
な
ら
ぬ
時
は
、
景
気

歌
と
て
そ
ぞ
め
き
か
け
て
読
む
な
り
20
。

と
し
て
、「
い
た
く
案
ぜ
ず
し
て
」
こ
の
よ
う
な
歌
を
四
・
五
首
詠
め
ば
気

も
散
じ
、「
本
意
の
体
」
の
歌
が
詠
め
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
解
説
は
、

『
毎
月
抄
』
に
お
け
る
、
や
は
り
「
朦
気
」
が
さ
し
て
有
心
体
の
歌
が
詠

め
な
い
時
、

さ
ら
ん
時
は
、
ま
づ
景
気
の
歌
と
て
、
姿
詞
の
そ
そ
め
き
た
る
が
、
な
に

と
な
く
心
は
な
け
れ
ど
も
、
歌
様
の
よ
ろ
し
く
き
こ
ゆ
る
や
う
を
よ
む
べ

き
に
て
候
21
。

に
拠
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
言
説
、
特
に
「
朦
気
を
払
ふ
歌
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
、
か

つ
て
私
も
論
を
な
し
た
こ
と
が
あ
る
が
22
、「
見
様
」
と
「
景
気
の
歌
」
が

そ
の
ま
ま
同
じ
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
、
重
な
る
も
の
だ
と
考
え
た
。

『
定
家
十
体
』
の
例
歌
か
ら
「
見
様
」
を
、「
風
物
に
関
す
る
形
象
が
眼
前

に
「
見
る
や
う
」
に
観
ぜ
ら
れ
る
歌
」、
そ
れ
だ
け
の
「
表
現
効
果
を
持
っ

た
歌
体
」
と
し
た
武
田
元
治
の
論
23
を
受
け
て
、
属
目
す
る
実
風
景
な
り
事

物
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
形
象
を
詠
む
と
捉
え
た
。
さ
ら
に
、

沈
思
を
十
分
に
経
な
く
て
も
和
歌
的
な
形
象
が
実
現
で
き
る
の
は
、
伝
統
を

介
し
て
様
々
な
想
像
を
か
き
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
、
歌
枕
や
歌
語
の
働

き
の
故
だ
と
考
え
た
。
や
や
言
葉
足
ら
ず
だ
と
い
う
自
省
も
あ
る
が
、
基

本
的
な
見
方
は
保
持
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
に
考

え
て
行
く
過
程
で
、
定
家
偽
書
で
あ
る
『
三
五
記
』
の
記
事
の
比
重
は
極

め
て
大
き
い
と
顧
み
ざ
る
を
得
ず
、
定
家
的
で
は
あ
っ
て
も
、
定
家
そ
の
も

の
の
論
と
な
り
得
る
か
と
い
う
限
界
は
意
識
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
24
。
た

だ
し
、
や
や
素
樸
に
す
ぎ
る
作
業
と
は
い
え
、『
定
家
十
体
』
に
戻
し
て

例
歌
を
再
読
し
て
も
、
大
き
な
矛
盾
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
そ
こ
で
は
属
目
に
よ
る
叙
景
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
、
源
経
信
の

さ
な
へ
と
る
や
ま
だ
の
か
け
ひ
も
り
に
け
り
ひ
く
し
め
な
は
に
つ
ゆ
ぞ
こ

ぼ
る
る

慈
円
のし

も
さ
ゆ
る
や
ま
だ
の
く
ろ
の
む
ら
す
す
き
か
る
人
な
し
に
の
こ
る
こ
ろ

か
な

な
ど
田
園
風
景
も
詠
ま
れ
て
い
る
が
25
、「
か
け
ひ
」「
し
め
な
は
」「
く

ろ
」
の
よ
う
な
農
耕
作
業
に
関
わ
る
言
葉
も
、
す
で
に
歌
語
化
し
て
宮
廷

歌
人
達
の
共
通
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
式
子
内
親
王
の
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ふ
け
に
け
り
や
ま
の
は
ち
か
く
月
さ
え
て
と
を
ち
の
さ
と
に
こ
ろ
も
う
つ
声

藤
原
公
衡
の

か
り
く
ら
し
か
た
の
の
ま
し
ば
を
り
し
き
て
よ
ど
の
か
は
せ
の
月
を
み
る
か
な

な
ど
の
「
十
市
（
と
を
ち
）」
に
し
て
も
「
交
野
（
か
た
の
）」
に
し
て
も
、

歌
枕
と
し
て
の
地
名
で
あ
る
。「
十
市
」
は
奈
良
の
橿
原
市
あ
た
り
の
地
名

で
、「
と
を
ち
に
は
夕
立
す
ら
し
久
方
の
天
の
香
具
山
雲
隠
れ
ゆ
く
」（
新

古
今
集
・
夏
・
俊
賴
）
な
ど
と
も
詠
ま
れ
、「
遠
」
の
掛
詞
と
共
に
、
古
都

の
静
か
な
夜
を
想
像
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。「
交
野
」
は
淀
川
縁
の
地
で
あ

り
、「
狩
り
く
ら
し
」
の
初
句
は
容
易
に
、「
狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め

に
宿
か
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り
」
の
業
平
の
歌
を
想
起
さ
せ
、

こ
こ
で
の
桜
狩
を
語
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
が
背
後
に
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
見
て
来
る
な
ら
ば
、
歌
こ
と
ば
自
体
の
生
産
力
、
公
衡
歌
の

本
歌
に
顕
在
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
た
生
産
力
に
よ
っ

て
一
首
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
子
規
的
な
写
生
か
ら
す
れ
ば
、
対

極
と
も
言
え
る
地
平
に
あ
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
一
方
で
は
、
同
じ
子

規
で
あ
っ
て
も
、「
艶
麗
体
」
の
作
品
や
、
俳
論
に
お
け
る
「
雅
撲
」「
婉

麗
」
の
二
つ
の
体
の
説
明
と
は
、
漸
近
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
前
節
で
は
、
絵
画
を
あ
げ
た
が
、
絵
画
と
は
異
な
り
文
学
の
場
合
、
対

象
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
小
説
の
よ

う
な
散
文
で
あ
れ
ば
、
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
る
再
現
の
試
み
は
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
短
歌
や
俳
句
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ

る
余
裕
は
あ
り
得
な
い
。

　
例
え
ば
子
規
の
短
歌
に
お
い
て
、
写
生
的
表
現
の
達
成
と
し
て
、『
墨

汁
一
滴
』
の
中
で
も
自
讃
す
る
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、

松
の
葉
の
葉
さ
き
を
細
み
置
く
露
の
た
ま
り
も
あ
へ
ず
白
玉
散
る
も

は
、「
松
の
葉
」
の
形
状
に
関
す
る
基
本
的
な
共
通
認
識
（
言
語
学
上
の

langue

な
ど
と
は
次
元
が
異
な
る
美
学
的
な
記
憶
の
共
通
性
も
含
む
わ
け
で
あ

る
が
）
が
無
く
て
は
成
り
立
た
な
い
。
さ
ら
に
は
、
末
句
の
「
白
玉
」
が

露
で
あ
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
和
歌
に
よ
り
詠
ま
れ
続
け
て
来
た
故
に
明

白
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
て
共
通
理
解
を
喚

起
す
る
歌
語
で
あ
る
。
し
か
し
、「
葉
さ
き
を
細
み
置
く
露
の
た
ま
り
も

あ
へ
ず
」
と
い
う
の
は
、
子
規
が
自
讃
す
る
よ
う
に
、
実
際
の
自
然
の
観

察
に
よ
り
見
つ
け
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
象
が
過
不
足
無
く
再

現
的
に
描
出
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
は
、
明
治
三
十
三
年
の
作
で
「
五
月
二
十
一
日
朝
、
雨
中
庭
前

の
松
を
見
て
作
る
」
の
詞
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
末
尾
の
一
首
も
有
名

で
、

庭
中
の
松
の
葉
に
置
く
白
露
の
今
か
落
ち
ん
と
見
れ
ど
も
落
ち
ず

下
句
の
表
現
は
、
ま
さ
に
写
生
的
再
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
句
に

つ
い
て
は
、『
子
規
短
歌
合
評
』26
の
中
で
斎
藤
茂
吉
が
、「
写
生
の
妙
諦

は
こ
こ
に
存
じ
て
居
る
」
と
い
う
評
を
な
し
て
い
る
。
ま
さ
に
属
目
通
り

の
表
現
で
あ
り
、
病
牀
か
ら
そ
れ
を
な
が
め
る
子
規
自
身
の
姿
も
想
像
さ

れ
（
茂
吉
は
「
右
か
ら
も
左
か
ら
も
見
、
立
つ
て
見
、
坐
つ
て
見
、
と
い
ふ
具

合
に
し
て
ゐ
る
う
ち
、
か
う
い
ふ
光
景
も
捉
へ
得
る
に
至
る
の
で
」
と
し
て
い
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る
が
）
写
生
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
上
句
の

「
白
露
」
は
、「
白
玉
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
雨
滴
の
表
現
と
し
て

は
伝
統
的
で
あ
り
、
伝
統
を
基
に
し
た
共
通
理
解
か
ら
自
由
で
は
な
い
。

　
子
規
の
短
歌
は
、
伝
統
和
歌
か
ら
の
意
識
的
な
決
別
で
は
あ
る
の
だ
が
、

伝
統
和
歌
か
ら
全
く
自
由
で
は
な
い
こ
と
は
、
今
見
て
来
た
達
成
作
と
も

い
え
る
作
品
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
考
え
た
応

挙
の
写
生
が
、
襖
や
屏
風
と
い
っ
た
画
面
を
構
成
す
る
時
、
伝
統
的
な
構

図
と
い
う
全
体
の
色
面
構
成
の
原
則
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
様
も
想
起
さ

れ
よ
う
か
。
逆
に
、
定
家
の
作
品
は
、
伝
統
に
依
拠
し
た
構
成
主
義
的
な

作
品
が
基
本
に
あ
る
に
し
て
も
、「
見
様
」
と
い
う
歌
体
も
、
伝
統
的
な

も
の
へ
の
依
拠
が
大
き
い
に
し
て
も
、
属
目
的
な
写
生
と
全
く
無
縁
で
は

な
い
面
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
定
家
と
写
生
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
ま
さ
に
絵
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
、
後
鳥
羽
院
の
企
図
し
た
最
勝
四
天
王
院
の
障
子
和
歌
27
に
関
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
襖
絵
の
須
磨
・
明
石
が

割
り
当
て
ら
れ
た
絵
師
の
宗
内
兼
康
が
、
期
日
の
遅
延
を
犯
し
て
も
現
地

へ
赴
く
べ
き
か
を
定
家
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
『
明
月
記
』
建
永
二
年

（
一
二
〇
七
）
五
月
十
六
日
の
条
で
あ
る
。

兼
康
来
云
、
名
所
事
以
伝
々
説
難
書
出
、
明
石
す
ま
非
幾
路
、
罷
向
各
見

其
所
書
進
絵
様
、
若
有
遅
々
者
恐
乎
、
予
云
、
此
事
雖
片
時
可
急
事
也
、

但
云
当
時
、
云
後
代
、
尤
可
恐
紕
繆
、
揚
鞭
向
其
所
、
且
為
後
代
之
談
歟
、

何
事
在
乎
、

と
い
う
問
答
で
あ
る
。
定
家
の
返
答
は
、
是
非
現
地
へ
赴
く
べ
し
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
代
の
語
り
草
と
な
る
だ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、

写
生
の
勧
め
と
し
て
も
読
め
な
く
も
な
い
。
基
本
的
に
は
、
現
地
に
赴
く

の
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
付
帯
す
る
要
件
が
存

し
て
い
る
。
兼
康
が
現
地
に
行
き
た
い
理
由
は
、
こ
の
地
に
つ
い
て
「
伝

々
説
」
す
な
わ
ち
、
様
々
な
現
地
の
様
態
に
関
す
る
説
明
的
知
見
の
集
積

が
あ
り
、
ど
れ
に
従
え
ば
よ
い
か
を
迷
う
か
ら
と
い
う
の
が
、
現
地
実
見

の
理
由
で
あ
る
。
現
地
に
赴
く
の
は
、
そ
の
景
を
そ
の
ま
ま
見
る
為
で
は

な
く
、
知
見
の
可
否
を
判
断
し
に
行
く
と
い
う
の
が
、
両
者
の
認
識
で
あ

ろ
う
。
結
局
は
、
現
地
の
実
風
景
の
重
さ
は
確
保
さ
れ
る
の
だ
が
、
歌
枕

と
し
て
の
図
柄
の
可
否
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

地
に
赴
く
行
為
は
、
写
生
の
為
で
は
な
く
、
共
通
理
解
の
妥
当
性
の
検
証

の
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
検
証
が
、
文
献
的
な
探
索
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
地
へ
赴
き
実
際
に
あ
る
風
景
を
目
に
す
る
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
歌
枕
に
対
す
る
こ
う
し
た
態
度
は
、
歌
枕
実
見
と
い
う
平
安
朝
以
来
の

数
寄
の
発
揮
と
い
う
態
度
（「
後
代
之
談
」
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
）
に
帰
さ

れ
る
面
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
態
度
に
も
、
風
景
や
事
物
を
見
に

行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
景
性
の
重
さ
と
、
そ
れ
を
見
る
と
い
う
意

義
が
内
在
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
見
様
」
の
歌
で
、

景
を
構
成
す
る
歌
語
や
歌
枕
そ
の
も
の
に
も
、
同
様
な
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
定
家
に
つ
い
て
、
属
目
的
な
目
、
写
生
と
無
縁
で
は
な
い

と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
所
以
で
あ
る
。

四
、
定
家
の
作
品
へ

　
こ
う
し
て
、
景
物
と
表
現
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
子
規
の
「
写
生
」、
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応
挙
の
「
写
生
（
上
田
秋
成
の
言
に
よ
る
）」、
定
家
の
「
見
様
」
に
つ
い

て
見
て
来
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
位
相
を
持
ち
な
が
ら
、
重
な
り
合
い

離
れ
合
っ
て
い
た
。
で
は
、
そ
れ
を
定
家
の
作
品
に
帰
し
て
行
く
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
初
の
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
子
規
は
「
人
に
も
て
は
や
さ
る
る
位
」

と
消
極
的
だ
が
一
応
は
注
目
し
、
茂
吉
が
限
り
な
く
こ
だ
わ
っ
た
、

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
茂
吉
が
あ
あ
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、「
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
」

と
い
う
の
が
、
景
を
写
し
た
表
現
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
の
風
景
へ
の
感
動

で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
北
村
季
吟
の
『
八
代
集
抄
』28
以
来

の
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
の
「
は
る
ば
る
と
物
の
と
ど
こ
ほ
り
な
き
海
づ

ら
な
る
に
、
な
か
な
か
春
秋
の
花
紅
葉
の
さ
か
り
な
る
よ
り
は
、
た
だ
そ

こ
は
か
と
な
う
繁
れ
る
蔭
ど
も
な
ま
め
か
し
き
に
」
に
拠
る
と
い
う
説
を

最
大
の
弊
害
と
し
て
、
花
も
紅
葉
も
い
ら
な
い
ほ
ど
だ
と
解
す
る
説
を
徹

底
的
に
排
斥
す
る
。
あ
く
ま
で
も
実
景
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す

る
の
だ
が
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
質
に
つ
い
て
は
「
平
凡
な
幼
稚
な
」
と

い
う
評
価
に
と
ど
ま
り
、「
幽
玄
」
で
も
何
で
も
な
い
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
茂
吉
は
、
定
家
が
実
際
の
景
を
目
に
し
て
詠
ん
で
い
る
と
ま
で
は

考
え
て
い
な
い
よ
う
で
、「
屏
風
に
向
う
て
歌
を
作
り
、「
白
氏
文
集
」
の

句
を
誦
し
て
歌
を
つ
く
る
は
、
尊
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
如
く
、
此
歌
の
前
に
は

か
う
べ
は
下
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。」29
の
文
言
か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
は
、
定
家
二
十
五
歳
の
「
二
見
浦
百
首
」
で
の
作
品
で
あ
る
。

明
石
に
つ
い
て
は
、
先
に
絵
師
の
現
地
行
き
に
触
れ
た
が
、
も
し
、
こ
の

歌
の
舞
台
が
明
石
だ
と
し
て
も
、
定
家
は
そ
の
地
を
見
て
な
い
で
あ
ろ
う
30
。

そ
も
そ
も
明
石
と
こ
の
場
を
考
え
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
考

え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
景
の
発
想
は
、
そ
の
表
現
の
摂
取
と
を
重
ね
て
、

こ
の
物
語
に
拠
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、
現
在
の
定
家
理
解
か
ら
す
れ

ば
、
む
し
ろ
順
当
だ
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
な
か
り
け
り
」

と
い
う
感
動
も
、『
源
氏
物
語
』
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
だ
と
い
う
感
動

も
含
ま
れ
る
と
読
む
の
も
解
釈
の
暴
走
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
浦
の

苫
屋
も
想
像
の
景
で
あ
り
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
が
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
写
生
か
ら
は
遠
い
作
品
で
あ
る
と
一
通
り

は
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、

茂
吉
に
写
生
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
、
か
く
ま
で
こ
だ
わ
ら
せ
る
所
に
、

定
家
の
表
現
の
巧
み
さ
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
歌
の
主
眼
が
、

海
辺
の
光
景
の
構
築
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
定
家
は
海
景
に
触
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）

十
月
、
四
十
歳
に
な
っ
た
定
家
は
、
後
鳥
羽
院
の
熊
野
御
幸
に
随
行
し
て

い
る
。
二
十
二
日
間
の
行
程
は
『
明
月
記
』
に
記
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
部
分
は
自
筆
の
『
熊
野
御
幸
記
』
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
31
。
そ
の
記

事
は
詳
細
で
あ
り
、
実
際
に
海
に
面
し
た
旅
路
で
見
た
風
景
へ
の
感
慨
を
、

例
え
ば
九
日
に
藤
代
坂
を
登
り
遠
望
し
た
海
に
つ
い
て
「
又
眺
望
遼
海
非

無
興
」
と
記
す
る
の
を
は
じ
め
、
何
度
も
記
し
て
い
る
。

　
熊
野
御
幸
で
は
、
宿
所
に
お
い
て
、
歌
会
が
催
さ
れ
る
。
歌
会
で
は
、

題
が
出
さ
れ
て
詠
作
す
る
が
、
旅
路
に
相
応
し
い
題
が
設
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
十
一
日
の
切
部
（
切
目
）
王
子
の
宿
所
で
の
題
「
羇
中
聞
波
」

も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
題
で
あ
る
。
定
家
の
歌
は
、
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う
ち
も
ね
ず
と
ま
や
に
な
み
の
よ
る
の
こ
ゑ
た
れ
を
と
松
の
風
な
ら
ね
ど
も

で
あ
る
が
、
下
句
の
「
た
れ
を
と
松
の
風
な
ら
ね
ど
も
」
は
「
松
」
に
「
待

つ
」
を
掛
け
る
修
辞
か
ら
、
王
朝
以
来
の
恋
歌
で
の
恋
人
を
待
つ
と
い
う

文
脈
を
作
中
に
も
た
ら
し
、
作
中
人
物
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
女
性
へ
と
傾
か

せ
る
と
い
う
、
写
生
と
は
異
な
る
構
成
主
義
的
な
作
風
を
際
立
た
せ
よ
う
。
し

か
し
、
上
句
の
世
界
は
実
体
験
的
で
あ
り
、
記
事
中
の
「
於
此
宿
所
塩
コ

リ
カ
ク
、
眺
望
海
、
非
甚
雨
者
、
可
有
興
所
也
、
病
気
不
快
、
寒
風
吹
枕
」

と
ほ
ぼ
合
致
す
る
現
実
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
作
に
は
「
見

わ
た
せ
ば
」
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
と
ま
や
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
ま
さ
に
今
定
家
が
身
を
寄
せ
て
い
る
旅
宿
で
あ
り
、
現
実
に
体
験
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　
十
三
日
に
は
滝
尻
王
子
に
向
か
い
石
田
河
（
岩
田
川
）
を
渡
る
が
、
先

に
検
討
し
た
「
景
気
」
の
語
を
含
ん
で
、
そ
の
風
景
を
「
河
間
紅
葉
、
浅

深
影
映
波
、
景
気
殊
勝
」
と
、
短
い
な
が
ら
印
象
的
に
記
し
て
い
る
。
そ

の
夜
の
滝
尻
で
の
歌
会
で
は
「
河
辺
落
葉
」
と
、
ま
さ
に
見
て
来
た
ま
ま

の
題
を
得
て

そ
め
し
秋
を
く
れ
ぬ
と
た
れ
か
い
は
た
河
ま
た
な
み
こ
ゆ
る
山
姫
の
そ
で

と
詠
む
。
紅
葉
を
染
め
る
竜
田
姫
の
様
を
幻
想
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
て
、
写
生
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

定
家
の
思
念
に
、
ま
さ
に
今
見
て
来
た
山
河
の
紅
葉
が
存
し
て
い
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
あ
る
ま
い
。

　
ま
た
、
も
う
一
首
の
「
旅
宿
冬
月
」
は
、

た
き
か
は
の
ひ
ゞ
き
は
い
そ
ぐ
た
び
の
い
ほ
を
し
づ
か
に
す
ぐ
る
ふ
ゆ
の
月
か
げ

も
実
際
の
体
験
が
詠
ま
れ
た
一
首
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
歌
の
場

合
「
い
そ
ぐ
」
の
掛
詞
の
修
辞
も
、
目
に
し
た
川
の
急
流
で
あ
る
と
と
も

に
、
急
ぐ
旅
路
で
あ
り
、
実
際
の
旅
の
様
が
素
直
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
熊
野
の
旅
で
、
定
家
は
海
景
や
山
景
に
触
れ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
詠
ん

で
よ
い
よ
う
な
題
に
よ
る
歌
会
を
持
っ
た
。
そ
の
一
端
を
見
て
き
た
わ
け

だ
が
、
や
は
り
、
基
本
的
な
骨
格
と
し
て
は
、
古
典
的
な
構
成
を
重
視
し

た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
定
家
的
な
方
法
の
根
強
さ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
中
に
も
、
実
際
に
見
て
経
験
し
た
こ
と
が
、
確
か
に
息
づ

い
て
い
る
と
い
う
側
面
も
見
せ
て
い
る
。
一
首
全
体
が
写
生
的
な
作
品
だ

と
い
う
の
は
ご
く
少
な
い
に
し
て
も
、
作
品
中
に
写
生
的
な
も
の
が
含
ま

れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
紙
幅
も
尽
き
た
が
、
子
規
が
言
及
し
た
、
次
の
一
首
に
も
触
れ
て
お
き

た
い
。駒

と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
蔭
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ

『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
冬
歌
に
入
る
が
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
後

鳥
羽
院
初
度
百
首
で
詠
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。『
万
葉
集
』（
巻
三
・
長
忌

寸
奥
麻
呂
）
の
「
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三
輪
の
崎
狭
野
の
渡
り
に
家

も
あ
ら
な
く
に
」
を
本
歌
と
し
て
、
本
歌
の
「
雨
」
を
「
雪
」
に
変
え
る

こ
と
で
、
新
た
な
世
界
を
描
き
出
す
、
本
歌
取
り
の
手
本
の
よ
う
に
も
扱

わ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
佐
野
」
は
歌
枕
で
あ
り
、
万
葉
で
は
紀

伊
国
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
定
家
の
時
代
に
は
大
和
国
と
考
え
ら
れ
て
も
い
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た
ら
し
い
、
必
ず
し
も
現
実
の
土
地
と
密
着
し
た
場
所
で
は
な
い
。
完
全

な
虚
構
世
界
の
構
成
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
描
き
出
さ
れ
た
風
景
は
、
し
ば
し
ば
絵
画
的
と
も
称
さ
れ
る

が
、
景
を
具
体
的
な
視
覚
の
映
像
と
し
て
再
現
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ

う
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
子
規
が
写
生
俳
句
の
完
成
を
弟
子
達

（
主
に
碧
梧
桐
）
に
認
め
た
「
印
象
明
瞭
」
と
い
う
評
語
に
も
な
じ
む
で
あ

ろ
う
。
応
挙
な
ら
ば
、
雪
一
面
の
画
面
に
、
リ
ア
ル
な
馬
と
、
衣
に
降
り

積
も
っ
た
雪
の
質
感
を
表
現
し
な
が
ら
、
若
い
公
家
の
狩
衣
の
模
様
も
詳

し
く
描
く
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
武
士
の
姿
と
考
え
て
、
具
足
の

様
を
細
や
か
に
描
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
武
士
の
姿
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
歌
が
有
名
な
謡
曲

『
鉢
木
』
に
引
歌
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
ひ
と
所
に
佇
み
て
、
袖
な
る
雪
を
う
ち
払
ひ
う
ち
払
ひ
し
給
ふ
気
色
、

古
歌
の
心
に
似
た
る
ぞ
や
、
駒
と
め
て
、
袖
う
ち
払
ふ
蔭
も
な
し
、
佐
野

の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ
、
か
や
う
に
詠
み
し
は
大
和
路
や
、
三
輪
が
崎

な
る
佐
野
の
わ
た
り
、
こ
れ
は
東
路
の
、
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
暮
れ
に
32
、

と
、
見
事
に
東
国
佐
野
の
風
景
に
転
化
さ
せ
て
い
る
。
雪
に
降
ら
れ
る
の

は
、
僧
侶
姿
の
最
明
寺
入
道
だ
が
、
更
な
る
想
像
力
の
転
化
は
可
能
で
あ

ろ
う
。

お
わ
り
に

　
定
家
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
に
放
恣
な
論
述
を
し
、
か
つ
、
入

口
に
辿
り
着
い
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
定
家
の
作
品
に
つ

い
て
も
、
写
生
と
い
う
切
り
口
は
、
必
ず
し
も
中
世
和
歌
の
在
り
方
を
無

視
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
俳
句
に
お
い
て
吟
行
が
定
着
し
た
の
は
、
い
つ
の
こ
ろ
で
あ
る
か
。
子

規
の
句
で
も
、
必
ず
し
も
属
目
に
よ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
ま
し
て
短

歌
の
場
合
は
、
実
景
へ
の
そ
の
場
に
お
け
る
向
か
い
合
い
と
い
う
の
は
、

写
生
の
必
要
条
件
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
子
規
の
言
う
写

生
の
起
源
を
な
す
西
洋
絵
画
に
あ
っ
て
も
、
キ
ャ
ン
バ
ス
を
自
然
の
中
に

持
ち
出
す
と
い
う
営
為
は
、
十
九
世
紀
の
出
来
事
で
あ
る
。
写
生
の
問
題

は
、
人
の
想
像
力
へ
の
、
さ
ら
な
る
測
鉛
を
必
要
と
し
よ
う
。
　
　
　
　

注　1
　
こ
こ
で
の
写
生
は
、
正
岡
子
規
の
い
う
「
写
生
」
を
中
核
に
、
そ
の
概
念
か
ら
大

き
く
外
れ
な
い
範
囲
で
の
、
近
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
写
実
の
概
念
と
し
て

用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
」
を
付
す
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
、
そ
の

範
囲
か
ら
外
れ
な
い
限
り
は
こ
の
ま
ま
用
い
る
。

2
　
子
規
の
言
説
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
『
子
規
全
集
』（
講
談
社
・

一
九
七
五
～
七
八
年
）
に
よ
る
。
な
お
、『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
に
つ
い
て
は
、
岩

波
文
庫
版
（
一
九
八
三
年
改
訂
版
）
を
参
照
し
た
。
句
読
点
・
濁
点
な
ど
は
、
私
の

判
断
で
付
し
た
場
合
も
あ
る
。

3
　
近
代
歌
人
の
定
家
評
に
つ
い
て
は
、
安
田
章
生
『
藤
原
定
家
研
究
』（
至
文
堂
・
増

補
版
一
九
七
五
年
）
の
「
近
代
短
歌
と
定
家
」
の
節
で
詳
論
さ
れ
る
が
、
定
家
へ
の

理
解
が
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
所
に
収
束
す
る
。

4
　
中
世
和
歌
の
主
流
派
で
あ
る
二
条
派
で
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
定
家
の
み
の
撰
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で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
派
の
正
統
的
な
歌
の
姿
（
正
風
体
）
で
は
な
い
と

す
る
所
説
が
な
さ
れ
て
い
た
。
俊
成
単
独
撰
の
『
千
載
和
歌
集
』、
定
家
単
独
撰
の

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
が
尊
重
さ
れ
る
。

5
　
本
文
は
、
子
規
の
引
用
本
文
に
よ
る
。

6
　
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
講
談
社
・
一
九
七
六
～
七
七
年
）
な
お
、

再
版
に
当
た
る
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
解
』（
角
川
書
店
・
二
〇
一
一
～
一
二
年
）

で
も
同
様
で
あ
る
。

7
　
注
6
に
同
じ
。

8
　
明
治
三
十
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
『
日
本
』
に
連
載
し
た
俳
論
で
、
子
規
的

俳
句
の
完
成
を
示
す
論
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

9
　
斎
藤
茂
吉
と
子
規
の
定
家
観
に
つ
い
て
、
子
規
が
定
家
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
俳
句
や
、
茂
吉
が
定
家
の
作
品
を
熟
読
し
、
そ
の
中
に
子
規
の
写
生
と
の
脈

略
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
短
い
紙
幅
な
が
ら
、
的

確
に
論
じ
た
も
の
に
、
久
保
田
淳
「
定
家
、
そ
し
て
子
規
・
茂
吉
」（『
ち
く
ま
』

五
五
八
号
・
二
〇
一
七
年
・
九
月
）
が
あ
る
。

10
　
茂
吉
か
ら
の
引
用
は
『
斎
藤
茂
吉
全
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
～
七
六
年
）
に

よ
る
。

11
　
平
井
啓
修
・
吉
田
亮
・
朝
日
新
聞
社
編
『
円
山
応
挙
か
ら
近
代
京
都
画
壇
へ
』（
求

龍
堂
・
二
〇
一
九
年
）、『
芸
術
新
潮
』（
二
〇
一
九
年
九
月
号
）。

12
　
中
村
幸
彦
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
上
田
秋
成
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
九

年
）
に
よ
る
。

13
　
辻
惟
雄
『
日
本
美
術
の
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
五
年
）

14
　Ernest F. Fenollosa, Epochs of C

hinese and Japanese Art, IC
G

 M
use, Inc., 

2000.

に
よ
り
、
有
賀
長
雄
訳
『
東
亜
美
術
史
綱
』（
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
記
念
会
・

一
九
二
一
年
）、
森
東
吾
訳
『
東
洋
美
術
史
綱
』（
東
京
美
術
・
一
九
七
六
・
七
八
年
）

の
二
つ
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

15
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
住
敏
夫
『
写
生
説
の
研
究
』（
角
川
書
店
・
増
訂
版

一
九
六
八
年
）
で
も
触
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
筆
名
は
「
処
之
助
」

で
あ
る
。

16
　「
日
本
画
」
と
は
、
日
本
で
描
か
れ
た
日
本
絵
画
の
内
、
明
治
以
後
の
、
日
本
古
来

の
画
材
で
描
か
れ
た
絵
画
を
指
す
と
い
う
の
が
、
こ
の
展
覧
会
で
の
定
義
で
あ
る
。

17
　『
竹
乃
里
歌
』
か
ら
の
引
用
は
、
村
尾
誠
一
校
注
・
久
保
田
淳
監
修
『
竹
乃
里
歌
』

（
和
歌
文
学
大
系
・
明
治
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。

18
　『
定
家
十
体
』
と
い
う
書
物
は
、
定
家
の
著
作
で
あ
る
と
の
確
証
は
得
ら
れ
ず
、
真

偽
を
め
ぐ
っ
て
は
、
決
着
は
付
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
田
仲
洋
己
『
中
世
前
期
の

歌
書
と
歌
人
』（
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
八
年
）
所
収
の
「『
定
家
十
体
』
再
考
」
に
お

け
る
、
現
存
本
の
所
収
例
歌
等
に
関
し
て
若
干
の
問
題
は
残
し
な
が
ら
も
、
真
作
説

に
分
が
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
支
持
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
論
述
は
、
そ

れ
を
前
提
に
進
め
る
。
ま
た
、『
毎
月
抄
』
に
つ
い
て
も
、
同
書
所
収
の
「『
毎
月
抄
』

小
考
」
の
定
家
真
作
と
し
て
考
え
る
の
が
合
理
的
と
い
う
判
断
は
支
持
で
き
る
と
思

わ
れ
る
（
た
だ
し
、
順
徳
院
と
い
う
宛
先
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
書
も
真
作
と
し
て
考
え
た
い
。『
定
家
十
体
』
か
ら
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大

観
　
第
五
巻
』（
角
川
書
・
一
九
八
七
年
）
所
収
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
に
よ
る
。

19
　
残
る
一
体
で
あ
る
「
拉
鬼
体
」
を
学
ぶ
の
が
難
し
い
体
だ
と
し
て
い
る
。

20
　
本
文
は
『
日
本
歌
学
大
系
　
第
四
巻
』（
風
間
書
房
・
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。

21
　
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
一

年
）
に
よ
る
。

22
　
村
尾
誠
一
「
蒙
気
を
払
う
歌

―
藤
原
定
家
『
毎
月
抄
』
に
お
け
る
「
景
気
の
歌
」

を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
四
二
号
・
一
九
九
一
年
三
月
）

23
　
武
田
元
治
「「
見
様
」
考
―
定
家
十
体
の
内
―
」（『
大
妻
国
文
』
十
一
号
・
一
九
八
〇

年
三
月
）、
後
に
武
田
元
治
『
定
家
十
体
の
研
究
』（
明
治
書
院
・
一
九
九
〇
年
）

24
　「
見
様
」
の
後
へ
の
展
開
を
論
じ
た
論
に
、
伊
藤
伸
江
「
見
様
の
理
解
と
発
展
―
歌
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論
か
ら
連
歌
論
へ
―
（
上
）（
下
）」（『
国
語
国
文
』
七
三
巻
四
号
五
号
・
二
〇
〇
四

年
四
月
五
月
）
が
あ
る
。

25
　
何
れ
も
『
新
古
今
和
歌
集
』
所
収
歌
。
経
信
の
歌
は
「
山
畦
早
苗
」
の
題
を
持
ち
、

慈
円
の
歌
は
百
首
歌
。

26
　
斎
藤
茂
吉
・
土
屋
文
明
編
『
子
規
短
歌
合
評
』（
青
磁
社
・
一
九
四
八
年
）

27
　
こ
の
障
子
和
歌
に
関
し
て
は
渡
邉
裕
美
子
の
集
中
的
な
考
察
が
あ
り
、『
新
古
今
時

代
の
表
現
方
法
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
〇
年
）
の
「『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』

考
」
の
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
絵
と
の
関
係
の
言
及
が
あ
る
。
ま

た
、
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』（
小
学
館
・
一
九
八
四
年
）

で
、
す
で
に
印
象
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
『
明
月
記
』
の
引
用
は
国
書

刊
行
会
版
（
一
九
七
〇
年
）
に
よ
る
。

28
　『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
で
は
、
室
町
時
代
の
『
細
流
抄
』
に
も
す
で
に
言
及
が
あ
る

こ
と
を
、
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
前
掲
）
は
指
摘
す
る
。

29
　
斎
藤
茂
吉
『
童
馬
漫
語
』
の
「
定
家
の
歌
一
首
」（
前
掲
）

30
　『
明
月
記
』
の
記
事
か
ら
の
推
測
だ
が
、
記
事
を
欠
い
て
い
る
年
も
あ
る
。

31
　『
熊
野
御
幸
記
』
に
つ
い
て
は
、『
明
月
記
研
究
』
十
一
号
（
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）

で
翻
刻
本
文
が
提
供
さ
れ
詳
細
な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
引
用
は
そ
の
翻
刻

に
拠
る
。
ま
た
、
三
井
記
念
美
術
館
・
明
月
記
研
究
会
編
『
国
宝
　
熊
野
御
幸
記
』

（
二
〇
〇
九
年
・
八
木
書
店
）
で
写
真
と
翻
刻
、
関
係
論
考
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

32
　『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
謡
曲
集
　
下
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
三
年
）
に
よ
る
。

付
記

　
本
稿
の
第
一
節
は
、
東
京
大
学
中
世
文
学
研
究
会
第
三
四
一
回
例
会
（

二
〇
一
九
年
一
月
二
五
日
）
で
発
表
し
た
「
近
代
詩
歌
と
定
家
・
新
古
今
―
定
家
の
文

学
を
論
ず
る
た
め
に
―
」
の
内
容
の
一
部
を
含
ん
で
い
る
。
席
上
御
教
示
を
い
た
だ
い

た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
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Toward a History of Optical Boxes for Looking Into

 Hideyuki YOSHIMOTO
 

Summary

   In the preceding papers, I made critical analysis of Camera Obscura in the West and Japan. In 
this paper, I make an attempt to describe the history of the “perspective box,” “boîte d’optique” 
in French or “Guckkasten” in German, by which perspective prints (optical prints) were looked 
in. 
   The first known reference to the “perspective box” was on the 1646 entry in the Dagregister, 
Diary of the Dutch Trading House at Dejima in Japan. 
   The “perspective box with perspective prints” was very popular in the eighteenth and nine-
teenth centuries. At first, the attractive features of this optical apparatus were perspective and 
realistic views of landscape prints.  Then the prints were diversified by adding the topics of 
historical battles, major political events, famous religious scenes, great disasters, and ghosts or 
phantoms.  At the end, the apparatus with these prints have evolved into the one kind of “theater” 
in the market places before disappearing. 

キーワード
覗き眼鏡　眼鏡絵　カメラ・オブスクラ　ゾグラスコープ　光学箱　透視箱　顕微鏡
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Microscope
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Es
sa

ys
　
—

　

序
　

二
十
世
紀
の
視
覚
を
形
成
し
た
メ
デ
ィ
ア
は
、
映
画
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
映
画
は
、
一
八
九
五
年
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
が
パ
リ
の

グ
ラ
ン
カ
フ
ェ
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
投
影
し
観
客
に
見
せ
た
。
し
か
し
、
装

置
そ
の
も
の
は
、
一
八
九
一
年
エ
ジ
ソ
ン
に
よ
り
キ
ネ
ト
ス
コ
ー
プ
と

し
て
発
明
さ
れ
て
い
た
。
キ
ネ
ト
ス
コ
ー
プ
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
一
人
ひ
と
り
が
箱
の
中
を
覗
き
込
む
装
置
で
あ
っ
た
。
最
初
の
フ
ィ

ル
ム
の
長
さ
は
十
二
秒
、
商
業
化
さ
れ
た
時
点
で
長
く
て
四
十
秒
と
今
の

映
画
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
九
三
年
の

シ
カ
ゴ
万
博
に
出
展
さ
れ
、
一
八
九
四
年
に
商
業
化
さ
れ
た
。
一
八
九
四

年
四
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
「
キ
ネ
ト
ス
コ
ー
プ
パ
ー

ラ
ー
」
が
開
店
し
た
。
こ
れ
は
、
店
内
に
数
台
か
ら
十
台
近
く
の
キ
ネ
ト

ス
コ
ー
プ
が
置
か
れ
、
好
き
な
台
に
一
セ
ン
ト
を
入
れ
る
と
一
本
せ
い
ぜ

い
数
分
程
度
の
映
画
を
約
十
本
見
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
類
似
の
店

舗
が
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
を
は
じ
め
、
世
界
中
の
都
市
に
広
ま
っ
た
。
映
画

フ
ィ
ル
ム
の
標
準
（
三
十
五
ミ
リ
幅
、
一
秒
間
に
二
十
四
コ
マ
）
を
作
っ
た

と
い
う
功
績
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
映
写
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
広
が

る
と
、
人
気
は
下
火
に
な
っ
た
。
覗
き
込
む
タ
イ
プ
の
映
像
装
置
は
、
投

影
す
る
タ
イ
プ
の
映
像
装
置
に
、
商
業
的
に
は
敗
北
し
た
と
言
え
る
。

覗
く
視
覚
装
置
の
系
譜
学
的
研
究
に
向
け
て
︱
覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡
絵
を
中
心
に

吉
本
秀
之

　

視
覚
装
置
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
マ
ジ
ッ
ク
ラ
ン
タ
ン
に
始

ま
り
映
画
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
至
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
す
る
タ
イ
プ
の

背
後
で
、
あ
る
い
は
裏
側
で
、
顕
微
鏡
、
望
遠
鏡
、
覗
き
眼
鏡
、
ス
テ
レ

オ
ス
コ
ー
プ
、
最
近
の
Ｖ
Ｒ
等
、
覗
き
込
む
視
覚
装
置
が
確
実
に
存
在
し

て
い
た
。
今
回
の
論
考
は
、
近
代
に
限
定
し
、
特
に
十
八
世
紀
初
め
か
ら

十
九
世
紀
初
め
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
流
行
し
、
い
く
ら
か
遅
れ
て
日
本
で

も
流
行
し
た
覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡
絵
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
覗
く
視
覚
装
置
の

系
譜
学
的
研
究
の
出
発
点
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

覗
き
眼
鏡
は
、
最
単
純
形
で
は
、
四
角
の
箱
に
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
だ
け

の
も
の
だ
。
初
期
に
は
、
十
七
世
紀
初
頭
に
作
ら
れ
古
典
時
代
の
代
表
的

な
視
覚
装
置
と
な
っ
た
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
転
用
し
た
場
合
も
あ
り
、

実
際
、
研
究
者
の
間
で
も
両
装
置
の
混
同
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
用
語
の

確
認
が
必
要
と
な
る
。

　

用
語
の
検
討

　

覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡
絵
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
絞
る
先
行
研
究
は
、
非
常
に
少

な
い

1
。
そ
の
な
か
で
は
最
新
に
近
い
論
文
の
ま
と
め
を
引
用
し
、
検
討

す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
カ
ル
デ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
一
八
九
五
年
『
プ
リ
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　　　　エジソンのキネトスコープ　1894

Guckkasten,  TECHNOSEUM
 -Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim 所蔵

　　　　Camera Obscura, D. Lardner, 1855
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Es
sa

ys
　
—

ン
ト
・
ク
ォ
ー
タ
ー
リ
ー
』
に
発
表
し
た
論
文
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

こ
の
装
置
を
指
す
専
門
用
語
、
ゾ
グ
ラ
ス
コ
ー
プ
（Zograscope

）
と

い
う
新
語
を
造
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
十
八
世
紀
の
科
学
器
具
製
造
業

者
と
し
て
有
名
な
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ダ
ム
ス
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

語
は
広
ま
ら
な
か
っ
た
。「
大
陸
で
は
、
こ
の
視
覚
装
置
と
眼
鏡
絵
を

指
す
言
葉
は
、
も
う
少
し
単
純
で
あ
っ
た
。
こ
の
装
置
が
生
ま
れ
た
場

所
と
み
な
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
絵
図
の
方
は
ヴ
ュ
・
オ
プ
テ
ィ
ッ

ク
（vue d'optique

）
ま
た
は
遠
近
法
的
光
景
（vue perspective

）
と
呼

ば
れ
、
装
置
の
方
は
単
純
に
オ
プ
テ
ィ
ッ
ク
（optique

） 

ま
た
は
光
学

箱
（boîte d'optique

） 

と
呼
ば
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
絵
図
の
方
は
覗
き

絵
（G

uckkastenbild

）
ま
た
は
覗
き
画
（G

uckkastenblatt 

覗
き
箱
の
紙

葉
）
と
呼
ば
れ
、
光
学
装
置
の
方
は
覗
き
箱
（G
uckkasten

）
と
呼
ば
れ

た
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、こ
の
遠
近
法
的
写
実
画
（R

ealetti Prospettive

）
は
、

光
学
箱
（C

am
ere O

ttiche

）
を
通
し
て
見
ら
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
こ

の
光
学
図
版
（opticaprent

）
は
、
オ
プ
テ
ィ
カ
（optica
）
で
覗
き
込
ま

れ
た

2
。」

　

ゾ
グ
ラ
ス
コ
ー
プ
（Zograscope

）
は
、
反
射
鏡
を
四
十
五
度
に
設
置

し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
的
に
光
学
的
斜
鏡
装
置
（O

ptical D
iagonal 

M
achine

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

以
上
、
装
置
だ
け
に
注
目
し
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
こ
の
装
置
は
、

覗
き
穴
に
は
め
ら
れ
た
レ
ン
ズ
と
箱
か
ら
な
る
。
普
及
し
た
携
帯
型
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
同
じ
く
、
四
十
五
度
の
反
射
鏡
が
つ
い
て
い
る

種
類
も
あ
っ
た
。
装
置
の
名
称
と
し
て
は
、
レ
ン
ズ
に
注
目
し
て
「
光

学
的optic

」
と
そ
の
派
生
語
、
画
像
を
収
め
る
入
れ
物
に
注
目
し
て

「
箱
」、
箱
に
収
め
て
み
る
元
々
の
絵
の
特
徴
に
よ
っ
て
「
遠
近
法
的 

perspective

」、
そ
し
て
最
後
に
穴
を
通
し
て
な
か
を
見
る
見
方
に
よ
っ

て
「
覗
き
」
と
い
う
四
要
素
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
と
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

さ
て
、
筆
者
は
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
じ
め
て
発
表
し
た
の
は
、

二
〇
一
八
年
五
月
二
十
七
日
東
京
理
科
大
で
開
か
れ
た
日
本
科
学
史
学

会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
発
表
の
あ
と
、
会
場
に
い
た
イ

タ
リ
ア
留
学
の
体
験
を
も
つ
光
学
史
研
究
者
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
語
の
用
法

に
関
し
て
質
問
を
受
け
た
。
そ
の
場
で
は
回
答
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
各

国
語
の
用
法
・
用
例
に
つ
い
て
、
各
国
語
の
辞
書
・
事
典
類
、
光
学
史
や

印
刷
文
化
史
の
文
献
を
調
べ
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
す
る
と
長
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

結
果
だ
け
を
記
そ
う
。

　

イ
タ
リ
ア
語
の
光
学
箱
（C

am
era O

ttica

）
は
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
形
の

カ
メ
ラ
・
オ
プ
テ
ィ
カ
（C

am
era O

ptica

）
と
と
も
に
、
カ
メ
ラ
・
オ

ブ
ス
ク
ラ
（C

am
era O

bscura

）
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
。
有
名
な
と
こ

ろ
で
は
、
マ
ル
ピ
ー
ギ
の
『
遺
著
』（
一
六
八
七
）
に
二
箇
所
ラ
テ
ン
語

と
イ
タ
リ
ア
語
の
用
例
が
あ
る

3
。
ま
た
、
十
七
世
紀
末
の
有
名
な
哲

学
辞
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
シ
ョ
バ
ン
の
『
哲
学
辞
典
』

（
一
六
九
二
）の「
視
覚
」の
項
目
で
も
複
数
の
用
例
が
見
ら
れ
る

4
。
ま
た
、

十
八
世
紀
以
降
の
イ
タ
リ
ア
語
の
辞
典
類
で
も
、
同
じ
用
例
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
前
に
記
し
た
通
り
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
覗
き
眼
鏡
に

転
用
す
る
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
イ
タ
リ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
の

光
学
箱
が
覗
き
眼
鏡
を
指
す
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
中
心

的
に
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
指
す
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
押
さ
え
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
光
学
箱
」
と
い
う
言
葉
は
、
多
く
の
事
例
で
は
覗
き
眼
鏡

を
指
し
た
が
、
言
語
に
よ
っ
て
覗
き
眼
鏡
を
指
す
場
合
と
、
カ
メ
ラ
・
オ
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ブ
ス
ク
ラ
を
指
す
場
合
が
あ
っ
た
。

　

上
の
カ
ル
デ
ン
バ
ッ
ハ
か
ら
の
引
用
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
オ

ラ
ン
ダ
語
で
遠
近
法
箱
（Perspectyfkas

）
と
呼
ば
れ
る
装
置
が
あ
る
。

こ
れ
と
の
異
同
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。

　

簡
単
に
い
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
遠
近
法
箱
は
、
固
有
名
詞
に
近
い
存
在

で
あ
る
。
制
作
年
代
も
一
六
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
六
七
〇
年
代
に
か
け

て
の
数
十
年
間
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
原
理
そ
の
も
の
は
、
覗
き
眼
鏡
と

違
わ
な
い
が
、
箱
の
な
か
の
五
面
に
、
室
内
や
教
会
堂
内
を
描
き
、
側
面

に
空
け
た
穴
か
ら
片
目
で
覗
き
込
む
と
、
そ
の
小
さ
い
箱
が
現
実
の
室
内

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
指
ほ
ど
の
大
き
さ
に
描
か
れ
る
人
物
が
等

身
大
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
装
置
で
あ
っ
た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
ァ
ン
・

ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
が
残
し
た
一
六
五
〇
年
代
後
半
制
作
の
美
品
が

も
っ
と
も
有
名
な
遠
近
法
箱
の
事
例
で
あ
る

5
。
覗
き
眼
鏡
の
非
常
に
特

異
な
事
例
だ
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
語
の
用
例
も
検
討
し
よ
う
。
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
が
述
べ
る

よ
う
に

6
、
一
六
四
六
年
と
い
う
早
い
時
期
に
、
オ
ラ
ン
ダ
船
に
載
っ
て

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
長
崎
に
舶
来
し
て
い
る
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

ラ
に
対
す
る
日
本
側
の
反
応
は
な
か
っ
た
が
、
同
じ
一
六
四
六
年
オ
ラ
ン

ダ
側
は
別
の
視
覚
装
置
を
日
本
に
送
っ
た
。
遠
近
法
箱
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
六
四
七
年
、
他
の
献
上
品
、
ラ
ク
ダ
や
ヒ
ク
イ
ド
リ
と
と
も
に
江
戸
に

持
ち
込
ま
れ
た
。
江
戸
で
は
、
こ
の
覗
き
箱
は
人
気
を
博
し
た
。
舶
来
の

こ
の
装
置
を
日
本
人
は
「
極
楽
箱
」
と
呼
ん
だ
。

　

こ
の
初
期
の
出
会
い
の
あ
と
、
ど
の
程
度
、
ど
う
い
う
頻
度
で
、
覗
き

眼
鏡
と
眼
鏡
絵
が
舶
来
し
た
の
か
判
明
で
は
な
い
が
、
着
実
に
江
戸
時
代

の
視
覚
文
化
と
し
て
根
付
い
た
。

　

そ
し
て
、
西
洋
で
は
表
に
で
な
か
っ
た
言
葉
が
表
に
出
た
。「
か
ら
く

り
」
で
あ
る
。
普
及
形
態
、
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
進
化
の
最
終
形
態

と
し
て
は
、「
覗
絡
繰
・
覗
機
関
（
の
ぞ
き
か
ら
く
り
）」
と
な
っ
た
。
京

阪
で
は
「
の
ぞ
き
」
と
略
さ
れ
、
江
戸
で
は
「
か
ら
く
り
」
と
略
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
の
装
置
は
、『
小
学
館　

日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
大
道
芸
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、「
大
き
な
箱
の
中
に
物

語
に
応
じ
た
絵
を
数
枚
納
め
て
置
き
、
箱
の
両
側
に
立
っ
た
二
人
が
、
物

語
に
節
を
つ
け
て
う
た
い
な
が
ら
綱
を
引
き
、
絵
を
順
次
転
換
さ
せ
る
装

置
。
こ
れ
を
前
方
の
眼
鏡
か
ら
覗
か
せ
て
料
金
を
と
っ
た
。」
大
衆
芸
能

と
し
て
市
場
に
進
出
し
た
の
ぞ
き
か
ら
く
り
は
、
遠
近
法
や
光
学
的
側
面

は
、
背
景
に
退
き
、
地
獄
極
楽
や
演
劇
的
空
間
を
穴
を
通
し
て
覗
き
見
る

装
置
と
な
っ
た
。

　

日
本
で
の
展
開
に
関
し
て
は

7
、『
江
戸
期
視
覚
文
化
の
創
造
と
歴
史

的
展
開
：
覗
き
眼
鏡
と
の
ぞ
き
か
ら
く
り
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
二
）

で
覗
き
眼
鏡
と
覗
き
絵
に
関
す
る
も
っ
と
も
体
系
的
な
研
究
書
を
だ
し

た
板
垣
俊
一
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

板
垣
に
よ
れ
ば
、
レ
ン
ズ
を
使
っ
た
光
学
装
置
は
、
普
通
の
近
視
用
や

遠
視
用
の
眼
鏡
だ
け
で
な
く
、望
遠
鏡
、顕
微
鏡
（
虫
眼
鏡
）、写
真
鏡
（
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
）
を
含
め
て
「
眼
鏡
細
工
」
と
呼
ば
れ
た
。
さ
ら
に
、

現
実
を
映
し
た
絵
画
や
版
画
を
覗
き
込
む
た
め
の
眼
鏡
細
工
が
あ
り
、
こ

れ
が「
覗
き
眼
鏡
」と
呼
ば
れ
、「
覗
き
眼
鏡
」で
見
ら
れ
る
絵
が「
眼
鏡
絵
」

と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
ら
と
は
別
に
、「
絵
を
箱
の
中
に
入
れ
て
レ
ン
ズ
越

し
に
し
か
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
覗
き
眼
鏡
が
あ
っ
た

8。
」
彼
は
こ
れ
を

「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」
と
名
づ
け
、「
覗
き
眼
鏡
」
と
は
は
っ
き
り
と
区
別

す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」
の
代
表
的
ネ
タ
は
「
地

獄
極
楽
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
覗
き
眼
鏡
」
の
ネ
タ
は
、
人
間
の
住

む
こ
の
世
の
都
市
で
あ
り
建
物
で
あ
り
風
景
で
あ
っ
た
、
と
板
垣
は
ま
と
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め
て
い
る
。

　

日
本
に
お
け
る
展
開
の
ま
と
め
と
し
て
、
以
上
の
板
垣
俊
一
の
見
解
は

妥
当
な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
こ
の
光
学
装
置
の
出
現
か
ら
、
十
八
世
紀
十
九
世
紀
に
お
け
る
多
様
な

展
開
を
追
い
か
け
る
と
き
、「
覗
き
眼
鏡
」と「
覗
絡
繰（
の
ぞ
き
か
ら
く
り
）」

を
峻
別
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
視
覚
装
置
群
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
両

極
に
置
く
視
点
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
、
こ
こ
で

は
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

顕
微
鏡
と
望
遠
鏡

　
覗
き
込
む
装
置
の
特
徴
を
つ
か
む
た
め
、
初
期
近
代
に
出
現
し
た
他
の
光

学
装
置
に
も
注
目
し
よ
う
。
顕
微
鏡
と
望
遠
鏡
で
あ
る
。
通
説
に
従
え
ば
、

顕
微
鏡
は
、
一
五
九
一
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
眼
鏡
職
人
ハ
ン
ス
・
ヤ
ン
ゼ
ン
と

ツ
ア
リ
ス
・
ヤ
ン
ゼ
ン
が
発
明
し
た
。
望
遠
鏡
は
そ
れ
よ
り
す
こ
し
遅
く
、

一
六
〇
八
年
十
月
、
オ
ラ
ン
ダ
の
眼
鏡
職
人
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ッ
ペ
ル
ス
ハ
イ

が
発
明
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
顕
微
鏡
と
望
遠
鏡
は
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に

か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
眼
鏡
職
人
が
発
明
し
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
そ

し
て
、
片
目
で
覗
き
込
む
光
学
装
置
で
あ
る
点
で
も
共
通
す
る
。

　

早
く
発
明
さ
れ
た
顕
微
鏡
か
ら
見
て
い
こ
う
。
十
六
世
紀
末
に
発
見
さ

れ
た
顕
微
鏡
は
、
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
科
学
的
発
見
に
繋
が
ら
な
か
っ
た
。

一
六
一
〇
年
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
が
自
作
の
顕
微
鏡
で
ハ
エ
の
観
察
を

行
っ
た
。
一
六
二
五
年
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ス
テ
ル
ッ
テ
ィ
（F rancesco 

Stelluti

）と
い
う
人
物
が
、顕
微
鏡
を
用
い
た
ミ
ツ
バ
チ
の
解
剖
研
究
を
行
い
、

解
剖
図
を
出
版
し
た
。
一
六
四
四
年
、
パ
レ
ル
モ
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
オ
デ
ィ

エ
ル
ナ
（G

iovanni H
odierna

）
と
い
う
人
物
が
ハ
エ
の
複
眼
を
顕
微
鏡
観
察

し
て
描
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
レ
ル
が
そ
れ
ま
で
の
顕
微
鏡
観

察
を
収
集
し
ま
と
め
て
『
顕
微
鏡
観
察
１
０
０
選
』(

一
六
五
五
―
五
六)

を

出
版
し
た

9
。
以
上
、
イ
タ
リ
ア
を
中
心
に
ハ
チ
や
ハ
エ
の
顕
微
鏡
観
察
は

行
わ
れ
、
観
察
図
の
出
版
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
何
か
大
き
な
発
見

と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
大
き
な
顕
微
鏡
研
究
の
流
れ
を
作

り
だ
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
顕
微
鏡
観
察
の
流
れ
と
い
う
点
で
画
期
的
で
あ
っ
た
の
は
、フ
ッ
ク
の『
ミ

ク
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』
の
出
版
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
ク
は
、
十
七
世
紀
前
半
の
イ

タ
リ
ア
の
研
究
の
伝
統
の
上
に
、
肉
眼
で
も
あ
る
程
度
見
え
て
い
た
も
の
を

試
料
に
選
ん
で
、
そ
れ
を
詳
細
に
観
察
し
、
非
常
に
優
れ
た
銅
版
画
を
多
数

掲
載
す
る
『
ミ
ク
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』
を
王
立
協
会
か
ら
一
六
六
五
年
に
出
版

し
た
。『
ミ
ク
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』
の
図
版
は
、
ハ
エ
の
複
眼
、
シ
ラ
ミ
や
ノ

ミ
の
詳
細
な
形
態
、
棘
の
あ
る
葉
っ
ぱ
、
剃
刀
の
刃
、
ヒ
ト
の
髪
の
毛
、
コ

ル
ク
、
葉
脈
、
苔
な
ど
の
正
確
な
姿
を
繊
細
な
線
で
示
し
た
。

　

フ
ッ
ク
の
『
ミ
ク
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』
の
出
版
が
大
き
な
刺
激
と
な
っ
て
、

一
六
六
九
年
オ
ラ
ン
ダ
の
ヤ
ン
・
ス
ワ
ン
メ
ル
ダ
ム
の
『
昆
虫
記
』
の
出
版
、

一
六
七
一
年
イ
タ
リ
ア
人
解
剖
学
者
マ
ル
ピ
ー
ギ
の
研
究
が
ロ
ン
ド
ン
王
立

協
会
の
『
哲
学
紀
要
』
に
掲
載
、一
六
七
三
年
オ
ラ
ン
ダ
人
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ

ク
の
研
究
成
果
が
同
じ
く
『
哲
学
紀
要
』
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
顕

微
鏡
観
察
は
明
確
な
流
れ
と
な
っ
た
。

　
顕
微
鏡
観
察
に
よ
っ
て
、
人
類
に
と
っ
て
の
未
開
の
地
、
ミ
ク
ロ
の
世
界

を
切
り
開
い
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
布
地
商
人
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ
ク
で
あ
っ

た
。
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ
ク
は
、
ご
く
小
さ
な
球
レ
ン
ズ
を
用
い
る
独
特
の
形

態
の
単
式
顕
微
鏡
を
数
多
く
自
作
し
、
フ
ッ
ク
の
複
式
顕
微
鏡
の
倍
率
を
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十
倍
程
度
超
え
た
。
手
の
ひ
ら
に
収
ま
る
こ
の
不
思
議
な
顕
微
鏡
を
使
っ

て
、
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ
ク
は
、
は
じ
め
て
現
在
の
生
物
学
に
い
う
微
生
物

（m
icrobe

）
や
細
菌
（bacteria

）
や
赤
血
球
を
発
見
し
た
。
当
時
の
学
者
の
共

通
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
を
学
ん
で
い
な
い
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ
ク
は
、
俗
語
の

オ
ラ
ン
ダ
語
で
自
分
の
発
見
を
記
述
し
、画
家
を
雇
っ
て
絵
に
描
か
せ
た
が
、

す
ぐ
に
は
報
告
を
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ
ク
の
苦
労

の
半
分
は
、
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ
ク
以
外
に
誰
も
見
た
こ
と
も
な
い
微
生
物
の

存
在
を
ど
う
記
述
し
た
ら
信
じ
て
も
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
費
や
さ
れ
た

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

10
。
そ
の
原
因
は
、
も
ち
ろ
ん
、
レ
ー
フ
ェ
ン
フ
ッ

ク
が
そ
の
独
特
の
顕
微
鏡
の
製
作
法
も
使
用
法
も
明
か
さ
な
か
っ
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
り
が
片
目
で
覗
き
込
む
と
い

う
顕
微
鏡
の
視
覚
の
特
性
に
も
、
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
を

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顕
微
鏡
観
察
の
場
合
、
個
人
が
見
た
も
の

は
、
絵
に
描
い
て
他
者
に
示
す
し
か
な
い
。
し
か
し
、
絵
は
、
主
観
と
絵
を

描
く
技
量
に
大
き
く
依
存
す
る
。
顕
微
鏡
観
察
の
公
共
性
と
客
観
性
は
、
そ

の
ひ
と
り
で
覗
き
込
む
形
式
の
せ
い
で
、
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
困
難

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
先
走
っ
て
付
記
し
て
お
こ
う
。
顕
微
鏡
的
視
覚
を
直
接
テ
レ
ビ
モ
ニ
タ
ー

に
映
し
出
す
二
十
世
紀
後
半
の
技
術
開
発
が
成
功
す
る
ま
で
、
こ
の
根
本

的
非
共
有
性
を
う
ち
破
る
に
は
、
写
真
術
と
組
み
合
わ
せ
る
し
か
な
か
っ

た
。
科
学
技
術
医
学
史
的
に
顕
微
鏡
写
真
が
ほ
ん
と
う
に
活
躍
し
た
の
は

一
八
八
〇
年
前
後
の
コ
ッ
ホ
を
待
つ
必
要
が
あ
っ
た
。

　
望
遠
鏡
は
、
顕
微
鏡
と
は
異
な
る
動
き
を
示
す
。
望
遠
鏡
の
発
見
が
伝
え

ら
れ
た
翌
年
、
一
六
〇
九
年
の
夏
、
ガ
リ
レ
オ
は
、
本
人
の
弁
で
は
発
見
の

報
を
聞
い
た
だ
け
で
望
遠
鏡
を
自
作
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
一
六
〇
九
年

の
夏
、
ず
っ
と
夜
遅
く
ま
で
起
き
て
い
て
、
ガ
リ
レ
オ
は
天
文
観
測
に
没
頭

し
た
。
望
遠
鏡
で
観
測
す
る
と
、
夜
空
に
は
、
肉
眼
で
は
見
え
な
か
っ
た

も
の
が
数
多
く
見
え
た
。
月
の
表
面
の
あ
ば
た
が
い
わ
ば
月
の
海
と
山
（
表

面
の
凹
凸
）
で
あ
る
こ
と
や
、
天
の
川
が
多
く
の
星
星
の
集
合
体
で
あ
る
こ

と
や
、
と
く
に
木
星
の
衛
星
を
は
じ
め
て
発
見
し
、
メ
デ
ィ
チ
星
と
名
づ
け

た
。
夏
の
観
測
結
果
を
『
星
界
の
報
告
』
と
い
う
書
物
に
急
い
で
ま
と
め
、

翌
一
六
一
〇
年
三
月
に
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
出
版
し
た
。『
星
界
の
報
告
』
は
、

新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
だ
と
受
け
取
ら
れ
、
一
種
の
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ン
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
し
て
、
初
版
は
瞬
く
間
に

売
り
切
れ
た

11
。

　
ガ
リ
レ
オ
は
、
望
遠
鏡
が
切
り
開
い
た
新
し
い
宇
宙
の
姿
は
、
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
説
を
支
持
す
る
も
の
だ
と
と
っ
た
し
、
プ
ラ
ハ
で
『
星
界
の
報
告
』
を

読
ん
で
ガ
リ
レ
オ
を
讃
え
る
小
著
を
同
年
中
に
出
版
し
た
ケ
プ
ラ
ー
に
と
っ

て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、望
遠
鏡
に
よ
る
天
文
観
測
は
、肉
眼
に
よ
る
観
測
に
置
き
換
わ
っ

て
い
っ
た
。

　
同
じ
覗
く
光
学
装
置
で
あ
る
の
に
、こ
の
差
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、天
文
学
が
古
代
に
数
学
的
学
問
の
一
分
野
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、

大
学
の
七
つ
の
自
由
学
科
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

観
測
結
果
を
交
換
・
共
有
す
る
天
文
学
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
成
立
し
て

い
た
こ
と
、
言
い
換
え
て
、
天
文
学
者
の
共
同
体
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を

そ
の
要
因
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　　
覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡
絵

　

こ
の
論
考
の
主
題
、
覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡
絵
に
入
ろ
う
。
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用
語
の
検
討
で
は
、
装
置
だ
け
を
取
り
上
げ
た
が
、
覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡

絵
は
セ
ッ
ト
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
点
を
先
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

順
に
検
討
し
よ
う
。
形
態
だ
が
、
最
単
純
形
で
は
箱
に
レ
ン
ズ
が
つ
い

た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
非
常
に
残
り
づ
ら
い
も
の
だ
と

言
え
る
。
眼
鏡
絵
と
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
、
散
逸
し
や
す
く
、
仮
に
残
っ

て
い
て
も
正
体
の
わ
か
り
づ
ら
い
視
覚
装
置
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
針
穴

写
真
機
や
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
共
通
す
る
特
徴
と
言
え
よ
う
。
用
語

は
、
前
に
見
た
と
お
り
、
分
散
し
て
い
て
、
正
体
を
つ
か
ま
え
る
の
が
難

し
い
。

　

次
に
装
置
の
発
明
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
よ

り
も
こ
の
装
置
の
始
ま
り
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
先
行
研
究
で
は
、
十
八

世
紀
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
説
と
、
十
七
世
紀
後
半
に
は
あ
っ
た
と
い
う

説
が
あ
る
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
オ
ラ

ン
ダ
商
人
が
十
七
世
紀
初
頭
（
一
六
四
六
年
の
荷
物
に
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

ラ
が
あ
り
、
一
六
四
七
年
の
荷
物
に
「
覗
き
箱
」

―
日
本
で
は
「
極
楽
箱
」

―

が
あ
っ
た
）
に
持
ち
込
ん
だ
荷
物
の
記
録
（『
阿
蘭
陀
商
館
日
記
』）
か
ら
、

十
七
世
紀
前
半
オ
ラ
ン
ダ
に
は
あ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う

12
。

　

衰
退
に
関
し
て
は
、
い
ろ
ん
な
証
拠
か
ら
ド
・
ケ
ー
ゼ
ル
の
指
摘
す
る

一
八
二
〇
年
以
降
衰
退
し
始
め
た
と
い
う
説
を
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

セ
ッ
ト
と
し
て
の
覗
き
眼
鏡
と
覗
き
絵
の
第
一
の
特
徴
は
、
人
類
に
は

じ
め
て
、
絵
画
に
よ
る
明
確
な
遠
近
法
視
覚
体
験
を
与
え
た
点
に
あ
る
と

言
え
る
。

　

遠
近
法
的
絵
画
の
最
大
の
特
徴
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
絵
に
明
確
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
視
点
の
固
定
で
あ
る
。
固
定
さ
れ
た
単
眼
視
、
遠
近

法
的
絵
画
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
こ
う
表
現
で
き
る
。実
際
に
描
く
に
は
、

固
定
さ
れ
た
視
点
と
対
象
物
の
あ
い
だ
に
視
線
と
垂
直
な
窓
を
立
て
、
窓

に
映
る
景
色
を
描
き
と
る
。
こ
の
作
業
は
原
理
的
に
は
難
し
く
な
い
が
、

実
際
に
最
後
ま
で
作
業
す
る
の
は
も
の
す
ご
く
手
間
取
る
。
そ
れ
を
一
気

に
簡
単
に
し
た
の
が
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
利
用
で
あ
っ
た
。
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
使
え
ば
、
絵
心
が
な
く
て
も
、
遠
近
法
的
に
正
確
に

風
景
を
な
ぞ
る
こ
と
が
で
き
る

13
。

　

そ
う
し
て
描
か
れ
た
遠
近
法
的
風
景
画
（
景
観
図
）
を
も
っ
と
も
劇
的

に
見
る
仕
方
が
、
そ
の
絵
を
眼
鏡
絵
と
し
、
覗
き
眼
鏡
を
通
し
て
見
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

覗
き
眼
鏡
に
よ
る
視
覚
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
視
野
の
限
定
（
箱
の
な

か
に
描
か
れ
た
絵
だ
け
が
視
覚
意
識
の
対
象
と
な
る
）、
第
二
に
、
視
点
の
固

定
。
こ
れ
で
、
遠
近
法
的
視
覚
、
現
実
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
・

錯
視
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
り
、
本
の
な
か
の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
取
り
込
ま

れ
て
い
る
遠
近
法
的
絵
画
は
、
自
由
な
角
度
、
視
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
ほ
ん
と
う
に
必
要
な
視
点
に
観
察
者
を
置
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
正
確
に
言
え
ば
、
観
察
者
の
視
点
を
必
要
な
点
に
留
め
置
く
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

遠
近
法
的
に
正
確
に
描
か
れ
た
風
景
画
や
景
観
図
を
遠
近
法
的
に
見
る

装
置
と
し
て
、
覗
き
眼
鏡
と
眼
鏡
絵
の
セ
ッ
ト
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九

世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
日
本
で
も
か
な
り
の
流
行
を
見

た
が
、
十
九
世
紀
に
入
り
、
下
火
に
な
っ
た
。
流
行
の
ピ
ー
ク
は
、
十
八

世
紀
の
第
二
の
四
半
期
に
始
ま
り
、
世
紀
末
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。　

た

だ
し
、
原
理
は
す
こ
し
違
う
点
も
あ
る
が
、
十
九
世
紀
半
ば
に
は
ス
テ
レ

オ
ス
コ
ー
プ
が
類
似
の
視
覚
体
験
（
立
体
視
：
奥
行
き
感
覚
）
を
も
た
ら

す
光
学
装
置
と
し
て
、
一
定
期
間
、
か
な
り
の
流
行
を
見
た
。

　

で
は
、
眼
鏡
絵
と
し
て
は
、
ど
ん
な
絵
が
つ
か
わ
れ
た
の
か
？　

当
初
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そ
れ
は
、
一
般
的
に
遠
近
法
で
描
か
れ
た
風
景
図
、
景
観
図
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
簡
単
に
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
用
い
て
（
あ
る
い
は

用
い
ず
に
）
描
か
れ
た
都
市
、
記
念
物
、
自
然
風
景
、
建
物
な
ど
の
透
視

画
法
図
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
別
の
題
材

も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
有
名
な
歴
史
的
戦
闘
や
政
治
的
事
件
な
ど
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
も
の
と
、
有
名
な
宗
教
的
場
面
な
ど
の
教
訓
的
な

も
の
で
あ
る
。
視
覚
文
化
史
に
関
し
て
重
要
な
著
作
を
連
続
し
て
出
し
て

い
る
バ
ー
バ
ラ
・
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
眼
鏡
絵
は
、
つ
い
に
は
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
都
市
の
町
並
み
、
高
明
な
宮
殿
や
教
会
の
見
取
り
図
、

有
名
な
戦
場
風
景
、
理
想
化
さ
れ
た
眺
望
図
、
田
舎
の
ス
ポ
ー
ツ
、「
雅

び
な
宴
」、
狩
、
乗
馬
、
楽
興
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
農
家
生
活
、
紫
煙

く
ゆ
り
立
つ
賭
場
風
景
、大
災
害
、「
お
化
け
の
一
種
」14
」
等
々
、マ
ジ
ッ

ク
ラ
ン
タ
ン
が
好
ん
で
見
せ
た
幽
霊
・
お
化
け
・
異
世
界
も
含
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
当
初
の
遠
近
法
的
絵
画
は
後
景
に
退

き
、
見
世
物
的
要
素
、
覗
い
て
見
て
面
白
い
も
の
が
前
景
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
当
初
の
遠
近
法
的
視
覚
効
果
を
も
た
ら
す
光
学
装

置
と
い
う
側
面
は
い
く
ら
か
残
存
し
た
が
、
日
本
（
の
ぞ
き
か
ら
く
り
）

で
も
中
国(

ラ
ー
ヤ
ン
ビ
ェ
ン)

で
も
そ
し
て
発
祥
の
地
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
も
、
興
行
的
な
見
世
物
、
ピ
ー
プ
シ
ョ
ー
が
最
終
進
化
形
態
だ
っ
た

と
結
論
付
け
て
問
題
な
か
ろ
う
。

　

こ
の
側
面
と
重
な
り
つ
つ
、
別
の
側
面
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

眼
鏡
絵
は
、ド
イ
ツ
で
は「
書
割
絵 K

ulissenbilder

」、イ
タ
リ
ア
で
は「
新

世
界 m

ondo nuovo

」
と
も
呼
ば
れ
た

15
。
こ
う
し
た
用
語
は
、
現
実
の

風
景
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
の
新
世
界
の
風
景
、
架
空

の
世
界
の
光
景
を
三
次
元
に
迫
真
な
も
の
と
し
て
見
せ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な

娯
楽
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
実
の
も
の
も
架
空
の
も
の

も
含
む
、
バ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
観
光
体
験
を
も
た
ら
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
娯
楽
と
し
て
の
バ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
ツ
ー
リ

ズ
ム
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
新
し
い
側
面
は
、
し
た
が
っ

て
、
蒸
気
機
関
車
や
写
真
術
が
出
現
す
る
前
の
時
代
に
、
絵
画
や
版
画
に

よ
る
バ
ー
チ
ュ
ア
ル
な
観
光
体
験
を
与
え
る
仕
掛
け
だ
っ
た
と
表
現
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

　

最
後
に
論
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
類
似
の

光
学
装
置
と
し
て
十
七
世
紀
半
ば
に
出
現
し
た
覗
き
眼
鏡
は
、
十
八
世
紀

か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
民
衆
芸
術
と
し
て
西
洋
で
も
日
本
で
も

中
国
で
も
大
流
行
し
た
。
光
学
的
原
理
の
単
純
さ
ゆ
え
に
、こ
の
装
置
は
、

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
な
ど
の
光
学
的
装
置
と
混
同
さ
れ
や
す
く
、
こ
れ

を
指
す
用
語
も
分
散
状
態
に
あ
っ
た
。

　

当
初
、
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
や
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
勃
興
し
た
遠
近

法
で
描
か
れ
た
景
観
図
（l andscape prints

）
を
遠
近
法
的
視
覚
の
も
と
、

迫
真
の
姿
で
見
る
／
見
せ
る
工
夫
と
し
て
出
発
し
た
こ
の
光
学
装
置
は
、

次
第
に
、
歴
史
的
戦
闘
や
政
治
的
事
件
、
有
名
な
宗
教
的
場
面
を
見
せ
る

よ
う
に
な
り
、
最
後
に
は
、
大
災
害
の
様
子
や
幽
霊
・
お
化
け
・
異
世
界

を
見
せ
る
ピ
ー
プ
シ
ョ
ー
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
異
世
界
の
隣
り
合
わ

せ
で
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
新
世
界
へ
の
仮
想

的
な
旅
行
体
験
を
与
え
る
役
割
も
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

市
井
の
見
世
物
と
し
て
、
こ
の
最
終
進
化
形
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
都

市
に
も
生
息
し
て
い
た
。
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on p.16.

3　

M
arcello M

alpighi, O
pera posthum

a,  London, 1687.

4　

Étienne C
hauvin, Lexicon philosophicum

, R
otterdam

, 1692.

5　
遠
近
法
箱
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。C

laus Jensen, "The G
eom

etry of the 17th 

century D
utch Perspective B

oxes" in B
. Sriram

an, C
. M

ichelsen, A
. B

eckm
ann 

&
 V. Friem

an (eds.), Proceedings of the Second International Sym
posium

 

on M
athem

atics and its C
onnections to the Arts and Sciences, U

niversity of 

Southern D
enm

ark Press, pp.89-106.　

A
gnes Verw

eij, "Perspective in a box," 

N
exus N

etw
ork Journal, 12(2010): 47-62.  Susan K

oslow
, "D

e w
onderlijke 

Perspectyfkas: A
n A

spect of Seventeenth Century D
utch Painting," O

ur H
olland - 

Q
uaterly for D

utch Art H
istory , Vo.82 (1967): 35-56.  

北
澤
洋
子
「
フ
ェ
ル
メ
ー

ル
の
作
品
の
前
で
」『
ユ
リ
イ
カ
』(

二
〇
〇
八
年
八
月
号)

二
二
三
―
二
二
七
頁
。 

深
谷
訓
子
「
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ホ
ス
ト
ラ
ー
テ
ン
『
絵
画
芸
術
の
高
き

学
び
舎
へ
の
手
引
き
』（
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
、
一
六
七
八
年
）」『
尾
道
大
学
芸
術
文
化

学
部
紀
要
』
第
十
一
号
（
二
〇
一
一
）
二
九 

―
三
九
頁
。

　

な
お
、
現
代
の
用
法
で
は
、
覗
き
眼
鏡
を
指
す
一
般
的
術
語
と
し
て 「perspective 

box

」 

が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

6　

Tim
on Screech, "R

ethinking V
isual R

evolution in Edo: Inoue M
asashige and 

International V
isual C

ulture in the Years A
fter the Prohibition of the Seas" 『

の

ぞ
い
て
び
っ
く
り
江
戸
絵
画―

科
学
の
眼
、
視
覚
の
ふ
し
ぎ―

』（
サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館
、
二
〇
一
四
）
一
四
―
二
〇
頁
。 

こ
の
ス
ク
リ
ー
チ
に
よ
る
英
語
論
文
は
、 

同
じ
カ
タ
ロ
グ
の
中
で
村
山
和
裕
氏
の
手
で
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク

リ
ー
チ
「
江
戸
の
視
覚
革
命
再
考:

井
上
政
重
と
海
禁
以
降
の
視
覚
文
化
交
流
」『
の

ぞ
い
て
び
っ
く
り
江
戸
絵
画
』(

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、二
〇
一
四) 

二
一
―
二
七
頁
。 

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
『
大
江
戸
視
覚
革
命
』
田
中
優
子
・
高
山
宏
訳
、
作
品
社
、

一
九
九
八
。

7　

板
垣
俊
一
『
江
戸
期
視
覚
文
化
の
創
造
と
歴
史
的
展
開
：
覗
き
眼
鏡
と
の
ぞ
き
か

ら
く
り
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
二
。 

板
垣
俊
一
に
は
、
関
連
論
文
と
し
て
次
が

あ
る
。
板
垣
俊
一
「
中
国
の
〈
の
ぞ
き
か
ら
く
り
〉 : 

拉
洋
片(

ラ
ー
ヤ
ン
ビ
ェ
ン)

」

『
県
立
新
潟
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
五
集 

五(

二
〇
〇
八)

：
三
八
九
―

四
〇
七
、 

板
垣
俊
一
「
江
戸
時
代
の
覗
き
眼
鏡 : 

江
戸
時
代
に
お
け
る
西
洋
製
光
学

器
具
の
受
容
」『
新
潟
の
生
活
文
化
』
第
十
七
号(

二
〇
一
一)

九
―
二
四
頁 

、 

板

垣
俊
一
「
遠
近
法
絵
画
と
覗
き
見
の
装
置 : 

現
実
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
し
て
絵
に

な
っ
た
の
か
」『
国
際
地
域
研
究
論
集
』第
二
号 （
二
〇
一
一
） 

一
五
七
―
一
七
五
頁
。 
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他
に
、坂
井
美
香
が
こ
の
分
野
に
関
し
て
精
力
的
に
研
究
し
て
い
る
。
坂
井
美
香「
覗

き
か
ら
く
り
とpeepshow

の
接
点
―
西
欧
覗
き
か
ら
く
り
― (

二
〇
〇
八
年
度 

奨
励
研
究
成
果
論
文)

」『
年
報
非
文
字
資
料
研
究
』
第
六
号
（
二
〇
一
〇
）
二
二
一

―
二
四
八
頁 

、 

坂
井
美
香
「
近
世
覗
き
か
ら
く
り
は
何
を
見
せ
た
か
、
そ
の
一
―
カ

ラ
ク
リ
を
覗
く
―
」『
年
報
非
文
字
資
料
研
究
』
第
八
号
（
二
〇
一
二
） 

一
〇
七
―

一
三
六
頁
、 
坂
井
美
香
「
明
治
初
期
、「
西
洋
眼
鏡
（
せ
い
よ
う
め
が
ね
）」
の
盛
衰 

: 

人
は
な
ぜ
覗
き
、な
ぜ
観
る
の
か
」『
年
報
非
文
字
資
料
研
究
』第
九
号 （
二
〇
一
三
）

九
三
―
一
一
八
頁
。 
坂
井
美
香
「
覗
き
か
ら
く
り
、「
か
ら
く
り
」
考
」 『
年
報
非
文

字
資
料
研
究
』
第
十
号
（
二
〇
一
四
）
四
〇
九
―
四
三
八
頁
。

8　

板
垣
俊
一
『
江
戸
期
視
覚
文
化
の
創
造
と
歴
史
的
展
開
』(

三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
二) 

序
。

9　

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
グ
ル
『
近
代
の
小
道
具
た
ち
』（
三
島
憲
一
訳
、青
土
社
、

一
九
九
〇
）
第
四
章
「
顕
微
鏡
に
よ
る
自
然
の
秘
密
の
発
見
」。

10　

田
中
祐
理
子
『
科
学
と
表
象
：
「
病
原
菌
」
の
歴
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
三
。

11　

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
グ
ル
『
近
代
の
小
道
具
た
ち
』（
三
島
憲
一
訳
、青
土
社
、

一
九
九
〇
）
第
一
章
「
道
具
と
し
て
の
眼
」
＆
第
二
章
「
望
遠
鏡
と
反
省
」。

12　

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
「
江
戸
の
視
覚
革
命
再
考
」（
注
6
）。

13　

遠
近
法
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
非
常
に
数
多
い
。
こ
こ
で
は
、
古
典
的
な
次
の

四
点
を
挙
げ
る
に
止
め
る
。

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『〈
象
徴
形
式
〉
と
し
て
の
遠
近
法
』
木
田
元
監
訳
、

哲
学
書
房
、
一
九
九
三
。

Sam
uel Y. Edgerton, Jr., The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective, 

N
ew

 York, 1975.

エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
「
遠
近
法
」『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
思
想
史
大
事
典
』（
丸
善
出
版
、

二
〇
一
六
）

ヴ
ァ
ス
コ
・
ロ
ン
キ「
光
学
と
視
覚
」（
高
橋
憲
一
訳
）『
西
洋
思
想
大
事
典
』（
平
凡
社
、

一
九
九
〇
）。

　

遠
近
法
の
用
語 perspective 

に
つ
い
て
は
誤
解
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
、
基
本
的

な
ポ
イ
ン
ト
を
一
点
指
摘
し
て
お
こ
う
。
中
世
ラ
テ
ン
語
のperspectiva

は
、
ギ
リ

シ
ャ
語
の οπτική (optice)

の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
現
代
の
光
学
を

指
す
用
語
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
に
入
る
と
、perspective 

は
、
遠
近
法
を
中
心
的

に
指
す
用
語
と
な
る
が
、
中
世
ラ
テ
ン
語
の
世
界
で
現
代
の
光
学
を
指
す
学
術
語
と

し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
十
分
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
、
デ

カ
ル
ト
、
ホ
イ
ヘ
ン
ス
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
経
て
成
立
し
た
近
代
光
学
に
は
、optics 

の
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
光
学
は
、
む
し

ろ
直
訳
的
に
視
学
と
訳
し
た
方
が
誤
解
が
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。） 

　

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
つ
い
て
は
、O

laf B
reidbach, K

errin K
linger and 

M
atthias M

üller (eds.), C
am

era O
bscura, 2013.

な
ら
び
に
吉
本
秀
之
「
初
期
の

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
批
判
的
歴
史
：
暗
室
、玩
具
、人
口
眼
、写
生
装
置
？
」『
総

合
文
化
研
究
』
第
十
九
号
（
二
〇
一
五
）
一
八
九
―
二
〇
九
頁
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

14　
バ
ー
バ
ラ
・
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
『
ボ
デ
ィ
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
：
啓
蒙
時
代
の
ア
ー

ト
と
医
学
に
お
け
る
見
え
ざ
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
化
』（
高
山
宏
訳
、
国
書
刊
行

会
、
二
〇
〇
六
）
四
八
二
頁
。 

他
に
次
の
著
作
も
参
考
に
な
る
。
バ
ー
バ
ラ
・
Ｍ
・

ス
タ
フ
ォ
ー
ド
『
ア
ー
ト
フ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
：
啓
蒙
時
代
の
娯
楽
と
凋
落
す
る

視
覚
教
育
』
高
山
宏
訳
、  

産
業
図
書
、
一
九
九
七
。 B

arbara M
aria Stafford and 

Frances Terpak, D
evices of W

onder: From
 the W

orld in the Box to Im
ages on the 

Screen, Los A
ngeles, 2001. 　

　

15　
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
『
ボ
デ
ィ
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
四
八
一
頁 

。 G
iuliana B

runo, 

Atlas of Em
otion: Journeys in Art, Architecture, and Film

, Verso B
ooks, 2007, 

p.438
のnote 59

は
、「
他
の
言
葉
で
は
隠
さ
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ー
イ
ン
グ
・
ボ
ッ

ク
ス
の
観
光
効
果
を
前
景
化
し
て
い
る
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
語
の
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吉本秀之「覗く視覚装置の系譜学的研究に向けて：覗き眼鏡と眼鏡絵を中心に」/
YOSHIMOTO, Hideyuki. "Toward a History of Optical Boxes for Looking Into."

—
 

Es
sa

ys
　
—

"m
ondo nuovo"

「
新
世
界
」
と
い
う
フ
レ
イ
ズ
を
重
視
し
て
い
る
。
な
お
、
イ
タ

リ
ア
語
で
は
、
こ
の
語
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
る
素
晴
ら
し
い
研
究
書
が
出
版
さ
れ

て
い
る
。C

arlo A
lberto Zotti M

inici (ed.), Il m
ondo nuovo. Le m

eraviglie della 

visione dal Settecento alla nascita del cinem
a, M

azzotta, 1988. 
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2019年
東京外国語大学
総合文化研究所

活動報告

主催連続講演会

Workshop Series（若手研究者育成） 第 8 回
「19 世紀ロシア風景画〜第一回移動展覧会における
サヴラソフ『ミヤマガラスの飛来』の評価」
井伊裕子　　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 17 日

文学の移動 / 移動の文学　第 7 回
"Glocal dimension and narrative transportation in the 

“global novels” of Murakami Haruki and Elena Ferrante"

（村上春樹とエレナ・フェッランテの “ グローバル
小説 ” におけるグローカルな性質と物語への移入）

「翻訳という交通路 — 須賀敦子とタブッキ」
（Translation as a transportation route —Suga Atsuko 

and Tabucchi）
Dr. Francesco Eugenio Barbieri、和田忠彦
　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 24 日

Workshop Series（若手研究者育成）　第 9 回
修論中間発表会
市野太音、豊口彩乃、山本ゆみ、菊地圭祐、新谷和
輝、中川美枝子、奥村文音、仲谷航、小林淳子
　　　　　　　　　　　　　　 　2019 年 10 月 2 日

主催講演会

Leonardo, il paesaggio e la Grazia

（レオナルド、風景と優美）
Raffaele Milani　　　　　　　　   2019 年 5 月 13 日

ザメンホフとポストニコフ
〜エスペラント語をめぐる理想と冒険〜
ミカエロ・ブロンシュテイン
通訳：佐々木照央　　　　　　  2019 年 10 月 15 日

文化コンテンツを世界へ！
ーガラパゴス・ニッポンでグローバルに働くことー
風岡優賀子　　　　　　　　　  2019 年 12 月 13 日

主催シンポジウム

The Joy of Translation?

柴田元幸、野崎歓、松永美穂、沼野恭子、和田忠彦
司会：山口裕之　　　　　　　  2019 年 10 月 23 日

主催セミナー

中央アジアのごはんがおいしいヒミツ
山田有佐子　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 16 日

主催ポスター展

レフ・トルストイ ポスター展
　　　　　　　　　　  2019 年 5 月 8 日〜 6 月 5 日

L'America raccontata dagli scrittori italiani

（イタリアの作家たちが語ったアメリカ）
"Calvino e l'America"

"L'America di Pavese, Calvino ed Eco"

ラウラ・ディ・ニコラ、小久保真理江
司会：和田忠彦　　　　　　　　 2019 年 12 月 5 日

共催シンポジウム

都市の憂愁：大正時代の文学と文化
ス・セゴン、スティーブン・ドッド、柴田勝二
司会：友常勉                            2019 年 1 月 24 日

共催セミナー

レフ・トルストイ　超入門
「トルストイってどんな人？『懺悔』には何が書い
てあるの？」　　　　　　　　 　 2019 年 5 月 10 日

「トルストイの作品どれが面白い？『アンナ・カレー
ニナ』『戦争と平和』それとも？」
　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 5 月 17 日

「翻訳を通じて垣間見える世界観
〜チェーホフとドストエフスキーの日本語訳を例
に」
ウリヤナ・ストリジャック 　　　2019 年 7 月 10 日

共催上映会

タイ映画『バッド・ジーニアス』上映会
解説：コースィット・ティップティエンポン
　　　　　　　　　　　　　　   2019 年 12 月 14 日

共催対談

今福龍太 × 朝吹真理子
抽斗のなかの海、迷宮のなかの虎
— ソンタグ、ボルヘス、生きている石、そして〈永
遠〉について
今福龍太、朝吹真理子
司会：山口裕之　　　　　　　  2019 年 12 月 11 日

主催上映会

多言語オペラ『女船客≪ The Passenger ≫』DVD 上映会
　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 11 月 6 日

共催連続講演会

表象としての映像 第 4 回
日本・オーストラリア合作映画『STAR SAND 星砂
物語』
ロジャー・パルバース監督、沼野恭子
　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 7 月 10 日

共催講演会

あなたにとって一番大切なものは何ですか：日本最
強ヘッドハンターが語る、実社会が希求するリー
ダーの実像
講演者：武元康明
コメンテーター：田島充士          2019 年 1 月 11 日

CAAS ユニット着任研究会
Thoughts on Japanese Cinema in the Post-Studio Era

イゾルダ・スタンディシュ          2019 年 2 月 20 日

翻訳と近代
中川成美、山口裕之
司会・コメンテーター　友常勉     2019 年 3 月 1 日

ルーミーの思想を読み解く：『精神的マスナヴィー』
の説話が描く世界
シャキービー・モムターズ・ナスリーン
                                                               2019 年 3 月 7 日

イーホル・ハルチェンコ在日ウクライナ大使講演会
「ウクライナ — ヨーロッパのユニークな国、そし
て信頼できる日本のパートナー」
イーホル・ハルチェンコ　　　　 2019 年 4 月 25 日

現代ミャンマーにおける音楽活動の多様な広がり
村上巨樹　　　　　　　　　　　 2019 年 6 月 24 日

Il futurismo e le donne: pregiudizi e correttivi, teoria 

e mito nelle prime fasi del movimento d’avanguardia 

(1909-1918)

未来派と女性 — アヴァンギャルド運動初期の偏見
と修正、理論と神話（1909-1918）
チェチリア・ベッロ
コメンテーター：和田忠彦、横田さやか
通訳：土肥秀行　　　　　　　　 2019 年 6 月 27 日

閉ざされた身体／流れ出す身体 — モデルネの身体
表象（ボディ・イメージ）をめぐって
田村和彦
コメンテーター：小野寺拓也　　 2019 年 9 月 27 日
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教
育
研
究
者
で
あ
る
藤
倉
憲
一
氏
を
お
招
き
し
た
（
講
演
タ
イ
ト
ル
『
学

習
者
の
主
体
性
を
促
進
す
る
教
員
の
権
威
と
権
力
：
学
び
を
深
め
る
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
』）。
藤
倉
氏
は
大
阪
市
教
育
研
究
会
に
お
い
て
理
科
部
長
を
務
め

た
実
践
研
究
者
で
あ
り
、
大
阪
教
育
大
学
教
育
学
部
附
属
天
王
寺
小
学
校

お
よ
び
、
大
阪
市
立
小
学
校
に
お
い
て
長
年
、
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持

つ
子
ど
も
た
ち
同
士
が
話
し
合
う
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
型
教
育
実
践
の

開
発
を
行
っ
て
き
た
。
本
講
演
で
は
、
藤
倉
氏
の
実
践
経
験
お
よ
び
研
究

成
果
を
も
と
に
、
子
ど
も
た
ち
の
主
体
的
な
学
び
を
リ
ー
ド
し
得
る
教
員

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、「
権
威
（
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
信
頼
す
る
リ
ー

ダ
ー
の
力
）」
お
よ
び
「
権
力
（
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
従
わ
せ
る
力
）」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
、
お
話
い
た
だ
い
た
。

　
教
員
の
権
力
は
一
般
に
、
学
習
者
の
主
体
性
を
奪
う
働
き
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
藤
倉
氏
は
、
学
習
者
の
主
体
性
を
促

進
す
る
た
め
の
高
度
な
学
習
環
境
を
組
織
し
、
彼
ら
一
人
ひ
と
り
の
学
び

を
深
化
さ
せ
る
繊
細
か
つ
困
難
な
働
き
か
け
を
行
う
上
で
、
教
員
が
自
分

自
身
の
権
力
を
自
覚
し
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
的
確
に
行
使
で
き
る
こ
と

が
重
要
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
授
業
の
モ
デ
ル
と
し
て
、「
黒

板
を
子
ど
も
に
渡
す
」
と
呼
ぶ
実
践
プ
ラ
ン
を
提
案
す
る
。
こ
こ
で
い
う

黒
板
と
は
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
黒
板
を
子
ど
も
に
渡
す

実
践
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
「
正
解
」（
そ
の
多
く
が
黒
板
に
書

藤
倉
憲
一
氏
（
新
授
業
デ
ザ
イ
ン
研
究
会
）
× 

武
元
康
明
氏
（
半
蔵
門
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社
）
連
続
講
演
会

多
文
化
社
会
を
創
造
的
に
生
き
抜
く
た
め
の
異
文
化
跳
躍
力
育
成
に
つ
い
て

　

報
告
　
田
島
充
士

　
　
　
　

１
．
は
じ
め
に

　
報
告
者
が
研
究
代
表
を
務
め
る
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究

（
C
）『
多
文
化
社
会
を
創
造
的
に
生
き
抜
く
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
養

成
：
「
異
文
化
跳
躍
力
」
の
提
案
』
の
主
催
事
業
と
し
て
、
人
材
育
成

に
関
す
る
実
践
研
究
者
で
あ
る
藤
倉
憲
一
氏
（
新
授
業
デ
ザ
イ
ン
研
究
会
）

と
武
元
康
明
氏
（
半
蔵
門
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社
）
を
本
学
に
招
き
、
連

続
講
演
会
を
実
施
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
演
者
に
は
科
研
の
テ
ー
マ
に
あ

わ
せ
、
異
質
な
活
動
文
脈
を
背
景
と
す
る
者
が
協
働
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
を
参
照
し
な
が
ら
、
新
た
な
言
説
を
創
造
す
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
（
報
告
者
が
科
研
で
提
案
し
た
異
文
化
跳
躍
力
に
該
当
）
の
重

要
性
に
言
及
す
る
よ
う
、
依
頼
し
て
い
た
。
来
場
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
お
よ

そ
二
百
名
だ
っ
た
。
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
両
講
演
会
に
共
通
す
る
キ
ー
コ
ン

セ
プ
ト
を
「
多
文
化
社
会
を
創
造
的
に
生
き
抜
く
た
め
の
異
文
化
跳
躍
力

育
成
に
つ
い
て
」
と
設
定
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

２
．
藤
倉
憲
一
氏
講
演
に
つ
い
て

　
二
〇
一
八
年
十
二
月
十
四
日
に
は
、
小
学
校
現
場
を
中
心
に
活
躍
す
る

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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か
れ
る
）
を
表
現
す
る
教
員
の
権
利
を
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
ず
り
、
彼
ら
自

身
の
声
を
授
業
展
開
に
深
く
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
実
践
を
示
す
。
そ
し
て

こ
の
種
の
授
業
で
は
多
く
の
場
合
、
教
員
が
「
黒
板
」
と
な
っ
て
子
ど
も

た
ち
の
間
に
入
り
、
異
な
る
意
見
を
と
り
ま
と
め
な
が
ら
、
教
室
全
体
の

物
語
を
構
成
す
る
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
藤
倉
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
教
員
の
権
力
の
行
使
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち

は
彼
ら
単
独
で
は
な
し
得
な
い
水
準
で
、
自
ら
の
活
動
文
脈
を
率
直
か
つ

自
律
的
に
開
示
し
得
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
種

の
相
互
交
流
を
通
し
、
互
い
の
視
点
を
参
照
し
つ
つ
、
自
分
自
身
の
意
見

を
豊
か
に
構
成
し
て
い
く
異
文
化
跳
躍
力
を
実
現
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
。

ま
た
教
員
の
こ
の
権
力
行
使
は
、
次
第
に
子
ど
も
た
ち
が
教
員
に
向
け
る

信
頼
感
と
し
て
の
権
威
を
醸
成
し
、
将
来
、
彼
ら
自
ら
が
他
者
と
の
出
会

い
に
お
い
て
異
文
化
跳
躍
力
を
発
揮
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
源
泉
に

も
な
る
の
だ
と
論
じ
る
。

３
．
武
元
康
明
氏
講
演
に
つ
い
て

　
二
〇
一
九
年
一
月
十
一
日
に
は
、
武
元
康
明
氏
を
お
招
き
し
た
（
講

演
タ
イ
ト
ル
『
あ
な
た
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
は
何
で
す
か
：
日
本
最

強
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
タ
ー
が
語
る
、
実
社
会
が
希
求
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
実
像
』）。

武
元
氏
は
経
済
界
・
医
学
界
を
中
心
に
活
躍
す
る
著
名
な
ヘ
ッ
ド
ハ
ン

タ
ー
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
に
お
け
る
実
践
経
験
か
ら
、
実
社
会
に
お

い
て
活
き
る
人
材
開
発
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
き
た
。
本
講
演
で
は

武
元
氏
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
実
社
会
に
お
い
て
求
め

ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー
の
具
体
像
に
つ
い
て
、
武
元
氏
自
身
が
監
修
し
た
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
（
テ
レ
ビ
東
京
・
ド
ラ
マBiz

『
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
タ
ー
』（
二
〇
一
八

年
四
月
︱
六
月
放
送
））
の
映
像
資
料
も
交
え
な
が
ら
解
説
し
て
い
た
だ

い
た
。

　
武
元
氏
は
、
自
分
の
見
解
と
他
者
の
異
質
な
見
解
と
の
創
発
的
な
接

続
を
可
能
と
す
る
「
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」、
必
要
に
応
じ
て
自
分
の
見
解
に

対
す
る
こ
だ
わ
り
を
捨
て
る
こ
と
が
出
来
る
「
切
断
力
」、
他
者
と
の

協
働
関
係
の
見
通
し
を
持
つ
「
大
局
観
」
が
、
異
質
な
活
動
文
脈
を
背

景
と
す
る
他
者
と
の
協
働
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
得
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
リ
ソ
ー
ス
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
は
科
研
で
設
定
し
た
異
文

化
跳
躍
力
を
構
成
す
る
具
体
的
な
要
素
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の

能
力
の
養
成
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
能
力
に
対
す
る
「
自
尊
心
」
お

よ
び
、他
者
に
対
す
る「
尊
重
」が
高
い
こ
と
が
必
要
に
な
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
武
元
氏
に
よ
る
と
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
、
日
本
の
多
く
の
若

者
に
こ
れ
ら
の
心
性
が
十
分
に
育
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
だ
と

い
う
。

　
特
に
今
後
予
想
さ
れ
る
労
働
環
境
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
お
よ
び
、
就
労

期
間
の
長
期
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
最
初
に
所
属
し
た
組
織

で
最
後
ま
で
働
き
続
け
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
自
尊
心
を
持
っ
て
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
ま
た
様
々
な
組
織
に
属
す
る
他
者
と
の
協
働
を

リ
ー
ド
す
る
力
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
は
学
校
に
お
い

て
、
藤
倉
氏
が
提
案
し
た
よ
う
な
、
課
題
に
つ
い
て
学
習
者
自
ら
考
え
、

自
ら
他
者
と
交
渉
し
、
共
に
学
ぶ
仲
間
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
「
物
語
」

を
生
み
だ
し
て
い
く
教
育
・
学
習
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
武
元
氏
は
主
張
す
る
。
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４
．
さ
い
ご
に

　
藤
倉
氏
と
武
元
氏
に
よ
る
連
続
講
演
を
聴
き
、
改
め
て
感
じ
た
の
は
、

異
文
化
跳
躍
力
を
育
成
す
る
上
で
、
学
習
者
自
ら
が
課
題
に
つ
い
て
考

え
、
自
ら
課
題
を
遂
行
し
、
自
ら
成
果
を
評
価
出
来
る
自
律
的
な
学
び
を

支
援
す
る
こ
と
が
必
須
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
び

は
、
次
期
学
習
指
導
要
領
（
文
部
科
学
省
）
に
も
唱
わ
れ
る
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
科
研

で
設
定
し
た
テ
ー
マ
は
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し

学
校
現
場
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
教
育
・
学
習
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
く
、
ま
た
現
状
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
十
分

に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。
今
後
も
、
異
文
化
跳
躍
力
を
育
成

し
得
る
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
実
践
現
場
の
専
門
家
と
の
協
働
を
通

し
て
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

連
続
講
演
会

「
多
文
化
社
会
を
創
造
的
に
生
き
抜
く
た
め
の
異
文
化
跳
躍
力
育

成
に
つ
い
て
」

主
催
：
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
C
）『
多
文
化
社
会

を
創
造
的
に
生
き
抜
く
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
養
成
：

「
異
文
化
跳
躍
力
」
の
提
案
』

共
催
：
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
・
グ
ロ
ー
バ
ル
キ
ャ

リ
ア
セ
ン
タ
ー

講
師
：
藤
倉
憲
一
氏
（
新
授
業
デ
ザ
イ
ン
研
究
会
）

二
〇
一
八
年
十
二
月
十
四
日

　
　
　  

武
元
康
明
氏
（
半
蔵
門
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社
）

二
〇
一
九
年
一
月
十
一
日
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近
代
日
本
語
が
、「
翻
訳
」
と
い
う
装
置
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
早

い
時
期
か
ら
速
い
テ
ン
ポ
で
「
国
語
」
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
に
あ
ら
た

め
て
注
意
を
喚
起
す
る
。
日
本
は
、
欧
米
列
強
に
よ
る
強
力
な
政
治
的
圧

迫
の
も
と
に
あ
り
な
が
ら
も
、
植
民
地
の
よ
う
に
宗
主
国
の
言
語
で
語
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
な
く
、
自
国
の
言
語
を
作
り
上
げ
て
き

た
。
そ
の
た
め
に
、
近
代
化
に
際
し
て
「
日
本
」
と
い
う
中
間
項
を
介
在

さ
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
朝
鮮
の
知
識
人
に
お
い
て
も
、
日
本
文

化
圏
を
讃
美
す
る
よ
う
な
日
本
理
解
（
誤
解
）
が
生
じ
る
こ
と
さ
え
あ
っ

た
。

　
こ
の
よ
う
な
急
速
で
強
力
な
近
代
日
本
語
形
成
の
過
程
は
、
例
え
ば
、

西
周
の
『
百
学
連
関
』
の
な
か
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

言
語
と
日
本
語
に
よ
る
訳
語
と
の
対
照
の
う
ち
に
も
、
力
強
く
現
れ
出
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
が
始
ま
る
明
治
二
十
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
、

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
日
本
語
形
成
が
劇
的
に
進
展
し
て
き
た
の
か

︱

そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
を
、
西
周
の
例
は
如
実
に
描
き
出
し
て
い
る
。
中

川
氏
は
さ
ら
に
、
山
田
美
妙
や
尾
崎
紅
葉
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
、
言
文

一
致
以
降
の
日
本
語
形
成
の
歩
み
を
辿
っ
て
い
っ
た
。

　
山
口
裕
之
の
発
表
「
近
代
化
の
な
か
の
非
対
称
性

︱
鏡
像
と
し
て
の

ド
イ
ツ
？
」
は
、
日
本
の
近
代
化
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
翻
訳
が
、
欧
米
と
の
関
係
性
の
な
か
で
著
し
い
非
対
称
性
を
示
し
て

翻
訳
と
近
代
　

報
告
　
山
口
裕
之

　
国
際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
比
較
日
本
文
化
部
門
主
催
・
総
合
文
化
研
究

所
共
催
に
よ
る
講
演
会
「
翻
訳
と
近
代
」
は
、
国
際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー

お
よ
び
総
合
文
化
研
究
所
の
そ
れ
ぞ
れ
で
展
開
し
て
い
る
翻
訳
を
め
ぐ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
全
体
を
一
貫
す
る
テ
ー
マ
は
、
近
代
化
以
降
の
日
本
の
「
翻
訳
」
に
お

け
る
欧
米
と
の
あ
い
だ
の
文
化
的
力
学
で
あ
る
。
翻
訳
と
い
う
行
為
は
、

二
つ
の
文
化
間
で
働
く
力
の
場
の
な
か
に
つ
ね
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
ま
た
、
そ
の
日
本
が
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

近
代
化
と
言
語
形
成
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
と
い
う

歴
史
が
あ
る
。
日
本
で
展
開
し
た
翻
訳
の
あ
り
方
、
そ
し
て
ま
た
近
代
日

本
語
の
形
成
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
関
係
性
を
度
外
視
し
て
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
う
い
っ
た
視
点
の
も
と
で
、
こ
の
講
演
会
で
は
中
川
成し
げ
み美
氏
（
立
命

館
大
学
教
授
、
日
本
近
現
代
文
学
）
と
山
口
裕
之
（
東
京
外
国
語
大
学
、
ド

イ
ツ
文
学
・
表
象
文
化
論
・
翻
訳
論
）
に
よ
っ
て
、二
つ
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　
中
川
成
美
氏
は
、「
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を
喰
ら
い
尽
く
せ

︱
日
本
語
翻

訳
と
近
代
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
、
文
学
と
い
う
側
面
か
ら
日
本

に
お
け
る
近
代
化
と
翻
訳
の
特
質
に
光
を
当
て
た
。
中
川
氏
は
、『
日
本

語
が
滅
び
る
と
き
』
の
な
か
で
水
村
早
苗
が
あ
げ
て
い
る
普
遍
語
・
現
地

語
・
国
語
と
い
う
言
語
の
三
つ
の
あ
り
方
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

　
日
本
と
欧
米
と
い
う
関
係
を
考
え
る
際
に
、
多
く
の
場
合
、「
欧
米
」

は
あ
た
か
も
一
枚
岩
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
先
進
的
な
文
明
を
体
現
す

る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
欧
米
」

そ
の
も
の
が
そ
の
内
部
に
文
化
的
に
非
対
称
な
構
造
を
内
包
す
る
。
と
り

わ
け
「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
以
降
、
ド
イ
ツ
語
お
よ
び
ド
イ
ツ
文
化
は

日
本
の
言
語
と
文
化
の
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
影
響
力
を
も
ち
、
大
正

時
代
以
降
の
教
養
主
義
の
形
成
に
お
い
て
中
核
的
な
位
置
を
占
め
る
こ

と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
「
ド
イ
ツ
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
に
お
い
て
、

文
化
的
・
社
会
的
後
進
国
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
ち
続
け
て
き
た
（
例

え
そ
れ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
過
程
で
裏
返
し
の
優
越
意
識
に
転
換
し
た

と
し
て
も
）。
そ
う
い
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
考
え
る
な
ら
ば
、
先
進
的
文

化
を
体
現
す
る
ド
イ
ツ
語
テ
ク
ス
ト
を
日
本
人
が
翻
訳
す
る
と
い
う
行

為
の
う
ち
に
は
、
二
重
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
は
単
に
日
本
と
ド
イ
ツ
、
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
（
フ
ラ
ン
ス
）
と
い
う
静
止
的
な
二
重
構
造
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
姜
尚
中
は
、
と
り
わ
け
橋
川
文
三
と
丸
山
眞
男
に
依
拠

し
つ
つ
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
重
要
な
特
質
と
し
て
、「
美

学
」
へ
の
沈
潜
、あ
る
い
は
「
政
治
の
美
学
化
」
の
傾
向
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
教
養
主
義
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
「
内
面
化
」「
精
神

性
」
の
価
値
、「
文
化
」
の
優
位
性
が
と
る
こ
と
に
な
っ
た
か
た
ち
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
ド
イ
ツ
の
教
養
市
民
層
の
価
値
観
が
、
日
本
に
と
っ
て
の

模
範
的
文
化
と
し
て
内
在
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま

た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
後
進
的
な
意
識
の
な
か
で
展
開
し
た
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
、
そ
の
同
じ
文
化
的
模
範
像
が
、
日
本
の
統
治
下
に
置
か
れ
た
国
々

の
知
識
人
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
彼
ら
の
出
身
国
の
近
代
化
の
方
向
性
に
影

響
を
与
え
て
ゆ
く
。「
翻
訳
」
を
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
学
の

な
か
で
と
ら
え
る
視
点
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

講
演
会
「
翻
訳
と
近
代
」

日
時
：
二
〇
一
九
年
三
月
一
日
（
金
）

場
所
：
東
京
外
国
語
大
学 

ア
ゴ
ラ
グ
ロ
ー
バ
ル 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ス
ペ
ー
ス

主
催
：
国
際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー 

比
較
日
本
文
化
部
門

共
催
：
総
合
文
化
研
究
所

講
演
者
：中

川
成
美
（
立
命
館
大
学
）

山
口
裕
之
（
東
京
外
国
語
大
学
）

司
会
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
：

友
常
勉
（
東
京
外
国
語
大
学
）



165

—
　

Ev
en

ts
　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

あ
る
日
城
を
抜
け
出
し
初
め
て
目
に
し
た
貧
困
や
病
、
死
を
き
っ
か
け
に

神
へ
の
帰
依
に
覚
醒
し
、
王
位
や
財
産
を
棄
て
バ
グ
ダ
ー
ド
へ
出
奔
、
イ

ラ
ク
や
シ
リ
ア
、
ヘ
ジ
ャ
ー
ズ
を
巡
り
、
学
識
を
身
に
つ
け
た
と
い
わ
れ

る
彼
の
生
涯
は
、
我
々
に
ブ
ッ
ダ
を
想
起
さ
せ
う
る
。
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム

の
生
地
バ
ル
フ
や
、
タ
リ
バ
ン
に
大
仏
を
破
壊
さ
れ
た
こ
と
で
一
気
に
知

名
度
の
上
が
っ
た
バ
ー
ミ
ヤ
ン
に
も
仏
教
徒
が
多
く
住
ん
で
い
た
こ
と

か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
と
ブ
ッ
ダ
の
共
通
点
は

単
な
る
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
講
演
者
シ
ャ
キ
ー
ビ
ー
氏
が
本
講
演
で
紹
介
し
た
の
は
、
イ
ブ
ラ
ー

ヒ
ー
ム
・
ア
ド
ハ
ム
が
登
場
す
る
二
つ
の
象
徴
物
語
で
あ
る
。
一
つ
は
、

貧
し
い
身
な
り
で
浜
辺
で
針
仕
事
を
す
る
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
を
見
た
王

に
気
づ
き
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
が
針
を
海
に
投
げ
入
れ
る
と
、
魚
た
ち

が
金
の
針
を
く
わ
え
て
波
間
に
顔
を
出
す
と
い
う
話
で
あ
る
。
イ
ブ
ラ
ー

ヒ
ー
ム
は
王
に
「
心
を
支
配
す
る
の
が
よ
い
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
世
を
支

配
す
る
の
が
よ
い
か
」と
問
い
か
け
る
。
ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
文
学
で
は
、

魚
は
神
に
辿
り
着
く
こ
と
を
目
指
す
修
行
者
、
海
は
神
の
象
徴
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
逸
話
は
、
夜
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
が
寝
て
い
る
と
屋
根
裏
で
音

が
す
る
の
で
何
事
か
と
問
う
と
、「
ラ
ク
ダ
を
探
し
て
い
る
」
と
の
返
答
。

屋
根
に
ラ
ク
ダ
が
い
る
も
の
か
と
答
え
る
と
、「
あ
な
た
は
王
座
も
地
位

も
あ
る
の
に
、
神
と
の
邂
逅
を
望
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て

ル
ー
ミ
ー
の
思
想
を
読
み
解
く
〜
『
精
神
的
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
説
話
が
描
く
世
界
〜

報
告
　
佐
々
木
あ
や
乃

　
二
〇
一
八
年
度
末
、
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
（
C
）「
ペ
ル
シ
ア
語
神

秘
主
義
詩
人
ル
ー
ミ
ー
の
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
（
叙
事
詩
）
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」）

に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
総
合
文
化
研
究
所
の
協

力
の
も
と
、
標
記
の
ペ
ル
シ
ア
文
学
講
演
会
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
、
同

年
度
内
に
既
に
実
施
し
た
二
つ
の
ペ
ル
シ
ア
文
学
、
と
り
わ
け
ル
ー
ミ
ー

研
究
に
関
す
る
講
演
会
を
締
め
く
く
る
好
機
と
な
っ
た
。

　
ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
詩
人
ル
ー
ミ
ー
の
『
精
神
的
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
と

い
う
神
秘
主
義
文
学
の
大
著
は
、
原
語
で
は
、m

athnavī-ye m
a‘navī

と

称
さ
れ
る
。m

a‘navī

と
い
う
語
に
「
神
秘
主
義
的
直
観
に
基
づ
く
」、「
神

秘
主
義
的
体
験
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
実
在
の
真
相
に
淵
源
す
る
」
と

い
っ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
神
秘
家

と
し
て
の
ル
ー
ミ
ー
の
実
在
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ル
ー
ミ
ー
の
凝

縮
さ
れ
た
神
秘
主
義
思
想
を
語
る
べ
く
用
い
ら
れ
た
数
多
の
逸
話
の
中

で
、特
に
「
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
伝
説
」
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
、シ
ャ
キ
ー

ビ
ー
氏
に
よ
る
本
講
演
で
あ
っ
た
。

　
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
と
は
勿
論
旧
約
聖
書
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
指
す
場
合

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ル
ー
ミ
ー
の
作
品
内
で
は
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー

ム
・
ア
ド
ハ
ム
（
～
七
七
七
／
七
八
二
）
と
い
う
、
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の

禁
欲
家
、
高
名
な
神
秘
家
で
あ
る
場
合
が
大
半
で
あ
る
。
バ
ル
フ
（
現
在

の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
西
北
部
の
町
）
の
王
族
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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し
ま
う
。
そ
の
夜
以
来
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
は
忽
然
と
姿
を
消
す
の
で
あ

る
。
現
世
で
享
楽
（
眠
り
）
を
貪
り
地
位
や
財
産
を
求
め
る
者
は
、
そ
う

し
た
執
着
を
棄
て
な
い
限
り
、
神
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く

逸
話
で
あ
る
。
シ
ャ
キ
ー
ビ
ー
氏
の
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
な
説
明
が
、
学

部
学
生
の
関
心
を
も
惹
き
つ
け
た
こ
と
を
実
感
し
た
講
演
会
で
あ
っ
た
。

　
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
伝
説
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
に
は
、
佐
藤
次
高
著

『
聖
者
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
伝
説
』（
角
川
叢
書
）
を
是
非
お
勧
め
し
た
い
。

二
〇
一
九
年
三
月
七
日
（
木
）

講
師
：
シ
ャ
キ
ー
ビ
ー
・
モ
ム
タ
ー
ズ
・
ナ
ス
リ
ー
ン
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な
ト
ル
ス
ト
イ
の
顔
写
真
に
は
あ
ま
り
接
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

興
味
深
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
。

　
ポ
ス
タ
ー
展
会
期
中
に
ト
ル
ス
ト
イ
博
物
館
の
学
芸
員
が
来
日
し
て

講
演
を
す
る
予
定

だ
っ
た
の
だ
が
、
博

物
館
側
の
事
情
で
そ

れ
が
実
現
で
き
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
た

め
、
急
遽
、
三
・
四

年
ゼ
ミ
生
と
相
談

し
、「
ト
ル
ス
ト
イ

超
入
門
」
と
題
す
る

プ
レ
ゼ
ン
を
企
画
し

た
。
そ
し
て
、
ト
ル

ス
ト
イ
の
生
涯
や
代

表
的
な
作
品
、『
懺

悔
』
に
つ
い
て
、
あ

ま
り
知
識
の
な
い
後

輩
た
ち
に
向
け
て
学

生
た
ち
自
身
が
二
度

総
合
文
化
研
究
所
主
催
「
文
化
の
多
様
性
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ト
ル
ス
ト
イ
・
ポ
ス
タ
ー
展
お
よ
び
学
生
に
よ
る
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー

報
告
　
沼
野
恭
子  

　
二
〇
一
九
年
五
月
八
日
（
水
）
か
ら
六
月
五
日
（
水
）
ま
で
の
四
週
間
、

本
学
研
究
講
義
棟
一
階
ガ
レ
リ
ア
で
総
合
文
化
研
究
所
主
催
の
ト
ル
ス

ト
イ
・
ポ
ス
タ
ー
展
を
開
催
し
た
。
ロ
シ
ア
の
作
家
レ
フ
・
ト
ル
ス
ト
イ

が
論
考
『
懺
悔
』
以
前
と
以
後
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
し
た
か
を
視
覚
的

に
示
す
こ
と
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
哲
学
的
な
問
い
が
現
代
社
会
に
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
つ
の
か
再
考
を
促
す
試
み
で
あ
る
。

　
ロ
シ
ア
語
専
攻
の
特
定
外
国
語
教
員
マ
リ
ア
・
サ
ル
キ
ン
デ
ル
先
生
に

仲
介
し
て
い
た
だ
き
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
邸
宅
博
物
館
（
ヤ
ー
ス
ナ
ヤ
・
ポ

リ
ャ
ー
ナ
）
の
ご
厚
意
で
写
真
デ
ー
タ
を
す
べ
て
無
料
で
提
供
し
て
い
た

だ
い
た
。
沼
野
恭
子
・
総
合
文
化
研
究
所
所
長
と
ロ
シ
ア
語
専
攻
の
学
生
・

院
生
が
企
画
し
、『
懺
悔
』
に
つ
い
て
学
び
、
手
分
け
し
て
解
説
を
ロ
シ

ア
語
か
ら
日
本
語
に
翻
訳
し
、
ポ
ス
タ
ー
と
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
制
作
・
展

示
し
た
だ
け
で
な
く
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
学
生
に
よ
る

ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
も
実
施
し
た
。

　
ポ
ス
タ
ー
展
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
の
開
催
だ
っ
た
た
め
多
く
の

学
生
の
目
を
惹
い
た
よ
う
で
、
数
種
類
用
意
し
て
無
料
配
布
し
た
ポ
ス
ト

カ
ー
ド
は
ま
た
た
く
ま
に
無
く
な
っ
た
。
ポ
ス
タ
ー
は
ト
ル
ス
ト
イ
博
物

館
の
学
芸
員
と
相
談
を
重
ね
た
結
果
、
上
半
分
に
『
懺
悔
』
執
筆
以
前
の

ト
ル
ス
ト
イ
の
写
真
、
下
半
分
に
『
懺
悔
』
以
降
の
ト
ル
ス
ト
イ
に
ま
つ

わ
る
写
真
を
配
し
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
際
立
た
せ
た
。「
若
き
日
の
精
悍

トルストイ・ポスター展の様子

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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に
わ
た
り
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
た
。
多
く
の
学
生
が
聞
き
に
来
た
だ
け

で
な
く
熱
心
に
い
ろ
い
ろ
な
質
問
を
し
て
く
れ
、
学
年
の
違
い
を
超
え
た

交
流
と
学
び
の
場
と
な
っ
た
。

トルストイ・ポスター展　記念集合写真　

学生によるミニレクチャーの様子
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本
講
演
で
は
、
未
来
派
活
動
期
（
創
立
宣
言
が
発
表
さ
れ
た
一
九
〇
九
年

か
ら
創
立
者
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
が
死
去
す
る
一
九
四
四
年
ま
で
と
さ
れ
る
）
の
う

ち
、
創
立
初
期
の
テ
ク
ス
ト
に
的
を
絞
り
考
察
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
ず
、

マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
る
女
性
描
写
が
見
ら
れ
る
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
参

照
す
る
に
あ
た
り
、『
未
来
主
義
者
マ
フ
ァ
ル
カ
』（
一
九
一
〇
）
に
現
れ

る
女
性
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
突
破
口
と
し
た
。
さ
ら
に
、
ヴ
ァ
ラ

ン
テ
ィ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
サ
ン
＝
ポ
ワ
ン
が
記
し
た
、
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
へ

の
返
答
と
な
る
『
未
来
派
女
性
宣
言
』（
一
九
一
二
）、『
未
来
派
肉
欲
宣

言
』（
一
九
一
三
）
が
対
照
項
に
挙
げ
ら
れ
た
。
小
説
『
未
来
主
義
者
マ

フ
ァ
ル
カ
』
は
、
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
着
想
に
よ
る
キ
ー
テ
ー
マ
が
散
り
ば
め

ら
れ
た
実
に
興
味
深
い
物
語
だ
。

︱
ア
フ
リ
カ
の
王
マ
フ
ァ
ル
カ
が
王

子
を
産
む
。
女
性
の
関
与
な
し
に
産
ん
だ
そ
の
王
子
と
は
、
夜
も
眠
ら
ず

覚
醒
し
て
い
る
翼
を
生
や
し
た
不
死
身
の
超
人
で
あ
る
。

︱
こ
の
よ
う

に
生
命
誕
生
に
際
し
女
性
の
存
在
が
不
要
と
さ
れ
る
う
え
に
、
マ
フ
ァ
ル

カ
が
愛
情
と
敬
意
を
示
す
女
性
で
あ
る
か
れ
の
母
親
は
、
既
に
墓
に
眠
る

存
在
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
小
説
を
引
用
し
て
強
調
さ
れ
た
重
要
な
論
点

と
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
作
品
を
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
の
女
性
蔑
視
主
義

の
証
左
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
リ
ネ
ッ

テ
ィ
に
よ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
指
南
書
『
い
か
に
し
て
女
を
誘
惑
す
る

か
』
の
出
版
を
契
機
と
し
た
、
雑
誌
『
未
来
主
義
イ
タ
リ
ア
』
上
に
展
開

未
来
派
と
女
性
︱
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
初
期
の
偏
見
と
修
正
、
理
論
と
神
話
（
一
九
〇
九
︱
一
九
一
八
）

報
告
　
横
田
さ
や
か  

　
二
十
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
同
時
多
発
的
に
興
き
た
歴
史
的
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
未
来
派
（
未
来
主

義
）
は
、男
性
優
位
主
義
的
人
間
像
を
掲
げ
た
運
動
で
あ
り
、そ
れ
は
「
女

性
蔑
視
を
賛
美
し
た
い
」（『
未
来
派
創
立
宣
言
』
一
九
〇
九
）
と
い
っ
た
暴

力
的
な
言
葉
遣
い
に
象
徴
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
そ
う
し
た〝
炎
上
〟

を
狙
う
未
来
派
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
手
法
に
ば
か
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

現
象
と
し
て
の
未
来
派
の
多
面
性
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
。
そ
の
多
様
な

ア
ス
ペ
ク
ト
の
一
面
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
た
と
え
ば
芸
術
実
践
に
お
い

て
未
来
派
と
い
う
活
動
の
場
を
得
た
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
豊
か

な
作
品
創
作
も
、
未
来
派
に
み
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
を
め
ぐ
る
問
題

系
も
、
戦
後
の
芸
術
批
評
の
俎
上
に
上
が
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
今

世
紀
に
入
り
改
め
て
こ
れ
ら
の
論
題
へ
関
心
が
向
け
ら
れ
た
ば
か
り
で

あ
る
。
本
講
演
に
お
迎
え
し
た
ロ
ー
マ
・
ラ
・
サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ
大
学
の
チ
ェ

チ
リ
ア
・
ベ
ッ
ロ
講
師
は
、
未
来
主
義
の
と
い
う
形
容
を
つ
け
た
作
品
を

執
筆
し
た
女
性
作
家
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
纂
し
（
二
〇
〇
七
）、
未
来

派
の
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
に
つ
い
て
詳
細
に
論

じ
た
研
究
書
を
出
版
し
て
い
る
（
二
〇
一
三
）。
未
来
派
と
は
、
は
た
し

て
男
性
優
位
主
義
で
あ
っ
た
の
か
？
　
女
性
た
ち
の
未
来
派
文
学
に
は

何
が
書
か
れ
た
の
か
？
　
こ
う
し
た
問
い
を
丹
念
な
一
次
資
料
調
査
と

テ
ク
ス
ト
読
解
を
通
し
て
追
究
し
て
き
た
第
一
人
者
で
あ
る
。

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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し
た
一
九
一
七
年
の
論
争
が
重
要
な
転
換
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
女
の

口
説
き
方
と
い
う
狙
い
通
り
物
議
を
醸
し
た
こ
の
出
版
物
に
応
じ
て
雑

誌
上
に
意
見
し
た
女
性
た
ち
は
、
未
来
派
と
い
う
芸
術
の
現
象
の
な
か
に

身
を
お
い
て
、
と
き
に
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
と
の
共
著
と
し
て
作
品
を
書
い
た

作
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
未
来
派
の
煽
動
者
で
あ
り
続
け
た
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ

こ
そ
、
女
性
に
画
家
や
作
家
と
し
て
の
活
動
の
場
を
開
き
、
女
性
に
よ
る

新
し
い
芸
術
の
可
能
性
を
見
通
し
て
い
た
事
実
は
、
第
一
次
大
戦
と
い
う

社
会
的
転
換
点
を
越
え
、
そ
の
後
の
未
来
派
の
展
開
の
多
様
性
に
証
明
さ

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
講
演
に
続
き
、
報
告
者
は
本
報
告
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ

ア
の
未
来
派
研
究
に
お
け
る
ベ
ッ
ロ
に
よ
る
研
究
成
果
の
意
義
を
解
説

し
た
。
続
い
て
、
考
察
対
象
と
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す
る
両
義
性
に

敏
感
に
反
応
す
る
ベ
ッ
ロ
の
丁
寧
な
読
解
手
法
を
高
く
評
価
し
た
う
え

で
述
べ
ら
れ
た
、
和
田
忠
彦
本
学
名
誉
教
授
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
は
、
未
来

派
と
女
性
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
か
ら
発
展
し
う
る
関
連
テ
ー
マ
へ
の
相
関

関
係
を
示
し
た
。

︱
イ
タ
リ
ア
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
限
界
を
体
現
し
た
と

い
え
る
未
来
派
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
、『
未
来
主
義
者
マ
フ
ァ
ル
カ
』
に
み
ら

れ
る
機
能
美
学
的
な
可
能
性
と
失
敗
、
同
時
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に

属
さ
な
い
作
品
、
さ
ら
に
は
ネ
オ
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
み
ら
れ
る
女

性
像
と
は
。

︱
こ
う
し
た
刺
激
的
な
問
い
か
け
も
き
っ
か
け
と
な
り
、

会
場
で
は
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
本
講
演
は
、
異
な
る
関
心
領

域
か
ら
集
ま
り
会
場
を
埋
め
た
聞
き
手
の
誰
に
と
っ
て
も
刺
激
的
な
内

容
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
う
。
な
お
、
本
講
演
の
和
訳
原
稿
が
『
立
命
館
言

語
文
化
研
究
』（
三
十
二
巻
二
号
、
粒
良
麻
央
訳
）
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。

総
合
文
化
研
究
所
共
催
　
講
演
会

Il futurism
o e le donne: pregiudizi e correttivi, teoria e m

ito nelle 
prim

e fasi del m
ovim

ento d’avanguardia (1909-1918) 

未
来
派
と
女
性

︱
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
初
期
の
偏
見
と
修
正
、
理

論
と
神
話
（
一
九
〇
九
︱
一
九
一
八
）

日
時
：
二
〇
一
九
年
六
月
二
十
七
日
（
木
）

場
所
：
東
京
外
国
語
大
学
　
研
究
講
義
棟
四
階
　
四
二
二
教
室

講
師
：
チ
ェ
チ
リ
ア
・
ベ
ッ
ロ
（
ロ
ー
マ
・
ラ
・
サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ
大
学
）

主
催
：
「
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
作
品
と
芸
術
実
践
に
お
け

る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
言
説
と
表
象
の
研
究
」
日
本
学
術

振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究(

B)

　
研
究
代
表
者
　
西
岡

あ
か
ね

共
催
：
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所

後
援
：
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
所

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
：
和
田
忠
彦
（
本
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
横
田
さ
や
か
（
東
京
大
学
特
別
研
究
員
）

司
会
：
小
久
保
真
理
江
（
本
学
特
任
講
師
）

通
訳
：
土
肥
秀
行
（
立
命
館
大
学
教
授
）
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写
に
紙
幅
を
割
い
て
お
り
、
絵
画
的
に
新
規
性
の
高
い
作
品
と
見
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
他
の
画
家
の
風
景
画
と
比
較
検
討
す
る
と
、
横
長
の
画
面
に
空
と

大
地
を
二
分
し
た
構
図
と
平
穏
な
農
村
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
作
例
が

大
半
を
占
め
、
海
外
の
風
景
を
描
い
た
も
の
も
存
在
し
た
。
移
動
派
は
リ

ア
リ
ス
ム
と
社
会
批
判
的
な
グ
ル
ー
プ
と
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で

は
伝
統
的
な
風
景
画
の
画
法
を
踏
襲
し
、
理
想
化
さ
れ
た
農
民
像
が
再
生

産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
《
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
》
は
複
雑
な
空
間
構
成
や
冬
か
ら
春
へ
移
り
変

わ
る
と
い
う
時
間
設
定
の
新
規
性
が
特
徴
的
で
あ
る
。
加
え
て
サ
ヴ
ラ
ソ

フ
の
弟
子
の
回
想
録
か
ら
画
家
が
自
国
の
自
然
に
対
す
る
素
朴
な
美
的

感
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
風
景
画
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
を
受
け
る
こ
と

が
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
比
較
し
て
少
な
か
っ
た
点
、
さ
ら
に
《
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ

ス
の
飛
来
》
は
ロ
シ
ア
の
風
景
を
絵
画
化
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て

き
た
が
、
構
図
の
新
規
性
や
モ
チ
ー
フ
の
新
し
さ
に
大
き
く
注
目
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

発
表
日
　
二
〇
一
九
年
七
月
十
七
日
（
水
）

総
合
文
化
研
究
所W

orkshop Series 

第
八
回

十
九
世
紀
ロ
シ
ア
風
景
画
︱
第
一
回
移
動
展
覧
会
に
お
け
る
サ
ヴ
ラ
ソ
フ
《
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
の
飛
来
》
の
評
価

報
告
　
井
伊
裕
子
　

　
サ
ヴ
ラ
ソ
フ
の
代
表
的
な
風
景
画
《
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
の
飛
来
》

（
一
八
七
一
年
）
を
一
例
と
し
て
、
そ
の
分
析
と
批
評
か
ら
《
ミ
ヤ
マ
ガ

ラ
ス
》
の
評
価
の
源
泉
を
探
っ
た
。

　
十
九
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
ロ
シ
ア
の
風
景
画
は
伝
統
的
な
西
洋
風

景
画
の
規
範
に
則
っ
た
も
の
が
主
流
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
な
ロ
シ
ア
の
田

園
風
景
が
描
か
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
八
五
〇
年
代
以
降

か
ら
特
に
若
い
画
家
た
ち
を
中
心
に
ロ
シ
ア
独
自
の
芸
術
を
希
求
す
る

動
き
が
活
発
化
し
て
い
き
、
ロ
シ
ア
の
農
村
風
景
を
描
い
た
作
品
は
数
を

増
や
し
て
い
く
。

　
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
サ
ヴ
ラ
ソ
フ
は
ロ
シ
ア
の
田
園
風
景
を
主

要
な
テ
ー
マ
に
据
え
続
け
た
最
初
期
の
画
家
の
一
人
と
位
置
付
け
ら
れ
、

「
ロ
シ
ア
の
風
景
を
描
い
た
画
家
」
と
し
て
現
在
ま
で
称
揚
さ
れ
続
け
て

き
た
。
特
に
今
回
着
目
し
た
《
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
の
飛
来
》
は
発
表
さ
れ
た

第
一
回
移
動
展
覧
会
開
催
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
際
立
っ
て
高
い

評
価
を
得
て
お
り
、
画
家
の
代
表
作
と
も
な
っ
て
い
る
。
報
告
で
は
発
表

当
時
の
批
評
家
の
言
説
を
検
討
し
、
さ
ら
に
第
一
回
移
動
展
覧
会
で
出
品

さ
れ
た
他
の
風
景
画
と
比
較
し
た
。

　
同
時
代
の
言
説
に
は
ス
タ
ー
ソ
フ
の
展
覧
会
報
告
の
記
事
と
ク
ラ
ム

ス
コ
イ
が
弟
子
に
宛
て
た
手
紙
が
あ
り
、
両
者
共
に
《
ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
》

を
絶
賛
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
特
に
ス
タ
ー
ソ
フ
は
絵
画
の
描
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「
鎧
」
の
よ
う
な
閉
鎖
的
イ
メ
ー
ジ
に
変
化
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
結
果
生
ま
れ
た
、
密
閉
的
で
堅
牢
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
身

体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
規
範
的
な
男
性
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
く

の
で
す
が
、
十
九
世
紀
末
以
降
、
こ
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
が
、
群
衆
体
験
や

衛
生
学
、
あ
る
い
は
性
科
学
の
発
達
な
ど
に
よ
っ
て
徐
々
に
脅
か
さ
れ
て

ゆ
き
ま
す
。
モ
デ
ル
ネ
の
文
学
や
芸
術
、
あ
る
い
は
医
学
や
衛
生
学
な
ど

の
諸
分
野
で
は
、
病
や
性
的
欲
望
、
病
原
菌
な
ど
、
内
外
か
ら
の
「
敵
」

の
侵
入
に
よ
っ
て
「
液
状
化
」
し
、
外
部
と
の
境
界
線
を
失
っ
て
ゆ
く
身

体
の
姿
が
恐
怖
や
不
安
と
と
も
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方

で
、
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
や
新
し
く
誕
生
し
た
海
辺
の
リ
ゾ
ー
ト
体
験
な
ど
を

通
じ
て
、
解
放
さ
れ
、
外
界
へ
と
「
開
か
れ
た
身
体
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ

ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
も
形
成
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
う
し
た
モ
デ
ル
ネ
の
多
彩

な
身
体
表
象
を
概
観
し
、
田
村
氏
は
、
モ
デ
ル
ネ
は
「
身
体
の
闘
争
と
混

和
の
場
」
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。
本
講
演
で
指
摘
さ
れ
た
、

モ
デ
ル
ネ
の
両
極
的
な
身
体
表
象
の
あ
り
方
と
、
そ
の
両
者
の
複
雑
な
絡

み
合
い
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
、
文
学
に
お
け
る
身
体
イ
メ
ー
ジ

や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
を
分
析
す
る
際
に
も
重
要
な
視
座
を
提
供
し
て
く

れ
る
も
の
で
、
本
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
今
後
の
研
究
で
も
、
こ
の
点
は
さ

ら
に
追
及
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
講
演
に
引
き
続
き
、
本
学
国
際
社
会
学
部
所
属
で
ド
イ
ツ
近
現
代
史
が

関
西
学
院
大
学 

田
村
和
彦
教
授
講
演
会

閉
ざ
さ
れ
た
身
体
／
流
れ
出
す
身
体
︱
モ
デ
ル
ネ
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
　報

告
　
西
岡
あ
か
ね

　
今
年
度
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
「
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
の
作
品
と
芸
術
実
践
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
言
説

と
表
象
の
研
究
」（
科
研
・
基
盤
Ｂ
：19H

01244

　
代
表
：
西
岡
あ
か
ね
）

が
主
催
者
と
な
っ
て
、
総
合
文
化
研
究
所
で
講
演
会
を
行
う
の
は
、
六
月

二
十
七
日
に
開
催
し
た
チ
ェ
チ
リ
ア
・
ベ
ッ
ロ
氏
（
ロ
ー
マ
・
ラ
・
サ
ピ

エ
ン
ツ
ァ
大
学
）
の
講
演
会
に
続
き
、
今
回
が
二
度
目
で
す
。

　
本
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、ド
イ
ツ
語
圏
、イ
タ
リ
ア
、ロ
シ
ア
の
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
、
文
学
の
中
で
、
様
々
な
形
態
を
取
り
な
が
ら
展
開
さ

れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
イ
メ
ー
ジ
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー

プ
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
活
動
で
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
女
性
性

表
象
に
若
干
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
男
性
性
を

め
ぐ
る
表
象
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
し
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
も

あ
り
、
ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ー
ヴ
ェ
ラ
イ
ト
の
記
念
碑
的
著
書
『
男
た
ち
の
妄

想
』
の
翻
訳
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
関
西
学
院
大
学
の
田
村
和
彦
教
授
を

講
師
に
お
迎
え
し
て
、
主
に
ド
イ
ツ
語
圏
を
中
心
に
モ
デ
ル
ネ
の
身
体
イ

メ
ー
ジ
と
男
性
性
表
象
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
講
演
で
は
ま
ず
、
前
近
代
に
お
け
る
、「
多
孔
質
」
で
外
界
に
対
し
て

開
か
れ
た
「
膜
」
と
し
て
の
皮
膚
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
近
代
に
お
い
て
は
、

衛
生
学
的
意
識
の
高
ま
り
と
並
行
す
る
形
で
、
外
部
か
ら
身
体
を
へ
だ
て
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専
門
の
小
野
寺
拓
也
さ
ん
に
、
歴
史
学
者
の
立
場
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
お

願
い
し
ま
し
た
。
小
野
寺
さ
ん
か
ら
は
、
近
年
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
つ

つ
あ
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
男
性
史
研
究
が
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
た
だ
き
、
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
当
に
「
お
も
し
ろ
い
」
男
性

史
研
究
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、
今
後
ど
の
様
な
研
究
視
点
が
必
要
に
な
る

か
、
田
村
氏
の
講
演
の
中
で
も
言
及
の
あ
っ
た
テ
ー
ヴ
ェ
ラ
イ
ト
の
研
究

や
、
会
場
と
の
議
論
も
踏
ま
え
な
が
ら
い
く
つ
か
の
提
言
を
行
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
現
状
、
人
文
学
研
究
に
お
け
る
男
性
性
研
究
は
、
コ
ン
ネ
ル

の
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ア
ル
な
男
性
性
」
の
理
論
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
か

じ
め
批
判
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
男
性
性
表
象
を
想
定
し
た
う
え
で
論

を
進
め
る
と
い
う
「
型
」
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
田
村
氏
の
講
演
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
様
に
、
男
性
性
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
現
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
生
き
ら
れ
た
経
験
の
相
に

お
い
て
も
多
彩
で
あ
る
こ
と
に
、
今
後
の
研
究
で
は
も
っ
と
目
が
向
け
ら

れ
て
ゆ
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、
男
性
史
研
究
の
流
れ
を
批

判
的
に
検
討
し
て
ゆ
く
作
業
は
必
須
で
あ
り
、
今
回
の
小
野
寺
さ
ん
の
発

表
は
、
今
後
の
グ
ル
ー
プ
の
研
究
に
と
っ
て
も
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し

た
。

日
時
：
二
〇
一
九
年
九
月
二
十
七
日
（
金
）

場
所
：
研
究
講
義
棟
四
階
　
四
二
二
教
室

講
師
：
田
村
和
彦
（
関
西
学
院
大
学
）

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
：

小
野
寺
拓
也
（
東
京
外
国
語
大
学
）
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
は
そ
れ
以
外
の
日
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
十
月

の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
み
る
と
、
会
議
の
入
っ
て
い
な
い
水
曜
日
は
一
日
だ

け
。
や
っ
ぱ
り
会
議
が
多
す
ぎ
る
と
思
う
の
だ
が
…
…

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
別
に
掲
げ
て
い
る
と
お
り
で
、
地

域
も
言
語
も
テ
ー
マ
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
当
日
は
発
表
が
十
五
分
、
質

疑
が
五
分
で
、
ほ
と
ん
ど
の
発
表
者
が
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
用
し
た
。

ど
れ
く
ら
い
聴
衆
が
来
る
の
か
は
心
配
と
い
え
ば
心
配
だ
っ
た
が
、
蓋
を

開
け
て
み
る
と
盛
況
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
修
論
を
書
こ
う
と
す
る
一
年
目

の
院
生
や
後
期
課
程
の
学
生
も
顔
を
出
し
て
い
た
。
終
了
後
は
前
の
ピ
ザ

屋
で
懇
親
会
。
け
っ
こ
う
遅
く
ま
で
あ
れ
や
こ
れ
や
と
話
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
年
が
明
け
て
一
月
、
い
よ
い
よ
あ
の
時
に
発
表
し
て
い
た
内
容

の
論
文
を
受
け
取
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
間
発
表
を
聞
い
て
お
く
と
、

修
論
審
査
の
予
習
に
な
る
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
こ
の
催
し
は
有
意

義
だ
。
も
ち
ろ
ん
学
生
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
な
の
だ

が
。

　
な
に
は
と
も
あ
れ
、
第
一
回
修
論
中
間
発
表
会
は
大
成
功
だ
っ
た
。

総
合
文
化
研
究
所W

orkshop Series

修
論
中
間
発
表
会

報
告
　
久
野
量
一

　
大
学
院
の
授
業
中
、
外
大
で
は
な
い
別
の
大
学
か
ら
聴
講
に
来
て
い
る

学
生
が
、
修
論
中
間
発
表
会
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う
催
し
は
や
っ
て
い
な
い
。
本
学
大
学
院
生

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、
異
分
野
交
流
ゼ
ミ
と
い
う
枠
で
他
地
域
・
他
言

語
の
研
究
仲
間
と
知
り
合
う
機
会
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
と
き
に
築
い
た

関
係
も
そ
れ
っ
き
り
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
も
多
い
ら
し
い
。
そ
れ
も

あ
っ
て
、他
大
の
話
を
聞
い
た
大
学
院
生
は
是
非
や
り
た
い
と
い
う
。
で
、

早
速
研
究
所
長
の
沼
野
先
生
に
メ
ー
ル
を
し
て
、
総
合
文
化
研
究
所
の
企

画
と
し
て
や
っ
て
み
る
の
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。
返
事
が
来
た
の
は

メ
ー
ル
を
送
っ
て
か
ら
十
三
分
後
。「
と
て
も
有
意
義
な
ご
提
案
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！
　
ぜ
ひ
実
施
し
ま
し
ょ
う
」

　
そ
の
や
り
と
り
が
六
月
終
わ
り
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
開
催
日
は
三
ヶ

月
後
の
秋
学
期
開
始
に
合
わ
せ
、
十
月
二
日
が
選
ば
れ
た
。
総
合
文
化
研

究
所
に
所
属
す
る
教
員
が
指
導
す
る
学
生
と
い
う
こ
と
に
し
て
発
表
者

を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
九
名
が
手
を
挙
げ
た
。
学
生
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ

の
時
点
で
中
間
発
表
ま
で
三
ヶ
月
あ
る
の
で
準
備
期
間
は
た
っ
ぷ
り
、
ま

た
中
間
発
表
か
ら
修
論
提
出
ま
で
ほ
ぼ
三
ヶ
月
あ
る
か
ら
、
い
い
時
期

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、後
か
ら
わ
か
っ
た
の
だ
が
、

（
教
員
か
ら
み
れ
ば
）
こ
の
日
は
会
議
日
だ
っ
た
。
多
く
の
教
員
が
会
議
を

抜
け
出
し
て
参
加
し
た
り
、
そ
の
後
ま
た
会
議
に
戻
っ
た
り
と
い
う
こ
と
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発
表
者
・
題
目

市
野
太
音(

ト
ル
コ)

ト
ル
コ
の
短
編
作
家
オ
メ
ル
・
セ
イ
フ
ェ
ッ
テ
ィ
ン
と
「
無
力
な
少

年
」

豊
口
彩
乃
（
ベ
ン
ガ
ル
）

タ
ゴ
ー
ル
劇
に
お
け
る「
タ
ク
ル
ダ
」と
は
何
か—

戯
曲『
オ
チ
ョ

ラ
ヨ
ト
ン
』
を
中
心
に

山
本
ゆ
み
（
ベ
ン
ガ
ル
）

現
代
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
文
学
作
家 
ハ
ッ
サ
ン
・
ア
ジ
ズ
ル
・
ホ
ク

（H
asan A

zizul H
uq)

の
小
説
『
火
の
鳥A

gunpakhi

』
よ
り—

そ

の
結
末
に
つ
い
て

菊
地
圭
祐
（
南
ア
ジ
ア
）

南
ア
ジ
ア
の
宗
教
対
立—

ア
ー
リ
ヤ
・
サ
マ
ー
ジ
と
イ
ス
ラ
ー
ム

に
お
け
る
神
学
上
の
争
点
に
つ
い
て

新
谷
和
輝
（
キ
ュ
ー
バ
）

キ
ュ
ー
バ
映
画
の
公
共
圏—

一
九
六
〇
年
代
を
中
心
に

中
川
美
枝
子
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）

エ
リ
ア
ス
・
カ
ネ
ッ
テ
ィ
作
品
に
み
る
「
目
」
の
役
割—

小
説
『
眩

暈
』
の
ペ
ー
タ
ー
・
キ
ー
ン
の
視
覚
と
世
界
認
識
の
分
析

奥
村
文
音
（
ロ
シ
ア
）

フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
の
回
文
詩
作
品
を
め
ぐ
っ
て

仲
谷
航
（
ロ
シ
ア
）

ロ
シ
ア
革
命
期
の
思
想
に
お
け
る
観
念
論—

建
神
主
義
と
レ
ー
ニ

ン
主
義
の
共
通
項
を
探
っ
て

小
林
淳
子
（
ロ
シ
ア
）

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ウ
ス
ペ
ン
ス
キ
ー
著 

『
魔
法
の
川
を
く
だ
っ
て
』

に
つ
い
て
の
一
考
察—

現
代
ロ
シ
ア
児
童
文
学
に
お
け
る
「
民
話

の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
視
点
か
ら
（
仮
）

二
〇
一
九
年
十
月
二
日
（
水
）
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界
各
地
を
ま
わ
り
、
講
演
や
演
奏
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　
本
学
の
講
演
で
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
創
始
者
ラ
ザ
ー
ロ
・
ル
ド

ヴ
ィ
ゴ
・
ザ
メ
ン
ホ
フ
（
一
八
五
九
―
一
九
一
七
）
と
実
践
家
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
・
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
（
一
八
八
〇
―
一
九
二
五
）
を
紹
介
し
て
い
た

だ
い
た
。
周
知
の
と
お
り
、
一
八
八
七
年
に
ザ
メ
ン
ホ
フ
が
「
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
博
士
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
冊
子
『
国
際
語
』
を
発
表
し
た

こ
と
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
異
な
る

民
族
の
人
々
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
と
い
う
目
的
を
掲
げ
、
民
族
や

国
家
を
超
越
し
た
人
間
の
平
等
を
目
指
す
理
想
主
義
を
標
榜
し
た
。
一

方
、
一
九
一
〇
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た
第
六
回
世
界
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
大
会
に
ロ
シ
ア
代
表
と
し
て
出
席
す
る
な
ど
し
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語

の
普
及
に
努
め
た
の
が
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン

氏
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
の
生
涯
を
調
べ
、

二
〇
〇
四
年
に
『
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
大
尉
の
十
日
間
』
と
い
う
小
説
を
世
に

問
う
て
い
る
。

　
講
演
の
後
、
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
氏
は
、
自
ら
ギ
タ
ー
を
弾
き
な
が
ら

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
歌
を
披
露
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
最
後
に
会
場
か
ら
の

質
問
を
受
け
た
が
、
中
に
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
質
問
す
る
方
も
い
て
、

活
気
の
あ
る
対
話
が
生
ま
れ
た
。

　
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
氏
は
六
―
七
ヵ
国
語
が
自
由
に
操
れ
る
そ
う
だ
が
、

文
化
講
演
会
（
総
合
文
化
研
究
所
主
催
「
文
化
の
多
様
性
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

ザ
メ
ン
ホ
フ
と
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
︱
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
を
め
ぐ
る
理
想
と
冒
険

報
告
　
沼
野
恭
子  

　
二
〇
一
九
年
十
月
十
五
日
（
火
）
ロ
シ
ア
在
住
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
話

者
ミ
カ
エ
ロ
・
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
氏
を
迎
え
、
講
演
と
弾
き
語
り
を
し

て
い
た
だ
い
た
。

　
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
氏
は
、
一
九
四
九
年
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
生
ま
れ
た
ユ

ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ラ
大
学
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
ト
ゥ
ー
ラ
理

工
科
大
学
で
電
気
工
学
を
学
ん

だ
。
電
気
技
師
の
仕
事
を
す
る

か
た
わ
ら
、
一
九
六
二
年
よ
り

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
を
学
び
、
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
語
講
座
、
国
際
的

な
文
化
行
事
、
演
奏
旅
行
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
関

連
活
動
に
従
事
し
て
き
た
。
長

編
小
説
四
冊
、
短
編
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
二
冊
、
詩
集
八
冊
を
含
め
、

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
に
よ
る
著
作

は
四
十
冊
以
上
に
の
ぼ
る
と
い

う
。
現
在
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
チ

フ
ヴ
ィ
ン
市
在
住
。
木
材
伐
採

企
業
の
役
員
を
務
め
な
が
ら
世

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

講演中のブロンシュテイン氏
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今
回
は
一
貫
し
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
話
さ
れ
、
埼
玉
大
学
名
誉
教
授
の

佐
々
木
照
央
先
生
（
本
学
ロ
シ
ア
語
学
科
卒
業
）
が
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
・

日
本
語
間
の
通
訳
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
ザ
メ
ン
ホ
フ
の
理
想
が
こ
の
よ
う
な
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い

う
実
例
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
。

文
化
講
演
会（
総
合
文
化
研
究
所
主
催「
文
化
の
多
様
性
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

「
ザ
メ
ン
ホ
フ
と
ポ
ス
ト
ニ
コ
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
を
め
ぐ
る
理
想
と
冒
険
」

日
時
：
二
〇
一
九
年
十
月
十
五
日
（
火
）　
　

主
催
：
東
京
外
国
語
大
学 

総
合
文
化
研
究
所

使
用
言
語
：
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
（
通
訳
付
き
）　
　

講
演
と
弾
き
語
り
：
ミ
カ
エ
ロ
・
ブ
ロ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン 

　   

通
訳
：
佐
々
木
照
央 （
埼
玉
大
学
名
誉
教
授
）

質疑応答の様子

ブロンシュテイン氏を囲んで
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に
、
で
き
る
だ
け
自
然
に
読
め
る
翻
訳
を
生
み
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

翻
訳
者
は
、
原
作
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
で
、
い
わ
ば
黒
子
の
よ
う

に
「
目
に
見
え
な
い
（invisible

）」
存
在
と
な
る
。（
こ
う
い
っ
た
論
点
に

関
わ
っ
て
く
る
以
上
、
今
回
の
テ
ー
マ
も
結
局
は
、
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。）

　
翻
訳
者
の
社
会
的
・
文
化
的
位
置
づ
け
、
経
済
的
に
不
利
益
な
立
場
を

念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
翻
訳
は
「
楽
し
さ
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
に
も

思
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
、
登
壇
し
て
い
た
だ
い
た
パ
ネ
ラ
ー
た
ち
の

圧
倒
的
な
量
の
翻
訳
の
数
々
を
目
に
す
る
と
き
、
こ
の
人
た
ち
を
翻
訳
へ

と
駆
り
立
て
て
い
る
力
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
そ
こ
に
は
や
は
り
翻
訳
の
も
つ
大
き
な
魅
力
が
存
在
す
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
を
語
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
素

朴
な
狙
い
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
一
度
、
修
辞
疑
問
に
よ
る
否
定

と
い
う
迂
回
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
も
の
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
に
は
込
め
ら
れ
て

い
た
。

　
最
初
の
講
演
者
で
あ
る
柴
田
元
幸
氏
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ

ト
ル
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
・
翻
訳
者
エ
リ
オ
ッ
ト
・

ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
い
く
つ
か
の
言
葉
を
ま
ず
引
き
合
い
に
出
し
て
話

を
始
め
た
。「
翻
訳
は
新
し
い
音
楽
を
生
み
出
す
。」
し
か
し
、
真
の
翻
訳

総
合
文
化
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

T
he Joy of Translation?

報
告
　
山
口
裕
之
　
　
　
　

　
柴
田
元
幸
（
ア
メ
リ
カ
文
学
）、松
永
美
穂
（
ド
イ
ツ
文
学
）、野
崎
歓
（
フ

ラ
ン
ス
文
学
）、
沼
野
恭
子
（
ロ
シ
ア
文
学
）、
和
田
忠
彦
（
イ
タ
リ
ア
文
学
）

と
い
う
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
の
翻
訳
者
・
研
究
者
を
登
壇
者
と
し
て
迎
え

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
れ
で
三
回
目
と
な
る
。
過
去
二
回
は
、「
翻
訳

と
い
う
創
造
空
間
」（
二
〇
一
七
年
）、「
欧
米
文
学
か
ら
見
る
日
本
翻
訳

史
」（
二
〇
一
八
年
）と
い
う
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
は
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
に
お
け
る
論
議
を
か

な
り
意
識
し
た
も
の
だ
っ
た
。
今
回
の
「The Joy of Translation?

」
と

い
う
テ
ー
マ
は
、
せ
っ
か
く
こ
れ
だ
け
の
人
た
ち
が
一
堂
に
会
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
翻
訳
の
楽
し
さ
に
つ
い
て
肩
の
力
を
抜
い
て
わ
り

と
気
楽
に
お
話
し
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
も
と
も
と

あ
っ
て
考
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
最
後
に
つ
け
ら
れ
た
ク
エ

ス
チ
ョ
ン
マ
ー
ク
は
も
ち
ろ
ん
修
辞
疑
問
を
表
し
て
い
る
。
単
純
に
「
翻

訳
は
楽
し
い
！
」
と
い
え
な
い
の
は
、
翻
訳
は
ほ
ん
と
う
に
た
い
へ
ん
な

作
業
だ
と
い
う
実
際
上
の
事
情
だ
け
で
は
な
く
（
そ
れ
は
む
し
ろ
気
軽
な

話
に
属
す
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
）、
翻
訳
と
い
う
仕
事
が
置
か
れ
て
い
る

文
化
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で

は
「
翻
訳
」
の
も
つ
社
会
的
・
文
化
的
意
義
、
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

翻
訳
者
の
文
化
的
位
置
づ
け
が
、
欧
米
と
比
べ
て
か
な
り
高
い
。
と
り
わ

け
英
語
圏
で
は
、
翻
訳
理
論
家
の
ヴ
ェ
ヌ
ー
テ
ィ
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
語
り

な
が
ら
も
、「
翻
訳
の
楽
し
さ
」
な
ど
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
言
う
。

そ
れ
は
日
本
で
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
欧
米
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
柴
田
氏
は
確
認
し
て
ゆ
く
。
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
欧
米
で
の
翻
訳
者
の
地
位
の
低
さ
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
は
、
翻
訳
と
は
つ
ね
に
「
正
し
い
」
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
と
い

う
基
本
的
な
考
え
方
も
関
わ
っ
て
い
る
と
柴
田
氏
は
指
摘
す
る
。
翻
訳
は

正
し
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
。「
作

家
と
し
て
は
、
私
は
〝
ま
ず
い
〟
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、

〝
間
違
っ
て
い
る
〟
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。〝
よ
い
〟
翻
訳
者
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、〝
正
し
い
〟
翻
訳
者
な
ど
決
し
て
あ
り
え
な
い
。」

（D
avid M

itchell

）

　
そ
れ
で
は
、ど
の
よ
う
な
翻
訳
が
「
よ
い
」
翻
訳
な
の
か
。
柴
田
氏
は
、

原
文
を
読
ん
だ
と
き
の
快
楽
を
伝
え
る
も
の
こ
そ
が
「
よ
い
」
翻
訳
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
柴
田
氏
は
最
後
に
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
の
「
む
じ
な
」
を
、
英
語
と
自
ら
の
翻
訳
で
朗
読
し
た
。
英
語
の

テ
ク
ス
ト
は
、
ハ
ー
ン
の
原
文
で
は
な
く
、
柴
田
氏
が
英
語
の
素
朴
な
美

し
さ
を
よ
り
強
く
感
じ
る
、
中
学
校
の
英
語
の
教
科
書
に
か
つ
て
収
録
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
に
い
た
誰
も
が
、
柴
田
氏
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
「
声
」
と
、
翻
訳
の
言
葉
の
も
つ
力
か
ら
、
強
い
感
銘
を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
二
人
目
の
発
表
者
、
ロ
シ
ア
文
学
の
沼
野
恭
子
氏
は
、
翻
訳
の
困
難
さ

に
む
し
ろ
焦
点
を
当
て
、
翻
訳
に
お
け
る
文
化
的
差
異
が
如
実
に
浮
か
び

上
が
る
例
を
二
つ
と
り
あ
げ
た
。
沼
野
氏
が
最
初
に
示
し
た
の
は
、
自
ら

翻
訳
し
た
ボ
リ
ス
・
ア
ク
ー
ニ
ン
の
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
の
な
か
に
登

場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
馬
車
」
を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
ロ
シ
ア
の
馬
車
文
化
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
馬
車
の
種
類
が
そ

れ
ぞ
れ
重
要
な
文
化
的
コ
ノ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
。
し
か
し
、
日
本
語

で
は
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
馬
車
」
と
い
う
一
ま
と
め
の
概
念
と
し
て
言
い

表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
沼
野
氏
自
身
は
、
説
明
的
な
言
葉
と
ル
ビ

と
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
応
し
て
い
た
の
だ
が
、
翻

訳
の
困
難
さ
の
一
つ
の
例
と
し
て
語
ら
れ
た
。

　
そ
れ
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
る
例
と
し
て
、
ロ
シ
ア
語
と
日
本
語
の
あ
い

だ
で
の
概
念
の
対
応
の
難
し
さ
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。
沼
野
氏
が
と

り
あ
げ
た
の
は
ア
レ
ク
シ
エ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド
の
時
代
』

の
序
文
「
共
犯
者
の
覚
え
書
き
」
の
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
「
共
犯
者
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
ロ
シ
ア
語
が
、単
に
「
共
犯
者
」

と
い
う
意
味
を
越
え
て
、
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て

い
る
の
か
に
沼
野
氏
は
着
目
し
た
。

　
最
後
に
、
ロ
シ
ア
語
と
日
本
語
の
対
訳
に
よ
る
朗
読
が
行
わ
れ
た
。
東

京
外
国
語
大
学
出
版
会
か
ら
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
、
ブ
ロ
ツ
キ
ー
の
詩

に
よ
る
絵
本
『
ち
い
さ
な
タ
グ
ボ
ー
ト
の
バ
ラ
ー
ド
』
で
あ
る
。
ロ
シ
ア

語
は
、
大
学
院
生
の
マ
リ
ア
・
プ
ロ
ホ
ロ
ワ
さ
ん
、
そ
し
て
日
本
語
は
翻

訳
者
で
あ
る
沼
野
恭
子
氏
自
身
に
よ
る
朗
読
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
朗
読
の

「
声
」
が
会
場
を
満
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
三
番
目
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
野
崎
歓
氏
は
、
翻
訳
が
楽
し
い
の
は
、

翻
訳
を
開
始
す
る
瞬
間
と
終
わ
る
瞬
間
だ
け
で
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
苦
し

い
作
業
だ
と
話
し
て
会
場
の
笑
い
を
誘
っ
た
あ
と
、
会
話
に
お
け
る
女
性

の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か

の
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
っ
た
。
翻
訳
家
と
し
て
も
重
要

な
仕
事
を
残
し
て
い
る
井
伏
鱒
二
に
は
、
直
訳
調
と
出
身
地
で
あ
る
広
島

の
言
葉
の
興
味
深
い
混
淆
状
態
が
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
大
学
で
フ
ラ
ン
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ス
文
学
を
専
攻
し
た
大
江
健
三
郎
（
愛
媛
出
身
）
に
も
似
た
よ
う
な
傾
向

が
あ
る
こ
と
を
野
崎
氏
は
指
摘
す
る
。

　
つ
い
で
、
野
崎
氏
に
と
っ
て
最
初
の
翻
訳
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
『
浴
室
』
に
お
い
て
、
地
の
文
か
ら
い
か
に

「
声
」
を
掬
い
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
を
例
と
し
て
、
翻
訳
に
お
け
る
会

話
の
扱
い
の
難
し
さ
に
つ
い
て
話
が
及
ん
だ
。
と
り
わ
け
、女
性
の
「
声
」

が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
野
崎
氏
は
あ
ら
た
め
て
強
調
し
、
金
水
敏
の
い

う
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語
」
も
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
あ
る
と
述

べ
て
、
翻
訳
小
説
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
表
現
も
紹
介
し
た
。

　
四
番
目
の
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
発
表
し
た
松
永
美
穂
氏
は
、
翻
訳
家
助
成

の
制
度
で
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
翻
訳
者
コ
レ
ギ
ウ
ム
」
に
つ
い
て
紹
介
を

行
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
と
の
国
境
近
く
の
街
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
レ
ン
に
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
翻
訳
コ
レ
ギ
ウ
ム
は
、
世
界
で
最
初
に
設
立
さ
れ
た
最
大
規

模
の
国
際
的
な
翻
訳
助
成
組
織
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
年
間
に
六
十
カ

国
、
三
百
人
も
の
翻
訳
者
た
ち
が
助
成
を
受
け
て
滞
在
し
、
翻
訳
に
集
中

す
る
。
ま
た
、
希
望
に
応
じ
て
互
い
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

松
永
氏
は
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
設
備
の
整
っ
た
機
関
で
の
自
分
自
身
の
滞

在
の
様
子
を
数
多
く
の
写
真
と
と
も
に
紹
介
し
、
そ
こ
で
の
翻
訳
者
同
士

の
交
流
は
ま
さ
に
「
翻
訳
の
喜
び
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
異
な
る
言
語
と
文
化
が
際
限
な
く
混
じ
り
合
う
場
で
は
、

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
い
う
概
念
が
消
滅
す
る
よ
う
な
「
複
合
言
語
」
の
翻

訳
の
場
も
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
松
永
氏
は
、
そ
の
例
と
し
て
ウ
ィ
ー
ン

出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
活
動
家
ベ
ル
タ
・
パ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
に
見
ら
れ
る

ド
イ
ツ
語
と
英
語
が
分
か
ち
難
く
混
じ
り
合
う
言
葉
な
ど
も
と
り
あ
げ
、

複
合
言
語
に
よ
っ
て
、
軽
や
か
に
遊
ぶ
言
語
の
新
し
い
可
能
性
が
開
け
る

視
点
を
提
示
し
た
。

　
最
後
の
発
表
者
と
な
る
和
田
忠
彦
氏
が
テ
ー
マ
と
し
た
の
は
、
翻
訳
す

る
テ
ク
ス
ト
相
互
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
参
照
関
係
を
、
自
分
の
翻
訳
の

な
か
で
ど
う
扱
う
か
、
さ
ら
に
は
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
る
か
、
と
い
う

き
わ
め
て
高
度
な
レ
ベ
ル
で
の
「
翻
訳
の
楽
し
み
」
で
あ
る
。
マ
ン
ゾ
ー

ニ
の
『
い
い
な
づ
け
』
が
エ
ー
コ
に
と
っ
て
い
わ
ば
憧
れ
の
テ
ク
ス
ト
で

あ
り
、エ
ー
コ
は
『
文
体
練
習
』
の
な
か
で
そ
れ
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ

た
が
、
和
田
氏
は
『
文
体
練
習
』
を
翻
訳
し
た
と
き
に
は
、『
い
い
な
づ

け
』
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
平
川
祐
弘
氏
の
既
訳
を
借
用
し
た
。
和
田

氏
に
と
っ
て
、『
小
説
の
森
散
策
』
は
い
わ
ば
そ
の
「
リ
ベ
ン
ジ
」
で
あ
っ

た
と
い
う
。

　
マ
ン
ゾ
ー
ニ
に
対
す
る
憧
れ
は
、
ア
ミ
ー
チ
ス
の
『
ク
オ
ー
レ
』
の
う

ち
に
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
和
田
氏
は
指
摘
す
る
が
、
自
分
自
身

が
『
ク
オ
ー
レ
』
を
翻
訳
す
る
と
き
に
、
そ
れ
を
取
り
込
み
つ
つ
ど
う
翻

訳
す
る
か
と
い
う
挑
戦
も
生
ま
れ
る
。
原
作
者
に
よ
る
先
行
テ
ク
ス
ト
の

参
照
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
翻
訳
者
に
よ
る
先
行
テ
ク
ス
ト
の
参
照
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
翻
訳
者
に
し
か
で
き
な
い
遊
び
で
も
あ
る
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体
を
通
じ
て
、
発
表
者
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る

側
面
か
ら
「
翻
訳
の
喜
び
」
あ
る
い
は
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
苦
し

み
」
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
や
状
況
が
語
ら
れ
た
こ

と
は
、
聴
衆
に
と
っ
て
非
常
に
刺
激
的
で
さ
ら
に
大
き
な
興
味
を
か
き
立

て
る
も
の
と
な
っ
た
。
言
語
圏
の
異
な
る
五
人
の
翻
訳
者
・
研
究
者
に
よ

る
講
演
は
、「The Joy of Translation?

」
と
い
う
テ
ー
マ
に
単
線
的
に
収

束
し
て
い
く
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
い
く
つ

か
の
重
要
な
共
通
す
る
論
点
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ

は
、「
声
」
の
も
つ
生
々
し
い
力
が
翻
訳
に
お
い
て
強
力
に
作
用
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
翻
訳
に
お
け
る
「
遊
び
」。
そ
れ
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は
も
ち
ろ
ん
翻
訳
者
に
と
っ
て
の
「
喜
び
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
翻
訳
の

も
つ
創
造
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
つ
目
は
、
翻
訳
と
い
う

行
為
に
お
い
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
文
化
に
お
い
て

も
言
語
に
お
い
て
も
横
断
的
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
何
よ
り
も
喜
び
を
生

み
出
す
大
き
な
原
動
力
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
年
に
わ
た

り
毎
年
開
催
さ
れ
て
き
た
こ
の
翻
訳
者
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
三
時
間
を
超

え
る
長
さ
に
見
合
っ
た
充
足
感
と
と
も
に
終
了
を
迎
え
た
。

主
催
：
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所

日
時
：
二
〇
一
九
年
十
月
二
十
三
日
（
水
）

場
所
：
東
京
外
国
語
大
学 
研
究
講
義
棟
二
二
六

パ
ネ
リ
ス
ト
：

柴
田
元
幸
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
・
ア
メ
リ
カ
文
学
）

　
　
　
　
　
　
野
崎
　
歓（
放
送
大
学
、東
京
大
学
名
誉
教
授・フ
ラ
ン
ス
文
学
）

　
　
　
　
　
　
松
永
美
穂
（
早
稲
田
大
学
・
ド
イ
ツ
文
学
） 

　
　
　
　
　
　
沼
野
恭
子
（
東
京
外
国
語
大
学
・
ロ
シ
ア
文
学
）

　
　
　
　
　
　
和
田
忠
彦
（
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
・
イ
タ
リ
ア
文
学
）

司
会
：
山
口
裕
之
（
東
京
外
国
語
大
学
・
ド
イ
ツ
文
学
）



182

—
　

報
 告

　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
と
い
う
わ
け

で
、
多
言
語
オ
ペ
ラ
と
銘
打
っ
た
。
字
幕
は
英
語
版
で
あ
る
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
収
容
所
の
元
看
守
だ
っ
た
リ
ー
ザ
が
夫
と
南
米
ブ
ラ

ジ
ル
へ
豪
華
船
旅
に
出
た
と
こ
ろ
、船
客
に
元
収
容
所
囚
人
の
マ
ル
タ（
と

思
わ
れ
る
人
物
）
を
発
見
し
、
収
容
所
の
過
去
が
よ
み
が
え
っ
て
し
ま
う

と
い
う
も
の
だ
。
リ
ー
ザ
の
優
雅
な
旅
の
日
常
は
壊
れ
る
し
か
な
い
。
加

害
者
と
被
害
者
の
偶
発
的
な
遭
遇
に
よ
る
「
悪
夢
の
よ
み
が
え
り
」
は
、

例
え
ば
南
米
で
は
チ
リ
の
ア
リ
エ
ル
・
ド
ル
フ
マ
ン
原
作
の
『
死
と
乙
女
』

が
あ
る
（
ロ
マ
ン
・
ポ
ラ
ン
ス
キ
ー
の
手
で
映
画
化
さ
れ
た
）。

　

上
映
会
に
は
本
企
画
の
提
案
者
で
あ
る
西
成
彦
さ
ん
（
立
命
館
大
学
）

が
解
説
者
と
し
て
上
京
し
て
く
だ
さ
っ
た
。「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
経
験
者
／

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
作
家
の
言
語
遍
歴
」
と
題
し
、
収
容
所
を
多
言
語
空
間
と

し
て
み
る
話
は
示
唆
に
富
む
も
の
だ
っ
た
。
資
料
と
し
て
オ
ペ
ラ
台
本
を

多
言
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
版
）
で
用
意
し
た
。
こ
の
オ
ペ

ラ
目
当
て
に
遠
方
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
た
方
、
ヴ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ク
が
好
き

で
と
言
っ
て
観
に
来
ら
れ
た
方
も
い
た
。
水
曜
日
の
午
後
、
三
時
間
に
渡

る
上
映
と
そ
の
後
の
解
説
、
質
疑
は
充
実
し
、
話
は
終
わ
ら
ず
懇
親
会
へ

と
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

日
時
：
二
〇
一
九
年
十
一
月
六
日
（
水
）
十
四
時
―
十
八
時

場
所
：
東
京
外
国
語
大
学　

事
務
管
理
棟
二
階　

大
会
議
室

多
言
語
オ
ペ
ラ
『
女
船
客
《The Passenger

》』
上
映
会

報
告　

久
野
量
一　
　
　
　

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
一
九
二
三
年
に
生
ま
れ
た
ゾ
フ
ィ
ア
・
ポ
ス
ム
イ
シ
は

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
・
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ー
で
あ
る
。
二
十
歳
に
な
ら
な
い
う
ち

に
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
捕
ら
え
ら
れ
て
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
た
が
生
還
し

た
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
で
学
び
、
収
容
所
体
験
を
ま
ず
は
ラ
ジ
オ
・
ド
ラ

マ
と
し
て
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
自
身
の
手
で
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
し
た
。
そ
れ
が

一
九
六
二
年
刊
行
の
小
説
『
パ
サ
ジ
ェ
ル
カ
』
で
、
日
本
語
で
も
読
む
こ

と
が
で
き
る
（『
パ
サ
ジ
ェ
ル
カ
（
女
船
客
）』
佐
藤
清
郎
訳
、
恒
文
社
）。
こ

の
作
品
に
基
づ
い
て
映
画
監
督
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ム
ン
ク
は
映
画
化
を
進
め

て
い
た
が
、
撮
影
中
の
事
故
で
亡
く
な
っ
た
た
め
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
そ
の
未
完
の
映
画
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
鑑
賞
可
能
で
あ

る
（
日
本
公
開
は
一
九
六
四
年
）。

　

さ
ら
に
話
は
続
き
、
ポ
ス
ム
イ
シ
の
原
作
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
に
し

て
ソ
連
で
活
躍
し
た
作
曲
家
ミ
ェ
チ
ス
ワ
フ
・
ヴ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ

て
オ
ペ
ラ
化
さ
れ
た
。
そ
れ
が
一
九
六
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

初
演
さ
れ
た
の
は
作
曲
家
の
死
後
、
二
〇
〇
六
年
だ
と
い
う
。

　

こ
の
た
び
研
究
所
の
企
画
と
し
て
上
映
さ
れ
た
の
は
、
幾
多
の
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
遍
歴
の
果
て
に
上
演
さ
れ
た
そ
の
ポ
ス
ム
イ
シ
原
作
、

ヴ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ク
作
曲
、
台
本
は
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
に
よ
る
オ
ペ
ラ
で

あ
る
（
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
は
ヴ
ィ
ン
ベ
ル
ク
と
組
ん
で
別
の
オ
ペ
ラ
も
作
っ

て
い
る
）。
セ
リ
フ
は
四
割
が
ド
イ
ツ
語
、
四
割
が
ロ
シ
ア
語
、
残
り
は

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja



183

—
　

Ev
en

ts
　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

的
感
性
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
た
と
え
ば
、《
聖
ア
ン
ナ
と
聖

母
子
》
の
地
層
の
描
写
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
地
質
学
的
な
関
心
や
知
識
を

反
映
し
て
お
り
、
レ
ス
タ
ー
手
稿
に
お
け
る
川
の
流
れ
と
地
質
に
関
す
る

説
明
と
も
合
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
《
ジ
ネ
ヴ
ラ
・
デ
・
ベ
ン
チ
の
肖
像
》

の
巻
き
毛
に
水
の
渦
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
言
及
し
、
自
然

に
対
す
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の
関
心
が
風
景
描
写
の
み
な
ら
ず
、
人
物
描
写
に

も
表
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
絵
画
作
品
や
手
稿
の
分
析

を
通
し
て
ミ
ラ
ー
ニ
氏
は
、
自
然
に
対
す
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の
科
学
的
探
究

が
彼
の
「
優
美
（grazia

）」
の
概
念
や
表
現
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た

こ
と
を
示
し
た
。

・
第
七
回 

文
学
の
移
動
・
移
動
の
文
学
、
二
〇
一
九
年
七
月
二
四
日
、
講

演
者
：
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
バ
ル
ビ
エ
リ
（Francesco 

Eugenio Barbieri

）、
和
田
忠
彦

講
演
会
の
前
半
で
は
、
カ
タ
ー
ニ
ア
大
学
ラ
グ
ー
サ
校
の
講
師
で
比
較

文
学
を
専
門
と
す
る
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
バ
ル
ビ
エ

リ
氏
が 「G

local dim
ension and narrative transportation in the “global 

novels” of M
urakam

i H
aruki and Elena Ferrante

（
村
上
春
樹
と
エ
レ
ナ
・

二
〇
一
九
年
度
イ
タ
リ
ア
文
化
関
連
の
講
演
会

報
告　

小
久
保
真
理
江  

今
年
度
に
は
総
合
文
化
研
究
所
の
主
催
・
共
催
に
よ
り
東
京
外
国
語

大
学
に
て
四
つ
の
イ
タ
リ
ア
文
化
関
連
の
講
演
会
を
開
催
し
た
。
そ
の

う
ち
二
〇
一
九
年
六
月
二
七
日
の
講
演
会
「Il futurishm

o e le donne: 
pregiudizi e correttivi, teoria e m

ito nelle prim
e fasi del m

ovim
ento 

d’avanguardia ( 1909-1918)

（
未
来
派
と
女
性—

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運

動
初
期
の
偏
見
と
修
正
、
理
論
と
神
話
（
一
九
〇
九—

一
九
一
八
））」
に
つ
い

て
は
本
号
に
横
田
さ
や
か
氏
か
ら
の
報
告
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の

他
の
三
つ
の
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

・Leonardo, il paesaggio e la Grazia

（
レ
オ
ナ
ル
ド
、
風
景
と
優

美
）、
二
〇
一
九
年
五
月
一
三
日
、
講
演
者
：
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ー
レ
・
ミ
ラ
ー

ニ
（Raffaele M

ilani

）

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
教
授
で
美
学
を
専
門
と
す
る
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ー
レ
・
ミ

ラ
ー
ニ
氏
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
画
に
お
け
る
風
景
と

優
美
に
つ
い
て
イ
タ
リ
ア
語
で
講
演
し
た
。
ミ
ラ
ー
ニ
氏
は
ま
ず
、《
サ

ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ラ
・
ネ
ー
ヴ
ェ
の
風
景
素
描
》《
岩
窟
の
聖
母
》《
モ
ナ
・

リ
ザ
》《
聖
ア
ン
ナ
と
聖
母
子
》
な
ど
の
レ
オ
ナ
ル
ド
作
品
に
描
か
れ
て

い
る
風
景
に
注
目
し
、
自
然
に
対
す
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の
科
学
的
探
求
と
美

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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フ
ェ
ッ
ラ
ン
テ
の
〝
グ
ロ
ー
バ
ル
小
説
〞 

に
お
け
る
グ
ロ
ー
カ
ル
な
性
質
と
物

語
へ
の
移
入
）」
と
い
う
題
の
講
演
を
英
語
で
行
っ
た
。
バ
ル
ビ
エ
リ
氏

は
ま
ず
、
ア
ダ
ム
・
キ
ル
シ
ュ
（A

dam
 K

irsch

）
の
著
書
『The G

lobal 
N

ovel: W
riting the W

orld in the 21st C
entury

』
を
取
り
上
げ
、「
グ
ロ
ー

バ
ル
小
説
」
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
上
で
、
村
上
春
樹
と
エ
レ

ナ
・
フ
ェ
ッ
ラ
ン
テ
が
と
も
に
グ
ロ
ー
バ
ル
小
説
の
代
表
的
な
作
家
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
小
説
」
と
い
う
視
点

か
ら
両
作
家
の
小
説
作
品
の
特
徴
を
比
較
分
析
し
た
。
具
体
的
に
は
、
両

作
家
に
つ
い
て
複
数
の
共
通
点
を
挙
げ
た
上
で
、
村
上
春
樹
の
『
１
Q

８
４
』
と
エ
レ
ナ
・
フ
ェ
ッ
ラ
ン
テ
の
「
ナ
ポ
リ
の
物
語
」
シ
リ
ー
ズ
に

混
在
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
要
素
と
ロ
ー
カ
ル
な
要
素
に
つ
い
て
論
じ
、
こ

う
し
た
「
グ
ロ
ー
カ
ル
（glocal
）」
な
性
質
が
世
界
の
読
者
を
魅
了
し
、

読
者
の
「
物
語
へ
の
移
入
」
を
助
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

講
演
会
の
後
半
に
は
、
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
の
和
田
忠
彦
氏

が
、「
翻
訳
と
い
う
交
通
路—

須
賀
敦
子
と
タ
ブ
ッ
キ
」
と
い
う
題
の

講
演
を
日
本
語
で
行
っ
た
。
和
田
氏
は
、
須
賀
敦
子
と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ

ブ
ッ
キ
の
接
点
や
共
通
性
に
つ
い
て
「
翻
訳
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
軸
に
論

じ
た
。
二
人
の
つ
な
が
り
は
須
賀
が
タ
ブ
ッ
キ
の
訳
者
で
あ
る
こ
と
だ
け

に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
和
田
氏
は
、
タ
ブ
ッ
キ
が
谷
崎
潤
一
郎
に
つ
い
て

論
じ
た
一
節
を
引
用
し
た
上
で
、『
陰
翳
礼
讃
』
の
谷
崎
の
原
文
と
須
賀

の
イ
タ
リ
ア
語
訳
を
比
較
し
、
イ
タ
リ
ア
で
の
日
本
文
化
・
文
学
の
翻
訳
・

紹
介
に
お
い
て
須
賀
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
に
光
を
当
て
た
。
さ
ら

に
、
須
賀
の
言
葉
と
と
も
に
中
井
久
夫
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
須
賀

の
「
仲
介
者
」
と
し
て
の
特
性
や
、
翻
訳
者
と
し
て
の
タ
ブ
ッ
キ
と
の
共

通
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
な
か
で
、
須
賀
と
タ
ブ
ッ
キ
が
と
も
に
複

数
の
言
語
の
間
を
行
き
来
し
な
が
ら
生
き
た
こ
と
に
触
れ
、
二
人
が
翻
訳

と
い
う
行
為
を
通
し
て
自
ら
の
文
体
を
練
り
上
げ
た
こ
と
や
、
須
賀
の
日

本
語
や
タ
ブ
ッ
キ
の
イ
タ
リ
ア
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
行
き
来
し
て
い
た

別
の
言
語
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

・L'Am
erica raccontata dagli scrittori italiani

（
イ
タ
リ
ア
の

作
家
た
ち
が
語
っ
た
ア
メ
リ
カ
）、
二
〇
一
九
年
十
二
月
五
日
、
講
演
者
：

ラ
ウ
ラ
・
デ
ィ
・
ニ
コ
ラ
（Laura Di N

icola

）、
小
久
保
真
理
江

講
演
会
の
前
半
に
は
、
ロ
ー
マ
・
ラ
・
サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ
大
学
准
教
授
の

ラ
ウ
ラ
・
デ
ィ
・
ニ
コ
ラ
氏
が
、「C

alvino e l’A
m

erica

（
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
と
ア
メ
リ
カ
）」
と
い
う
題
の
講
演
を
イ
タ
リ
ア
語
で
行
っ
た
。
二
十
世

紀
イ
タ
リ
ア
文
学
を
専
門
と
す
る
デ
ィ
・
ニ
コ
ラ
氏
は
、
ロ
ー
マ
・
ラ
・

サ
ピ
エ
ン
ツ
ァ
大
学
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
の
運
営
責
任
者

で
も
あ
る
。
本
講
演
会
で
デ
ィ
・
ニ
コ
ラ
氏
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
講
演

原
稿
、
書
簡
、
日
記
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
小
説
作
品
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
資

料
を
引
用
し
な
が
ら
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
つ
い
て

論
じ
た
。
特
に
、
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
や
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ

文
学
を
吸
収
し
た
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
滞
在
の
実
体
験

を
経
て
ア
メ
リ
カ
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
語
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
滞
在
経
験
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響

を
受
け
た
の
か
が
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
た
。

デ
ィ
・
ニ
コ
ラ
氏
は
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
に
特
別
な

愛
着
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
こ
と
が
キ
ュ
ー
バ
生
ま
れ
の

作
家
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
自
身
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
側
面
や
複
数
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
識
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
ま
た
、
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一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
期
間
に
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
、
日
記
や
友
人
へ
の
葉
書
・
手
紙
な
ど
複
数
の
媒
体
で
ア

メ
リ
カ
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
、
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
に

つ
い
て
書
く
こ
と
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
を
理
解
し
た
い
と
い
う
強
い
願

望
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、『
マ
ル
コ
ヴ
ァ
ル
ド
さ
ん
の
四

季
』や『
見
え
な
い
都
市
』な
ど
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
作
品
の
な
か
で
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
イ
メ
ー
ジ
が
表
れ
る
部
分
を
引
用
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
滞
在
が

そ
の
後
の
創
作
活
動
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

さ
ら
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
の
編
集
者
と
し
て
ア
メ
リ

カ
文
学
を
紹
介
す
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
編
集
の
仕
事
か

ら
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
論
じ
う
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
の
書
棚
に
数
多
く
の
ア
メ
リ
カ
文
学
作
品
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の

本
に
書
き
込
ま
れ
た
メ
モ
か
ら
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
ア
メ
リ
カ
文
学
の
関

係
に
つ
い
て
論
じ
う
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

講
演
会
の
後
半
に
は
本
報
告
文
の
執
筆
者
で
あ
る
小
久
保
真
理
江
が 

「L’A
m

erica di Pavese, C
alvino ed Eco

（
パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
、

エ
ー
コ
の
ア
メ
リ
カ
）」
と
い
う
題
の
講
演
を
イ
タ
リ
ア
語
で
行
っ
た
。
こ

の
講
演
で
は
、
世
代
の
異
な
る
三
人
の
作
家
が
ア
メ
リ
カ
文
化
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
り
、
ア
メ
リ
カ
文
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
の
か
を
論

じ
た
。
こ
の
口
頭
発
表
の
内
容
を
日
本
語
で
ま
と
め
大
幅
に
加
筆
し
た
論

考
「
ア
メ
リ
カ
へ
の
ま
な
ざ
し—

パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
、カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
、エ
ー

コ
」
が
本
号
に
論
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
拙
著
論
文
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
朝
吹
真
理
子
氏
の
『
抽
斗
の
な
か
の
海
』（
中

央
公
論
新
社
）
は
、『
流
跡
』・『
き
こ
と
わ
』・『TIM

ELESS

』
と
い
う
三

つ
の
小
説
に
続
い
て
初
め
て
出
版
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
集
。
そ
し
て
、
今
福

龍
太
氏
の
最
新
の
著
作
『
ボ
ル
ヘ
ス
伝
記
集

︱
迷
宮
の
夢
見
る
虎
』
か

ら
と
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
の
後
半
部
分
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ボ
ル
ヘ
ス
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
。

　
今
福
龍
太
氏
は
、
見
事
に
ま
と
め
ら
れ
た
映
像
と
と
も
に
、
ス
ー
ザ
ン
・

ソ
ン
タ
グ
、『
抽
斗
の
な
か
の
海
』、
ボ
ル
ヘ
ス
、
石
、
食
べ
る
こ
と
、
リ

オ
と
い
っ
た
軸
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
な
対
話
の
な
か
で
テ
ー

マ
に
沿
っ
て
話
を
進
め
て
ゆ
く
。
朝
吹
氏
に
と
っ
て
、
抽
斗
の
な
か
に
原

稿
を
入
れ
る
と
、
そ
の
な
か
は
「
海
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
投
函
す
る
と
、

武
満
徹
に
も
中
世
に
も
日
本
語
が
絶
滅
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
繋
が
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
時
間
が
溶
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
今
福
氏
は
、

合
理
的
・
機
能
的
に
書
か
れ
、
そ
の
よ
う
な
宛
先
を
も
つ
も
の
で
は
何
か

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
応
え
る
。
抽
斗
の
な
か
に
し
ま
い
込
む
と
い
う

こ
と
は
、
直
線
的
な
送
り
方
で
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

あ
え
て
迂
回
す
る
手
紙
、
と
い
う
も
の
も
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
迂
回

を
経
た
、
旅
を
す
る
手
紙
の
イ
メ
ー
ジ
。

　
ボ
ル
ヘ
ス
の
作
品
に
も
ま
た
、
あ
る
い
は
ボ
ル
ヘ
ス
自
身
に
も
、
そ
の

よ
う
に
抽
斗
の
な
か
に
し
ま
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
。
す
ぐ
れ

対
談
　
今
福
龍
太
×
朝
吹
真
理
子
　
抽ひ
き
だ
し斗
の
な
か
の
海
、
迷
宮
の
な
か
の
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
︱
ソ
ン
タ
グ
、
ボ
ル
ヘ
ス
、
生
き
て
い
る
石
、
そ
し
て
〈
永
遠
〉
に
つ
い
て
　

報
告
　
山
口
裕
之
　
　
　
　

　
一
見
、
異
色
の
組
み
合
わ
せ
と
も
見
え
る
対
談
で
あ
る
。

　
十
年
ほ
ど
前
に
今
福
龍
太
氏
と
朝
吹
真
理
子
氏
が
読
売
新
聞
で
書
評

委
員
を
担
当
し
て
い
た
と
き
に
、
打
ち
合
わ
せ
の
場
で
顔
だ
け
は
合

わ
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
話
を
す
る
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
と
い
う
。

二
〇
一
一
年
一
月
の
書
評
欄
で
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の
『
私
は
生
ま
れ

な
お
し
て
い
る
　
日
記
と
ノ
ー
ト
一
九
四
七
︱
一
九
六
三
』（
河
出
書
房

新
社
、
二
〇
一
〇
年
）
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
二
人

が
ど
う
し
て
も
と
い
う
こ
と
で
こ
の
書
評
を
希
望
し
た
た
め
に
、
ク
ロ
ス

レ
ビ
ュ
ー
の
か
た
ち
で
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
会
場
で
配
布
さ
れ

た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
も
収
め
ら
れ
た
そ
の
と
き
の
記
事
は
、
二
人
の
紙
面

で
の
出
会
い
を
い
ま
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
伝
え
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　
ソ
ン
タ
グ
は
確
か
に
今
福
氏
と
朝
吹
氏
の
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
位

置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
そ
こ
か
ら
も
強
く
感
じ
と
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
包
摂
す
る
よ
う
な
大
き
な
力
の
う
ね
り
が
二
人
の
あ

い
だ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
異
な
る
時
間
が
地

層
の
よ
う
に
一
つ
の
空
間
の
う
ち
に
重
な
り
合
う
感
覚
で
あ
り
、
そ
し
て

ま
た
、
そ
の
な
か
で
の
生
々
し
い
身
体
感
覚
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
対
談
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
抽ひ
き
だ
し斗
の
な
か
の
海
、
迷
宮
の

な
か
の
虎
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
吹
氏
と
今
福
氏
の
直
近
の
著
作
の
標
題
か

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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た
作
品
は
ひ
っ
そ
り
と
書
か
れ
、
抽
斗
の
な
か
に
し
ま
い
込
ま
れ
る
。
朝

吹
は
、
こ
っ
そ
り
と
読
む
と
い
う
ボ
ル
ヘ
ス
の
感
覚
を
口
に
す
る
。
迷

宮
の
な
か
で
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
、「
夢
」
に
つ
い
て
書
き
、

そ
し
て
こ
っ
そ
り
と
そ
れ
を
読
む
。
二
人
は
、
そ
の
感
覚
を
共
有
し
て
い

る
。

　
今
福
氏
の
著
作
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
バ
ベ
ル
の
図
書
館
の
圧

倒
的
な
数
の
叙
述
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
映
像
と
と
も

に
語
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
石
」
の
姿
、
口
の
感
触
で
生
々
し
く
た
ど
る

石
の
感
覚
と
「
食
べ
る
」
こ
と
の
身
体
性
、
そ
し
て
最
後
は
武
満
徹
の
音

と
言
葉
に
行
き
着
く
。
濃
密
な
二
時
間
だ
っ
た
。

対
談
　
今
福
龍
太
×
朝
吹
真
理
子

抽
斗
の
な
か
の
海
、
迷
宮
の
な
か
の
虎

︱
ソ
ン
タ
グ
、
ボ
ル
ヘ
ス
、
生
き
て
い
る
石
、
そ
し
て
〈
永
遠
〉
に
つ
い
て

日
時
：
二
〇
一
九
年
十
二
月
十
一
日
（
水
）

場
所
：
東
京
外
国
語
大
学
　
ア
ゴ
ラ
グ
ロ
ー
バ
ル
　
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
・

ホ
ー
ル

対
談
者
：
今
福
龍
太
（
東
京
外
国
語
大
学
）、
朝
吹
真
理
子
（
作
家
）

司
会
：
山
口
裕
之
（
東
京
外
国
語
大
学
）

主
催
：
東
京
外
国
語
大
学
言
語
文
化
学
部

共
催
：
東
京
外
国
語
大
学
総
合
文
化
研
究
所
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時
空
に
身
を
浸
し
て

　
　
　
村
尾
誠
一
著

『
会
津
八
一
― 

奈
良
大
和
を
愛
し
、
古
寺
巡
礼
の
歌
を
詠
う
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
笠
間
書
院 

二
○
一
九
年
一
月

の
一
首
を
掲
げ
、
奈
良
を
歌
う
歌
人
と
し
て
の
八
一
か
ら
語
り
起
こ
し
て

い
る
。結
句
の「
あ
ま
た
ら
し
た
り
」（
世
界
を
覆
う
よ
う
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
）
の
解
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
天
皇
が
国
土
を
統
治
す
る
様
を
詠
む
言

葉
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
よ
う
。
聖
武
天
皇
に
よ
る
総
国
分
寺
と
し
て
建

て
ら
れ
た
寺
だ
か
ら
、
そ
の
解
も
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
八
一
は
、

美
術
史
の
専
門
家
で
あ
る
。
八
一
自
身
の
手
に
な
る
自
歌
に
対
す
る
注
で

あ
る『
自
註
鹿
鳴
集
』で
は
お
経
に
拠
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
注
す
る
。（
中

略
）
つ
ま
り
は
、
世
界
の
中
心
に
あ
り
、
世
界
中
を
救
い
の
志
で
お
お
う

仏
で
あ
る
。
大
仏
の
真
の
大
き
さ
は
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
を
八
一
は
「
あ

ま
た
ら
し
た
り
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
八
一
の
仏
像
の
歌
は
美
術
史

の
専
門
家
と
し
て
の
学
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

の
び
や
か
な
万
葉
調
の
し
ら
べ
の
奥
に
、
八
一
の
美
術
史
家
と
し
て
の

学
識
が
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
こ
の
歌
が
、
目
に
映
る
仏
像
の
姿
を
活
写

す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
と
し
て
の
あ
り
方
を
も
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

ま
た
、
二
首
目
の

   

あ
ま
た
た
び 

こ
の 

ひ
ろ
ま
へ 

に 

め
ぐ
り 

き
て 

た
ち
た
る 

わ
れ 

ぞ 

し
る 

や 

み
ほ
と
け

に
つ
い
て
、
村
尾
氏
は
、

八
一
の
学
問
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
に
対
象
の
前
に
立
っ
た
鑑
賞
体
験

　

本
書
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
第
Ⅳ
期
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
、
会
津
八
一
の
歌
五
十
首
（
俳
句
一
句
を
含
む
）
を
紹
介
し

て
い
る
。
底
本
と
さ
れ
た
『
会
津
八
一
全
歌
集
』
の
八
八
六
首
か
ら
、
奈

良
の
歌
、
京
都
他
の
古
寺
の
歌
、
八
一
の
生
涯
に
関
わ
る
歌
が
選
ば
れ
て

お
り
、
歌
と
併
せ
て
鑑
賞
を
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、
会
津
八
一
の
人
と
な

り
、
業
績
、
人
生
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
鑑
賞

文
中
に
出
て
く
る
人
名
、
用
語
や
事
項
に
つ
い
て
の
注
記
も
充
実
し
て
お

り
、
予
備
知
識
の
な
い
読
者
に
対
し
て
懇
切
な
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
歌

人
の
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
も
、
作
品
世
界
を
よ
り
深
く
味
わ
う
こ
と
の
で
き

る
手
引
き
と
な
っ
て
い
る
。

　

俳
句
を
の
ぞ
く
四
十
九
首
の
歌
は
す
べ
て
、
分
か
ち
書
き
の
ひ
ら
が
な

表
記
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
書
家
で
も
あ
る
八
一
が
模
索
の

末
に
血
肉
化
し
た
表
記
法
で
あ
る
と
い
う
。

　

中
世
和
歌
の
泰
斗
で
あ
る
著
者
、村
尾
氏
は
、巻
頭
に
、「
東
大
寺
に
て
」

と
い
う
詞
書
の
あ
る

　

お
お
ら
か
に 

も
ろ
て 

の 

ゆ
び 

を 

ひ
ら
か
せ
て 

お
ほ
き 

ほ
と
け 

は 

あ
ま
た
ら
し
た
り

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
仏
像
の
こ
と
を
本
当

に
知
っ
て
い
る
の
は
じ
ぶ
ん
だ
と
い
う
美
術
史
学
者
と
し
て
の
自
負
は
あ

る
だ
ろ
う
。

と
、
学
者
と
し
て
の
八
一
像
を
述
べ
、
同
時
に
、

　

一
方
、「
し
る
や
」
と
い
う
仏
像
に
対
す
る
問
い
掛
け
に
は
、
ど
う
し

よ
う
も
な
い
孤
独
感
と
淋
し
さ
が
あ
る
。（
中
略
）
八
一
の
奈
良
巡
礼
は
、

美
術
史
の
研
究
の
旅
で
は
あ
れ
、
恋
愛
の
問
題
と
も
推
測
さ
れ
る
事
情

や
、
勤
め
先
の
学
校
で
の
問
題
の
煩
悶
を
抱
え
る
旅
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

る
。
奈
良
の
仏
は
そ
う
し
た
心
を
傾
け
る
対
象
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ

れ
は
叶
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
故
の
孤
独
感
が
あ
る
。
仏
像
を
歌

う
八
一
の
歌
に
あ
ふ
れ
て
い
る
独
特
の
情
感
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
も
由

来
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
、
八
一
の
歌
に
漂
う
淋
し
さ
を
解
説
し
て
い
る
。

　

八
一
の
歌
に
見
ら
れ
る
淋
し
さ
と
い
え
ば
、
十
三
番
目
の
歌
、

　

あ
め
つ
ち 

に 

わ
れ 

ひ
と
り 

ゐ
て 

た
つ 

ご
と
き 

こ
の 

さ
び
し
さ 
を 

き
み 

は 

ほ
ほ
ゑ
む

が
想
起
さ
れ
る
。
評
者
に
は
、
中
学
校
の
修
学
旅
行
で
奈
良
・
京
都
を
訪

れ
る
際
に
出
会
っ
た
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
古
都
で
仏
像
に
対
峙
す
る
際
の

視
点
が
規
定
さ
れ
た
記
憶
が
あ
る
。
が
や
が
や
と
騒
が
し
い
制
服
の
群
れ

の
中
に
い
て
も
、
仏
と
向
き
合
う
「
我
」
は
一
人
な
の
だ
、
と
。
そ
れ
が

淋
し
さ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
ま
で
も
、
何
か
心
に
「
し
ん
」
と
す
る

も
の
を
た
た
え
た
状
態
で
仏
に
向
き
合
う
の
が
作
法
の
よ
う
な
気
が
し

た
の
だ
っ
た
。

　

会
津
八
一
の
歌
は
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
古
都
奈
良
へ
の
誘
い
そ

の
も
の
だ
ろ
う
。
本
書
の
七
割
を
占
め
る
奈
良
の
歌
を
一
つ
一
つ
た
ど
っ

て
い
く
こ
と
で
、
読
者
は
、
い
な
が
ら
に
し
て
奈
良
の
古
寺
巡
礼
の
旅
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、八
一
の
歌
の
魅
力
で
あ
る
と
と
も
に
、

八
一
と
同
じ
く
、
奈
良
と
い
う
歴
史
的
空
間
に
身
を
浸
し
、
美
術
と
学
問

と
「
い
に
し
へ
」
に
耽
溺
す
る
喜
び
を
知
る
筆
者
の
村
尾
氏
の
筆
致
の
魅

力
で
も
あ
る
。
八
一
は
、
歌
集
『
南
京
新
唱
』
の
自
序
に
お
い
て
、
自
ら

の
歌
を
、

　

こ
こ
に
し
て
詠
じ
た
る
歌
は
、
吾
な
が
ら
に
心
ゆ
く
ば
か
り
な
り
。
わ

れ
今
こ
れ
を
誦
す
れ
ば
、
青
山
た
ち
ま
ち
遠
く
繞
（
め
ぐ
）
り
、
緑
樹
甍

に
迫
り
て
、
恍
惚
と
し
て
、
身
は
す
で
に
旧
都
の
中
に
在
る
が
如
し
。

と
語
っ
た
。
そ
の
奈
良
の
風
光
と
美
術
に
対
す
る
八
一
の
思
い
が
、
自
ら

述
べ
る
よ
う
に
「
酷
愛
」
で
あ
れ
ば
、八
一
の
歌
の
背
景
を
解
き
ほ
ぐ
し
、

描
か
れ
る
景
物
を
細
や
か
に
生
き
生
き
と
語
る
村
尾
氏
の
、
奈
良
と
い
う

時
空
へ
の
思
い
は
、「
甚
愛
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

  

奈
良
を
詠
う
歌
の
ほ
か
、
集
中
に
は

家
主
に
薔
薇
呉
れ
た
る
転
居
哉

の
一
句
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
注
釈
に
は
、

　

八
一
の
俳
句
は
句
集
も
作
ら
ず
、
初
期
の
活
動
に
と
ど
ま
る
が
、
短
歌
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に
お
け
る
万
葉
尊
重
や
写
生
的
な
態
度
な
ど
も
、
子
規
か
ら
の
影
響
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
八
一
の
文
学
形
成
に
、
子
規
の
影
響
は
大
き
い

の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
ま
た
、
巻
末
の
解
説
に
は
、

　
『
万
葉
集
』
は
、
子
規
以
来
の
近
代
短
歌
の
一
つ
の
共
通
基
盤
で
あ
る
。

詩
型
が
連
続
す
る
以
上
、
和
歌
か
ら
の
連
続
は
避
け
ら
れ
ず
、
短
歌
ら
し

さ
は
、古
典
和
歌
と
の「
し
ら
べ
」の
連
続
性
を
絶
っ
て
は
実
現
し
が
た
い
。

子
規
以
来
、
近
代
人
の
思
念
の
表
現
と
同
質
の
写
実
的
な
歌
と
し
て
捉
え

た『
万
葉
集
』こ
そ
が
、「
し
ら
べ
」を
支
え
る
源
泉
で
あ
っ
た
。八
一
に
と
っ

て
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
歌
の
纏
う
古
風
な
印
象

は
、
近
代
文
学
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
正
岡
子
規
の
歌
集
『
竹
乃
里
歌
』
の
評
釈
を
著
書
に
持
つ
村
尾

氏
な
ら
で
は
の
解
説
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
菅
長
理
恵
）
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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

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

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

『
ハ
バ
ナ
零
年
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
共
和
国
　
二
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
）
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ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
な
ぜ
話
題
な
の
か

　

労
作
の
卓
越
し
た
点
に
つ
い
て
ま
ず
三
点
あ
げ
て
お
く
。

一　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
一
九
二
三
年
論
文
の
原
著
に
あ
た
り
、
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
を
、
具
体
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
の
中
で
明
確
に
位
置
づ
け
た
こ
と
。（
田
島
は

ロ
シ
ア
語
原
典
を
忠
実
に
反
映
し
た
ド
イ
ツ
語
訳
よ
り
邦
訳
し
、
原
典
に

は
監
訳
者
で
あ
る
桑
野
隆
さ
ん
と
共
訳
者
で
あ
る
朝
妻
恵
里
子
さ
ん
が
あ

た
っ
た
。）

二　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
が
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
運
動
の
一
翼
を
担

う
言
語
学
者
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
異
化
作
用
の
観
点

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
使
用
の
自
動
化
に
抗
す
る
他
者

性
の
意
味
を
明
確
に
し
た
こ
と
。

三　

バ
フ
チ
ン
の
主
要
概
念
を
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
理
論
と
対
比
照
合

す
る
こ
と
を
通
じ
、
バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
・
モ
ノ
ロ
ー
グ
概

念
を
は
じ
め
と
し
て
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
、
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
ェ
（
ヘ
テ

ロ
グ
ロ
シ
ア
）、
ソ
グ
ラ
シ
エ
、
笑
い
な
ど
難
解
と
さ
れ
る
概
念
を
明

確
に
し
、
実
践
的
に
も
有
用
な
も
の
と
し
て
磨
き
上
げ
た
こ
と
。

　

以
上
に
よ
っ
て
、
心
理
学
や
そ
の
実
践
領
域
と
し
て
、
教
育
心
理
学
や

臨
床
心
理
学
で
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
い
う
概
念
が
な
ぜ
話
題
な
の
か
。
そ
し

て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
方
向
性
が
明
確

に
示
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　

心
理
社
会
支
援
で
、
昨
今
話
題
を
集
め
て
い
る
オ
ー
プ
ン
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
の
実
践
に
お
い
て
、
バ
フ
チ
ン
の
対
話
理
論
と
の
出
会
い
は
大
き
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
プ
ン
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
西

ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
、
ケ
ロ
プ
ダ
ス
病
院
で
展
開
し
た
急
性
期
の
統
合
失
調
症

　

田
島
充
士
さ
ん
（
以
下
田
島
と
す
る
）
の
労
作
を
拝
読
し
て
、
学
ぶ
こ

と
が
多
か
っ
た
。
言
葉
を
通
し
て
の
人
と
人
の
理
解
に
関
わ
る
根
本
的
課

題
が
扱
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
書
物
は
、
心
理
学
の
実
践
的
な
領
域
に
お
い

て
も
大
い
に
関
係
す
る
。
著
者
渾
身
の
探
求
の
賜
物
で
あ
る
。
様
々
な
観

点
か
ら
読
み
解
か
れ
る
べ
き
労
作
で
あ
る
。
そ
の
正
当
な
評
価
は
、
言
語

学
、
文
学
、
社
会
学
な
ど
の
立
場
か
ら
も
、
多
く
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
待
ち
た
い
。

　

評
者
は
心
理
学
と
く
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
心
理
学
を
専
攻
す
る
。
こ

の
た
び
浅
学
を
省
み
ず
書
評
を
お
受
け
し
た
の
は
、
労
の
多
い
周
到
な
資

料
検
討
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
画
期
的
な
著
作
に
つ
い
て
、
同

学
者
た
ち
に
も
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
先
鞭
を
切
り
た
く
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
理
支
援
や
心
理
療
法
の
領
域
に
引
き
寄
せ

て
論
じ
る
こ
と
し
か
、
評
者
に
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。
評
者
自
ら
の

「
視
覚
の
唯
一
性
」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ト
ピ
ッ
ク
を
抽
出
し
、
編
著
者

の
論
述
に
沿
っ
て
、
評
者
の
側
の
「
視
覚
の
余
剰
」
部
分
を
切
り
捨
て
る

こ
と
な
く
敷
衍
す
る
よ
う
な
論
評
と
す
る
。
我
田
引
水
的
な
書
評
に
な
る

こ
と
を
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
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フ
チ
ン
読
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ダ
イ
ア
ロ
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グ
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こ
と
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モ
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ー
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ヤ
ク
ビ
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論
か
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解
く
バ
フ
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へ
の
薬
物
療
法
に
頼
ら
な
い
新
し
い
治
療
法
で
、
目
覚
ま
し
い
効
果
を
上

げ
て
い
る
こ
と
で
評
判
に
な
っ
て
い
る
。
発
症
時
二
十
四
時
間
以
内
に

専
門
家
チ
ー
ム
が
訪
問
し
、
状
態
が
回
復
す
る
ま
で
患
者
家
族
と
も
に
対

話
を
重
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
主
導
者
セ
イ
ッ
ク
ラ
（Seikkula, 

J.

）
は
、
自
分
た
ち
が
試
み
て
き
た
医
療
実
践
は
、
バ
フ
チ
ン
が
文
学
を

題
材
に
し
て
理
論
化
し
た
対
話
そ
の
も
の
、「
バ
フ
チ
ン
が
書
い
て
い
る

こ
と
を
実
践
で
そ
の
ま
ま
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
（Seikkula, J. (2011). “B

ecom
ing D

ialogical: Psychotherapy or a W
ay of 

Life? ” T
he A

ustralian and N
ew

 Z
ealand Journal of Fam

ily T
herapy, 32-33; 

179-193.

）。

　

す
べ
て
の
発
話
は
応
答
を
求
め
て
い
る
。
人
の
言
葉
は
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
聴
き
受
け
取
る
か
と
い
う
こ
と
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
て
、
話
す
こ

と
と
聞
く
こ
と
は
切
り
離
せ
な
い
。
人
の
言
葉
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
、
多
声

性
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
一
つ
の
言
葉
に
多
く
の
声
が
同
時
に
響
い
て
い

る
。
バ
フ
チ
ン
の
言
語
観
を
通
じ
て
、
支
援
の
場
で
今
、
発
せ
ら
れ
て
い

る
す
べ
て
の
声
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
身
体
ぐ
る
み
で
そ
の
場
で
応
答

す
る
、
こ
の
よ
う
な
言

葉
の
活
動
そ
の
も
の
が
、

対
人
支
援
に
関
わ
る
実

践
に
お
い
て
深
い
意
味

が
与
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
心
理

学
領
域
で
は
、
う
っ
か

り
す
る
と
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
を
上
位
の
豊
か
な
言

語
形
式
と
し
、モ
ノ
ロ
ー

グ
は
貧
し
く
、
否
定
的
な
も
の
と
し
て
下
位
に
お
く
よ
う
な
優
劣
感
が
つ

き
ま
と
う
。
バ
フ
チ
ン
の
著
書
に
戻
り
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

の
概
念
を
見
極
め
る
地
道
な
作
業
が
こ
の
あ
た
り
で
必
要
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
も
、
田
島
の
労
作
は
時
期
を
得
た
待
望
の
も
の
と
評
価
し
た

い
。

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
モ
デ
ル

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
。
心
理
学
領
域
で
は
ま
ず
人
口
に
膾
炙
し
な
い
。
バ

フ
チ
ン
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
無
論
の
こ

と
、
バ
フ
チ
ン
の
名
前
も
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
心
理
学
の
ル
ネ
サ
ン
ス
に
重

な
る
よ
う
に
紹
介
さ
れ
は
す
る
が
、
心
理
学
系
の
場
合
、
一
次
資
料
に
あ

た
り
根
拠
資
料
を
確
か
め
そ
こ
か
ら
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
真
意
を
定
位
し

よ
う
と
す
る
作
業
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
本
書
に
お
い
て
達

成
さ
れ
た
事
項
は
、
国
際
的
に
も
評
価
さ
れ
る
労
作
で
あ
る
。

　

評
者
も
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
名
前
は
バ
フ
チ
ン
と
そ
の
周
辺
を
探
る

段
階
で
名
前
は
知
っ
て
い
た
。
一
九
二
三
年
の
『
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
こ
と

ば
に
つ
い
て
』
の
英
訳
は
、
ど
こ
か
で
プ
リ
ン
ト
し
た
も
の
に
ざ
っ
と

目
を
通
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
印
象
に
残
っ
て
い
な
い
。
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
立
場
か
ら
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

を
整
理
し
た
論
文
の
よ
う
に
思
っ
た
。
田
島
の
編
著
で
、
そ
の
誤
解
が
解

消
さ
れ
た
。

　

田
島
に
よ
る
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
理
論
の
詳
細
な
検
討
か
ら
わ
か
る
が
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
こ
と
ば
に
優
劣
関
係
は
な

い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
直
接
的
か
間
接
的
か
、
相
互
的
か
一
方
通
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行
的
か
と
い
う
形
式
の
違
い
が
両
者
に
あ
る
こ
と
を
も
と
に
、
ヤ
ク
ビ
ン

ス
キ
ー
は
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
の
形
式
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
直

接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
、
間
接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
、
直
接
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
、

間
接
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
四
つ
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
に
お
け
る
空
間
的
な
リ
ソ
ー
ス
と
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
の
共

有
量
に
よ
っ
て
、
以
上
の
四
つ
の
形
式
の
特
徴
が
明
示
さ
れ
る
。
な
お
本

論
で
紹
介
す
る
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
・
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
は
、
田
島
が
ヤ
ク

ビ
ン
ス
キ
ー
の
議
論
を
分
析
す
る
中
で
創
出
し
た
概
念
で
あ
る
。

　

具
体
的
参
照
物
が
意
味
交
換
の
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
認
知
で
き
て
、
相
手

の
意
図
な
ど
が
身
振
り
、
表
情
、
発
話
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に

よ
っ
て
直
接
と
ら
え
ら
れ
る
状
況
す
な
わ
ち
、
直
接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

で
は
、
聞
き
手
が
視
覚
、
聴
覚
な
ど
の
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
直
接
的
に
認

識
で
き
る
内
容
（
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
）
に
つ
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
言
葉
に
す

る
必
要
は
な
い
。
間
接
的
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
、
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
が
限

定
さ
れ
る
た
め
、
言
語
媒
体
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
比
率
が
高
く
な
る
。

メ
ー
ル
で
の
や
り
取
り
な
ど
が
、
と
き
お
り
攻
撃
的
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち

な
の
は
、
状
況
を
把
握
す
る
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

会
話
の
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
、
聞
き
手
に
比
較
的
安
定
し
た
記
憶
が
あ

り
、
発
話
内
容
の
理
解
に
文
脈
を
与
え
、
解
釈
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え

る
聞
き
手
の
側
の
リ
ソ
ー
ス
を
、
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
知
識
的
リ
ソ
ー
ス

と
す
る
。
聞
き
手
、
聴
衆
と
の
間
で
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
に
落
差
が
あ
る
場

合
、
た
と
え
ば
大
学
の
講
義
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
直
接
的
モ
ノ
ロ
ー

グ
と
い
う
形
式
が
優
位
に
な
る
。「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
と
い
う
と
上
か
ら
下

へ
の
一
方
通
行
と
い
う
否
定
的
印
象
が
付
着
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
空
間
的
・
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
は
、
実
は
豊
か
な
も
の
で

あ
る
。

　

米
国
の
精
神
科
医
サ
リ
ヴ
ァ
ン
（Sullivan, H

.S.

）
は
、
い
ち
早
く
精

神
医
学
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
を
導
入
し
、
そ
の
視
点
か
ら
精
神

医
学
と
治
療
面
接
を
再
構
築
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
、『
精
神
医
学
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
あ
る
』
と
い
う
講
義
録
も
残
し
て
い
る
。
ヴ
ィ

ゴ
ツ
キ
ー
の
『
思
考
と
言
語
』
を
一
九
三
〇
年
代
に
注
目
し
、
英
語
へ
の

抄
訳
を
試
み
た
先
駆
的
な
人
で
あ
る
。
そ
の
講
義
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。

講
義
の
始
ま
り
で
サ
リ
ヴ
ァ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
皆
さ
ん
に
注
目
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
当
面
の
音
声
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
の
も
つ
複
雑
な
パ
タ
ー
ン
の
こ
と
で
す
。
音
声

と
い
っ
て
も
音
を
発
す
る
こ
と
と
、
音
を
受
け
取
る
こ
と
と
が
あ
り
、
過

去
の
音
声
の
記
憶
と
未
来
の
音
声
の
予
想
と
が
あ
り
、
言
語
的
な
も
の
と

た
だ
の
声
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
が
皆
さ
ん
の
な
か
で
こ

の
瞬
間
、
効
果
的
に
働
い
て
い
る
か
、
部
分
的
に
は
無
効
で
あ
る
か
、
全

然
だ
め
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
」

　

言
葉
を
発
し
て
い
る
そ
の
現
在
に
お
い
て
、
言
葉
が
教
室
と
聴
講
者
た

ち
を
含
む
環
境
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
む
の
か
に
つ
い
て
、
サ

リ
ヴ
ァ
ン
は
講
義
の
場
で
、
聞
き
手
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　
「
あ
と
、
現
在
を
構
成
す
る
座
標
軸
と
し
て
は
他
に
た
だ
、
私
の
内
臓

筋
お
よ
び
骨
格
筋
の
状
態
を
あ
げ
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
筋
の
状
態
は
、
現
在
の
場
に
私
が
ど
の
程
度
満
足
し
ど
の
程
度

不
満
で
あ
る
か
、
今
日
の
こ
の
講
義
の
す
で
に
す
ま
せ
た
部
分
と
こ
れ
か

ら
の
部
分
と
に
私
が
ど
の
程
度
満
足
し
、
ど
の
程
度
不
満
で
あ
る
か
、
ま

た
、
こ
の
連
続
講
義
の
う
ち
す
で
に
済
ま
せ
た
回
の
講
義
、
こ
れ
か
ら
予

定
し
て
い
る
回
の
講
義
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
今
日
の
講
義
の
前
後
の
事

柄
に
つ
い
て
、
私
が
ど
の
程
度
満
足
し
、
ど
の
程
度
不
満
で
あ
る
か
、
な

ど
と
関
係
し
て
い
ま
す
。」（Sullivan, H

.S. (1953). C
onceptions of M

odern 
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Psychiatry. N
ew

 York: N
orton. 

中
井
久
夫
・
山
口
隆
訳 

（
一
九
七
六
）『
現
代

精
神
医
学
の
概
念
』
み
す
ず
書
房 

一
二
八
―
一
二
九
頁
）

　

講
義
と
い
う
行
為
と
そ
の
状
況
が
講
義
の
意
味
内
容
を
支
え
る
部
分

を
あ
え
て
、
言
葉
に
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
試
み
に
な
る
。
講
義
で
一
つ
の

内
容
を
講
じ
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
動
き
出
す
空
間
的
、
知
識
的
リ
ソ
ー
ス

は
膨
大
で
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。

　

言
語
の
構
成
と
言
語
量
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
る
ヤ
ク
ビ
ン

ス
キ
ー
の
モ
デ
ル
は
明
晰
で
あ
る
。
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
式
が

優
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
さ
す
が
に
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
で
あ

る
。
ど
れ
か
の
形
式
に
肩
入
れ
せ
ず
に
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
柔

軟
に
使
用
し
て
組
み
合
わ
せ
て
い
け
ば
、
言
語
活
動
の
新
た
な
可
能
性
が

広
が
る
。

　

心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
面
を
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
モ
デ
ル
で
と

ら
え
た
と
き
、
面
白
い
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
直
接
的
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
に
見
え
る
が
、
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
が
未
共
有
で
あ
る
。
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
は
相
手
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
が
、
既
存
の
知
識
リ
ソ
ー
ス

で
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
を
い
っ
た
ん
置
い
て
お
く
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は

手
掛
か
り
を
今
こ
こ
で
の
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
に
求
め
焦
点
を
当
て
る
。
話

を
聞
き
な
が
ら
動
き
出
す
自
ら
の
感
情
の
変
化
、
身
体
感
覚
の
変
化
を
感

受
し
、
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
と
し
て
積
極
的
に
話
者
で
あ
る
ク
ラ
イ
エ
ン

ト
の
状
態
の
理
解
に
活
か
そ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

会
話
の
特
徴
が
、
浮
き
彫
り
に
な
る
。

統
覚
量
に
つ
い
て　

　

目
か
ら
う
ろ
こ
と
も
思
え
る
収
穫
は
、
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
論
文
に
お
い

て
基
本
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
「
統
覚
量
」
の
考
え
で
あ
る
（
三
九
頁　

以
下

ペ
ー
ジ
数
の
み
表
示
）。
統
覚
と
い
う
概
念
自
体
、
現
代
心
理
学
で
は
使
わ

れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
用
語
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
か
ら
、
人
と
人
が

関
わ
り
、
や
り
取
り
す
る
場
面
の
理
解
に
役
立
つ
可
能
性
の
あ
る
概
念
と

し
て
、
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
バ
フ
チ
ン
読
解
に
あ
ら
た

な
観
点
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。　

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
統
覚
と
い
う
言
葉
を
も
と
に
、
言
語
理
解
を
説
明

し
て
い
る
。
つ
ま
り
統
覚
量
が
互
い
に
共
通
す
る
相
手
と
は
言
語
的
な
使

用
は
少
な
く
て
済
む
。
統
覚
量
が
互
い
に
近
接
す
る
場
合
、
相
手
の
話
と

同
じ
こ
と
を
聞
き
手
が
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
そ
れ
に
落

差
が
あ
る
場
合
、「
統
覚
量
の
共
通
性
と
い
う
主
観
的
表
象
を
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
そ
の
つ
ど
確
認
・
更
新
」
す
る
こ
と
が
生
じ
て
い

る
」（
九
七
）。

　

言
い
換
え
る
と
、
な
れ
合
い
関
係
が
生
じ
や
す
い
相
手
と
は
、
時
々
互

い
の
統
覚
量
の
差
異
に
注
目
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

関
係
が
変
化
を
起
こ
し
、
新
た
な
関
係
性
を
再
構
築
す
る
き
っ
か
け
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
心
理
支
援
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
場
で
は
、
こ
の
落

差
こ
そ
が
支
援
の
目
標
と
し
て
意
味
を
持
つ
。
学
校
教
育
場
面
で
も
そ
う

で
あ
ろ
う
。

　

サ
リ
ヴ
ァ
ン
の
雄
弁
な
講
義
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
サ
リ
ヴ
ァ
ン

は
自
分
の
欲
求
の
充
足
と
不
満
、
そ
れ
に
と
も
な
う
筋
感
覚
の
変
化
に
も

注
意
を
払
っ
て
い
る
。
今
こ
の
瞬
間
に
、
語
り
手
は
記
憶
を
た
ど
り
、
か

つ
て
の
類
似
の
場
面
を
想
起
し
、
今
こ
こ
に
い
る
環
境
場
で
の
応
答
や
自

己
の
生
体
内
部
で
の
筋
肉
感
覚
の
変
化
な
ど
を
同
時
に
感
受
し
て
い
る
。

し
か
も
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
あ
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
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る
。
田
島
の
い
う
空
間
的
リ
ソ
ー
ス
と
知
識
記
憶
の
リ
ソ
ー
ス
の
ま
と
ま

り
を
、
統
覚
量
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
フ
ロ
イ
ト
の
古
典
精
神
分
析
で
は
、
患
者
に
寝
椅
子
を
使
用
し
、

分
析
家
は
そ
の
後
ろ
に
座
し
て
、
主
に
自
由
連
想
を
導
入
す
る
。
極
め

て
特
殊
な
言
語
交
流
状
況
を
設
定
す
る
。
こ
の
仕
掛
け
で
は
、
日
常
の
自

動
化
し
た
言
語
使
用
は
遮
断
さ
れ
、
分
析
家
と
患
者
双
方
が
利
用
で
き
る

空
間
的
リ
ソ
ー
ス
や
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
る
。
統
覚

量
を
あ
え
て
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
話
の
一
つ
一
つ
が
比
重
を
増

し
、
ま
さ
に
統
覚
量
の
共
通
性
と
い
う
主
観
的
表
象
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
通
し
そ
の
つ
ど
確
認
・
更
新
す
る
作
業
に
、
分
析
家
は
患
者
と

同
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

統
覚
と
い
う
と
、
哲
学
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
、
心
理
学
で
は

ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
ル
ー
ツ
と
す
る
が
、
臨
床
心
理
学
領
域
で

真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
の
は
、
Ｔ
Ａ
Ｔ
（Them

atic A
pperception 

Test

）
と
い
う
投
影
検
査
法
で
あ
る
。
こ
の
心
理
テ
ス
ト
は
、か
つ
て
「
主

題
統
覚
検
査
」
と
訳
さ
れ
た
よ
う
に
、
統
覚
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い

る
。
Ｔ
Ａ
Ｔ
で
は
、
二
十
枚
の
刺
激
図
版
と
な
る
絵
が
用
意
さ
れ
、
検
査

対
象
者
は
一
枚
一
枚
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
を
も
と
に
、
過
去
、
現
在
、
未
来
を

含
む
物
語
を
語
っ
て
も
ら
う
。「
今
ど
う
い
う
状
況
で
，
こ
れ
ま
で
何
が

あ
っ
て
，
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
簡
単
な
お
話
に

し
て
話
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
教
示
に
従
っ
て
、
物
語
を
作
成
す
る
課

題
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
創
始
者
マ
レ
イ
（M

urray, H
.

）
の
後
を
継
ぎ
、

Ｔ
Ａ
Ｔ
研
究
を
展
開
し
た
ベ
ラ
ク
（B

ellak, L.)

は
統
覚
を
、「
知
覚
し
た

も
の
に
つ
い
て
の
生
命
体
の
意
味
あ
る
解
釈
」
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の

解
釈
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
個
人
が
体
験
し
て
き
た
記
憶
の
蓄
積
で
あ

る
（B

ellak, L. (1954). T
he T

hem
atic A

pperception Test and the C
hildren’s 

A
pperception Test in C

linical U
se. N

ew
 York: G

rune &
 Stratton.

）。

　

人
は
生
命
体
と
し
て
、
外
部
か
ら
多
様
な
刺
激
を
被
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
内
、
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
素
材
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
受

容
者
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
一
瞬
覚
え
て
は
い
て

も
、
ほ
と
ん
ど
は
記
憶
に
残
ら
ず
消
え
て
し
ま
う
。
感
覚
知
覚
素
材
を
私

た
ち
は
意
味
あ
る
も
の
に
編
成
し
て
い
る
。
今
こ
こ
で
人
が
感
覚
を
通
し

て
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
、
個
人
の
過
去
の
体
験
の
残
留
物

に
よ
っ
て
同
化
さ
れ
、
変
形
を
受
け
る
。
新
奇
な
も
の
も
体
験
の
中
に
位

置
取
り
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
ら
れ
る
。
統
覚
と
は
こ
の
よ
う

な
働
き
で
あ
る
。
他
者
と
の
統
覚
量
の
共
有
や
微
調
整
が
互
い
の
自
己
を

再
構
成
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

視
覚
の
余
剰　

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
論
文
を
正
当
に
踏
ま
え
た
う
え
で
、
バ
フ
チ
ン
を
読

解
す
る
こ
と
が
、
こ
の
労
作
の
柱
で
あ
る
。
本
書
第
Ⅱ
部
の
記
述
内
容
は

豊
か
で
、
バ
フ
チ
ン
研
究
と
し
て
最
前
線
の
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。　

　

ひ
と
ま
ず
二
つ
の
点
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
一
つ
は
、
統
覚
量
と
い
う

観
点
か
ら
、
対
話
者
た
ち
の
視
覚
の
余
剰
と
い
う
バ
フ
チ
ン
対
話
理
論
の

前
提
と
な
る
点
を
明
確
に
し
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
異
化
作
用
と
い
う
観

点
に
よ
っ
て
、
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
ェ
（
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
）
と
い
う
バ
フ
チ

ン
固
有
の
困
難
な
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
も
つ
言
語
理
解
に
関
わ
る
イ

ン
パ
ク
ト
を
正
当
に
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

私
と
他
者
と
の
間
に
は
、
視
覚
の
余
剰
と
い
う
根
本
課
題
が
潜
ん
で
い

る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
の
前
提
と
し
て
、
空
間
的
に
共
有
で
き
な
い
、
自
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己
の
視
点
の
唯
一
性
を
話
者
と
聞
き
手
は
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
世

界
の
意
味
を
解
釈
す
る
。
実
際
に
体
験
さ
れ
る
私
と
彼
の
具
体
的
な
視
野

は
一
致
し
な
い
。「
私
た
ち
が
互
い
に
向
き
合
う
と
き
、
私
た
ち
の
瞳
に

は
二
つ
の
異
な
る
世
界
が
映
っ
て
い
る
」。
バ
フ
チ
ン
は
こ
れ
を
「
視
覚

の
余
剰
」
或
い
は
過
剰
と
呼
ぶ
。
発
話
さ
れ
た
言
葉
の
背
景
に
あ
る
余
剰

と
、
話
者
の
視
点
の
唯
一
性
に
よ
っ
て
、
発
話
の
状
況
に
お
い
て
他
者
と

の
分
か
り
合
え
な
さ
が
つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
、
田
島
は
注
目
す
る

（
一
五
四
）。　

　

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
他
者
と
の
間
で
必
ず
視
覚
の
余
剰
と
い
う
ゾ
ー
ン

を
そ
の
つ
ど
産
出
し
て
い
る
。
他
者
と
の
間
で
生
じ
る
余
剰
ゾ
ー
ン
を
切

り
離
さ
ず
、
他
者
の
異
質
性
を
損
な
わ
ず
、
応
答
を
重
ね
る
こ
と
が
、
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
の
核
と
な
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
は
、
け
っ
し
て
乗
り
越
え

ら
れ
な
い
他
者
性
の
壁
に
直
面
し
つ
つ
、応
答
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

視
覚
の
余
剰
は
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
統
覚
量
の
概
念
と
重
な
る
観
点

で
あ
る
。
バ
フ
チ
ン
も
統
覚
的
背
景
と
い
う
形
で
、
統
覚
を
運
用
す
る

（
一
五
八
）。
聞
き
手
と
話
し
手
の
統
覚
量
は
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
期

待
で
き
な
い
。
話
者
は
聞
き
手
と
の
間
に
あ
る
対
象
の
解
釈
そ
の
も
の
だ

け
で
な
く
、
聞
き
手
の
統
覚
的
背
景
の
内
実
を
察
し
な
が
ら
、
言
葉
を
発

す
る
。
聞
き
手
の
応
答
可
能
性
を
測
り
な
が
ら
、
話
者
の
側
に
は
た
え
ず

内
的
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
が
動
い
て
い
る
。

異
化
作
用

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
は
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
、
エ
イ
ヘ
ン
バ
ウ
ム
ら
と
と

も
に
、
オ
ポ
ヤ
ー
ズ
（
詩
的
言
語
研
究
会
）
の
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
て
い

た
。
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
運
動
の
も
と
に
な
る
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
・

フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
日
本
で
も
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代

に
か
け
て
、
文
学
や
演
劇
畑
で
と
く
に
、
異
化
と
い
う
概
念
が
も
て
は
や

さ
れ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。
田
島
の
論
は
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
異
化

概
念
を
、
言
語
使
用
の
習
慣
的
自
動
化
に
抗
す
る
観
点
を
提
供
す
る
も
の

と
し
て
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
論
に
つ
な
ぐ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
フ
チ
ン
の
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
論
理
解
の
奥
行
き
が
見
通
し
の
良
い
も
の
に
な
っ
た
。

　

自
動
化
に
流
れ
る
や
り
と
り
に
対
し
て
、
聞
き
手
で
あ
る
他
者
の
応
答

が
異
化
作
用
を
生
じ
る
。
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
創
造
的
な

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
が
制
度
の
中
で
固
定
し
た
働
き

を
取
っ
て
き
た
既
存
の
意
味
作
用
が
無
効
に
さ
れ
る
。
言
葉
の
自
動
的
な

交
流
を
前
提
に
し
て
他
者
に
近
づ
い
た
と
き
、
他
者
の
抵
抗
、
否
定
的
な

価
値
づ
け
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
の
戸
惑
い
は
、
話
者
に
と
っ
て
自

分
が
使
っ
て
い
る
言
葉
に
意
識
的
に
な
る
契
機
に
な
る
。
他
者
へ
の
応
答

可
能
性
に
開
か
れ
る
よ
う
に
、
話
し
手
が
変
化
を
受
け
入
れ
る
。
こ
こ
に

ダ
イ
ロ
ー
グ
が
始
ま
る
。

　

個
々
の
話
者
の
「
異
化
」
を
伴
う
異
言
語
交
流
、
異
種
言
語
混
交
と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ラ
ズ
ノ
レ
ー
チ
ェ
（
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
）
と
い
う
概

念
も
、
異
化
作
用
か
ら
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
意
が
実
践
的

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
バ
フ
チ
ン
は
、
異
質
な
他
者
の
世
界
の
視
点
に
よ

り
、
慣
習
化
さ
れ
た
世
界
の
意
味
が
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
「
異
化
」
と

呼
ぶ
（
一
七
四
）。

　

と
く
に
、
バ
フ
チ
ン
が
扱
う
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
論
は
異
化
と
の
関
係
で

重
要
で
あ
る
。『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
の
作
品
と
中
世

―
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
の
民
衆
文
化
』
を
は
じ
め
と
す
る
バ
フ
チ
ン
の
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学

へ
の
著
作
類
は
、
心
理
学
、
対
人
援
助
な
ど
の
領
域
か
ら
は
読
解
し
に
く
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い
部
分
で
あ
っ
た
。
田
島
の
分
析
を
通
し
て
、
実
践
的
な
意
味
も
含
め
て

新
た
な
位
置
づ
け
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
聞
き
手
の
笑
い
と
怒
り
を
含
み
つ
つ

進
行
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
際
に
話
者
は
「
自
身
の

言
語
認
識
の
自
動
化
を
停
止
し
、
聞
き
手
の
視
点
か
ら
発
話
を
構
成
す
る

複
雑
な
意
志
行
為
を
操
作
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」（
二
〇
四
）。
こ
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
話
者
の
側
に
も
笑
い
が
発
生
す
る
。「
笑
い
」
の
作
用

は
、
慣
習
化
さ
れ
た
世
界
観
に
基
づ
く
期
待
が
裏
切
ら
れ
、
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
状
況
が
展
開
す
る
際
に
発
生
す
る
。
話
者
に
怒
り
を
引
き
起
こ

す
こ
と
も
あ
る
が
、
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
、
他
者
に
よ
る
新
た
な
解
釈

の
可
能
性
に
驚
き
、
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
笑
い
は
ア

ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
異
化
作
用
で
あ
る
。
聞
き
手
の
笑
い
を
受
け
て
、「
話

し
手
は
自
ら
の
意
識
自
身
の
言
語
認
識
の
自
動
化
を
停
止
し
、
聞
き
手
の

視
点
か
ら
発
話
を
構
成
し
直
す
と
い
う
複
雑
な
意
志
行
為
を
操
作
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
」（
二
〇
五
）。

　

言
い
換
え
る
と
、
自
分
が
相
手
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

に
、
私
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
導
く
。
一
方
で
、

聞
き
手
の
笑
い
や
怒
り
を
無
視
、
軽
視
し
、
そ
の
抵
抗
を
感
じ
る
こ
と
も

な
く
発
話
を
続
け
る
と
、
見
か
け
は
言
語
的
や
り
取
り
を
し
て
い
る
よ
う

で
も
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。

　

以
上
の
観
点
を
借
り
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
対
話
応
答
関
係
を
み
る
と
、

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
を
導
く
他
者
の
応
答
の
異
化
作
用
に
沿
う
の
が
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
の
基
本
姿
勢
で
は
な
い
か
。
互
い
の
応
答
は
前
も
っ
て
の
予
測
は

つ
か
な
い
。
自
分
の
発
話
に
対
し
て
、
相
手
が
ど
の
よ
う
に
返
し
て
く
る

か
は
、
不
確
定
で
あ
る
。
未
知
で
あ
る
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
は
そ
の
不
確

実
さ
に
耐
え
、
む
し
ろ
相
手
か
ら
予
想
外
の
応
答
が
あ
る
こ
と
に
関
心
を

示
す
ゆ
と
り
が
求
め
ら
れ
る
。

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

　

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
や
ソ
グ
ラ
シ
エ
と
い
う
バ
フ
チ
ン
独
自
の
言
葉
の
位

置
づ
け
も
、
田
島
の
周
到
な
検
討
か
ら
、
明
確
に
な
っ
た
。

　

心
理
学
領
域
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
心
理
学
者
ハ
ー
マ
ン
ス( H

erm
ans, 

H
.J.M

.)

ら
は
、「
対
話
的
自
己
論
」( D

ialogical Self Theory)

と
い
う
立
場

を
と
り
、
自
己
の
実
体
性
・
単
一
性
と
い
う
近
代
的
観
点
を
批
判
し
、
自

己
の
複
数
性
と
、
文
脈
的
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
観
点
を
活
か
す
理
論
化

を
推
進
し
て
い
る
。
自
己
は
複
数
の
声
を
た
え
ず
産
出
す
る
。
他
者
の
言

葉
も
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
。
実
践
場
面
で
は
、
そ
の
場
の
す
べ
て
の

参
加
者
の
言
葉
を
集
め
、
そ
の
言
葉
も
活
か
し
応
答
を
重
ね
る
。
こ
の
よ

う
な
声
の
複
数
性
が
共
鳴
し
合
う
自
己
の
と
ら
え
や
対
話
実
践
で
、
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
（polyphony

）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
。
田
島
の
バ

フ
チ
ン
読
解
は
、
調
和
的
印
象
に
流
れ
が
ち
な
心
理
学
文
脈
の
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
理
解
と
は
、
一
線
を
画
す
。
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
は
、
作
者
と
登
場
人

物
そ
し
て
読
者
が
「
互
い
に
異
質
な
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
エ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
、
否
定
的
な
評
価
を
下
し
合
う
矛
盾
に
満
ち
た

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
状
況
を
示
す
」（
二
三
〇
）
も
の
で
あ
る
。　

　

ソ
グ
ラ
シ
エ
と
い
う
言
葉
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
英
語
訳

のagreem
ent

に
引
き
ず
ら
れ
て
、
少
な
く
と
も
心
理
学
領
域
で
は
、
意

味
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
保
留
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
た
が
、「
ソ
（
と
も

に
）」「
グ
ラ
シ
エ
（
声
を
出
す
こ
と
）」
を
か
け
あ
わ
せ
た
バ
フ
チ
ン
が
提

唱
す
る
ソ
グ
ラ
シ
エ
（soglasie

）、
す
な
わ
ち
「
と
も
に
声
を
だ
す
こ
と

＝
協
働
」「
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
あ
る
こ
と
＝
差
異
対
立
」
の
両
立
と
い
う

概
念
は
、心
理
社
会
的
支
援
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
協
働
（collaboration

）
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を
導
く
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
支
援
の
場
に
お
い
て
、「
個
々
の
話
者
が
、

独
自
の
評
価
を
も
つ
視
点
の
異
質
さ
を
失
わ
ず
、
し
か
し
同
時
に
、
同
じ

活
動
に
携
わ
り
続
け
る
」
と
い
う
観
点
が
そ
こ
か
ら
与
え
ら
れ
る
。

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ

　

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
と
バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
概
念
は
異
な
る
。
こ

れ
が
労
作
の
結
論
の
一
つ
で
あ
る
。
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
場
合
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
と
は
、
話
題
に
関
す
る
空
間
的
・
知
識
的
リ
ソ
ー
ス
の
共
有
へ
の

期
待
を
前
提
に
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
比
較
的
速
や
か
に
交
替
す
る
こ
と

を
念
頭
に
お
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
形
態
で
あ
る
の
に
対
し
、

バ
フ
チ
ン
の
場
合
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
交
替
頻
度
や
発
話
の
構
成
形
態

と
は
基
本
的
に
関
わ
り
な
く
、
相
手
の
応
答
お
よ
び
応
答
可
能
性
へ
志
向

し
、
自
分
自
身
の
発
話
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
で
展
開
し
続
け
る
話
者
ら

の
内
的
・
外
的
な
相
互
交
流
を
示
す
概
念
で
あ
る
（
一
六
一
）。

　

と
こ
ろ
が
、
バ
フ
チ
ン
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
概
念
が
、

ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
フ
チ

ン
の
テ
キ
ス
ト
に
、
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
的
な
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー

グ
の
概
念
が
混
在
し
て
い
る
。
田
島
の
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
。
バ
フ
チ
ン
の
定
義
に
も
と
づ
く
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
概

念
を
そ
れ
ぞ
れ
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
・
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
ホ
モ
フ
ォ
ニ
ー
・

モ
ノ
ロ
ー
グ
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
は
、
対
話
・
ダ
イ
ア

ロ
ー
グ
と
い
う
概
念
が
拡
張
、
拡
散
し
て
い
る
心
理
学
、
人
間
科
学
の
実

践
領
域
に
お
い
て
、
説
得
力
を
持
つ
。

実
践
領
域
へ
の
適
用

　

バ
フ
チ
ン
が
な
ぜ
心
理
学
の
実
践
領
域
に
重
き
を
置
か
れ
る
の
か
は
、

田
島
の
こ
の
画
期
的
な
仕
事
か
ら
お
の
ず
と
理
解
で
き
る
。
ま
ず
田
島

が
整
理
し
、
示
し
た
ヤ
ク
ビ
ン
ス
キ
ー
の
言
語
形
式
の
モ
デ
ル
は
、
日
常

文
脈
で
習
慣
化
さ
れ
た
言
語
使
用
、
定
番
の
序
列
関
係
や
、
価
値
観
に
基

づ
く
文
脈
で
の
や
り
取
り
に
飲
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
形
式
か
ら
言
語
の
理
解
を
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
も
斬

新
で
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば
条
件
反
射
学
と
そ
の
後
の
展
開
、
信
号

系
理
論
と
し
て
、
一
九
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
で
も
導

入
さ
れ
て
は
き
た
が
、
ほ
ど
な
く
歴
史
的
な
位
置
づ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し

ま
っ
た
理
論
な
ど
も
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
視
点
を
取
る
と
、
そ
の
構
造

が
見
え
、
新
た
な
読
解
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

心
理
援
助
職
の
私
た
ち
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
今
こ
こ
の
現
場
と
そ
の
相
手

に
関
わ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
言
葉
と
そ
の
働
き
を
学
ぶ
こ
と
や
、

話
者
自
身
が
自
ら
の
言
葉
の
複
数
性
に
気
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
交

流
を
自
身
の
中
で
実
行
す
る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
り
た
い
。
臨
床
実
践
、

心
理
支
援
場
面
は
つ
ね
に
名
前
を
も
つ
特
定
の
相
手
と
の
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ
で
あ
る
。
不
特
定
多
数
の
相
手
と
の
間
に
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
生
じ
な

い
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
標
準
的
、
平
均
的
な
人
間
が
相
手
で
は
な
い
。
言

い
換
え
る
と
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
は
シ
ナ
リ
オ
は
な
い
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は

つ
ね
に
新
し
い
。
そ
し
て
驚
き
の
瞬
間
が
含
ま
れ
る
。

　

最
終
的
に
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
限
界
に
関
わ
る
議
論
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
あ
る
瞬
間
に
壁
に
ぶ
つ
か

る
。
臨
床
の
場
で
た
と
え
ば
、
自
分
を
閉
じ
た
ま
ま
の
人
に
対
し
て
、
ダ

イ
ア
ロ
ー
グ
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
他
者
性
と
は
、
こ
の
限
界
に
お
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い
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
心
理
支
援
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
の
限

界
は
避
け
て
通
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
相
手
を
助
け
よ
う
と
す
る
意
志
そ
の

も
の
が
限
界
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
る
。
人
に
会
う
と
き
は
、
そ
の
よ
う

な
意
志
や
欲
望
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
態
に
踏
み
と
ど
ま
る

こ
と
が
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
実
践
的
態
度
で
あ
る
。
回
復
や
治
癒
は
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
の
あ
と
に
、
か
ろ
う
じ
て
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
副
産
物
と
も

い
え
る
。

（
立
命
館
大
学
・
森
岡
正
芳
）
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論
点
に
よ
っ
て
重
層
的
に
構
成
さ
れ
た
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
李
光
平
氏

の
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・
解
説
文
の
下
訳
を
お
こ
な
っ
た
吉
良
佳
奈
江

氏
、
韓
昇
熹
氏
、
編
集
者
の
岡
本
有
佳
氏
を
ふ
く
め
、
多
く
の
人
び
と
が

関
わ
る
共
同
作
業
が
結
実
し
た
出
版
で
あ
る
。

　
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
写
真
家
の
李
光
平
氏
は
、
自
身
が
朝
鮮
人
の
移
民

三
世
で
あ
り
、
祖
父
の
李
相
俊
氏
は
、
一
九
三
九
年
に
朝
鮮
北
部
の
咸
鏡

北
道
鏡
城
郡
か
ら
中
国
東
北
・
間
島
の
龍
井
へ
、
一
家
を
つ
れ
て
移
住
し

て
き
た
。
祖
父
は
農
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
故
郷
の
地
に
日
本
軍
が
倉
庫

を
設
置
し
た
た
め
、
追
わ
れ
る
よ
う
に
移
住
し
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
、

ま
だ
若
か
っ
た
父
・
李
鳳
允
氏
（
一
九
二
〇
年
生
ま
れ
）、
母
・
全
蓮
玉
氏

も
と
も
に
移
住
し
て
い
る
。
本
書
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
は
、
こ
の
移
住
か
ら

始
ま
る
家
族
の
写
真
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
陰
暦
一
九
四
四
年
（
陽
暦
一
九
四
五
年
）
に
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
李

光
平
氏
は
、
龍
井
市
の
文
化
館
館
長
と
な
り
、
朝
鮮
族
の
歴
史
と
文
化
を

調
査
す
る
な
か
で
、集
団
移
民
の
歴
史
を
知
り
興
味
を
深
め
た
。
そ
し
て
、

集
団
移
民
の
歴
史
と
記
憶
を
残
す
べ
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
始
め
、
延

辺
朝
鮮
族
自
治
州
（
間
島
）
の
各
地
を
訪
れ
て
、
一
世
や
二
世
の
老
人
た

ち
か
ら
聴
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
。
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
て
三
万
五
千

キ
ロ
を
走
り
、
交
通
事
故
で
重
傷
を
負
っ
た
後
も
タ
ク
シ
ー
や
乗
用
車
で

二
万
キ
ロ
を
走
っ
て
、
十
年
余
り
の
間
に
六
百
名
を
越
え
る
人
々
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
い
、
写
真
・
ビ
デ
オ
の
撮
影
を
続
け
た
。
本
書
に
収

め
ら
れ
た
写
真
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・
解
説
文
は
、
朝
鮮
族
の
歴
史
を
た
ど

る
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
生
活
用
具
や
農
機
具
、
田
畑
や
樹
木
、
建
物
な
ど
の
風
景

と
と
も
に
、
人
び
と
の
表
情
を
写
し
撮
っ
た
写
真
が
連
な
り
、
苦
難
の
歴

李
光
平 

写
真
・
文

金
富
子
・
中
野
敏
男
・
橋
本
雄
一
・
飯
倉
江
里
衣
責
任
編
集

『「
満
洲
」に
渡
っ
た
朝
鮮
人
た
ち
―
写
真
で
た
ど
る
記
憶
と
痕
跡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

　
世
織
書
房
　
二
〇
一
九
年

　
中
国
東
北
部
（
満
洲
）
に
暮
ら
す
朝
鮮
族
の
人
び
と
。
朝
鮮
半
島
か
ら

の
移
民
は
清
朝
時
代
に
始
ま
る
が
、
そ
の
多
く
は
日
本
の
植
民
地
統
治

期
の
移
住
者
で
あ
る
。
植
民
地
下
で
生
活
基
盤
を
失
い
、
貧
窮
と
生
活

難
の
な
か
で
故
郷
を
離
れ
、
移
り
住
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
戦
時
下
に
、
国
策
と
し
て
推
進
さ
れ
た

満
洲
移
民
事
業
に
よ
っ
て
移
住
し
た
人
び
と
は
、
抗
日
ゲ
リ
ラ
と
日
本
の

治
安
部
隊
が
対
峙
す
る
な
か
、
集
団
部
落
を
建
設
し
、
苦
難
の
生
活
を
営

ん
で
き
た
。
さ
ら
に
、
国
共
内
戦
や
朝
鮮
戦
争
、
文
化
大
革
命
期
の
迫
害

な
ど
、
激
動
の
現
代
史
の
な
か
で
苦
難
の
日
々
が
つ
づ
く
。

　
本
書
は
、
移
民
一
世
以
来
の
朝
鮮
族
の
人
び
と
の
経
験
と
記
憶
を
、
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
写
真
家
の
李
光
平
氏
が
十
数
年
に
わ
た
っ
て
丹
念
に

聴
き
取
り
、
撮
影
し
た
写
真
と
証
言
の
記
録
集
で
あ
る
。

　
本
書
の
出
版
は
、
東
京
外
国
語
大
学
に
お
け
る
科
研
費
共
同
研
究
「
日

本
／
朝
鮮
・
中
国
東
北
か
ら
み
た
「
満
洲
」
の
記
憶
と
痕
跡
―
輻
輳
す
る

民
族
・
階
級
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
代
表:

金
富
子
）
に
も
と
づ
い
て
企
画
さ

れ
た
。
李
光
平
氏
の
写
真
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・
文
章
を
中
心
に
、
朝
鮮
人

「
満
洲
」
移
民
研
究
の
専
門
家
で
あ
る
孫
春
日
氏
や
、
科
研
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
金
富
子
氏
、
中
野
敏
男
氏
、
橋
本
雄
一
氏
、
飯
倉
江
里
衣
氏
、
朴
紅

蓮
氏
の
論
考
と
コ
ラ
ム
が
収
録
さ
れ
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
編
集
の
日
本
語
書

籍
で
あ
る
。
歴
史
社
会
学
、
移
民
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
文

学
、
軍
事
史
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
が
交
差
し
、
複
眼
的
・
立
体
的
な

—
　

書
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史
を
ふ
り
か
え
っ
た
証
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
身
が
朝
鮮
族

（
移
民
三
世
）
で
あ
る
李
光
平
氏
が
、
一
世
・
二
世
の
彼
ら
・
彼
女
た
ち

と
対
話
し
、
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
信
頼
関
係
を
築
い
て
、
ね
ば
り
強

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
重
ね
た
探
求
の
記
録
な
の
で
あ
る
。

　
移
民
し
た
人
び
と
は
、
故
郷
の
地
を
離
れ
、
豆
満
江
を
渡
っ
て
移
住

し
、
荒
地
を
開
墾
し
て
田
畑
を
つ
く
り
、
生
活
基
盤
を
築
い
て
い
っ
た
。

灌
漑
用
水
を
引
け
ば
、
水
利
権
を
め
ぐ
っ
て
中
国
人
（
漢
族
）
と
の
争
い

も
起
き
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
治
安
部
隊
と
抗
日
ゲ
リ
ラ
（
東
北
抗
日
聯

軍
）
が
対
峙
す
る
前
線
で
、
土
塁
を
築
い
て
集
団
部
落
を
建
設
し
た
。
村

人
た
ち
は
、
軍
事
訓
練
を
受
け
て
日
本
の
治
安
部
隊
へ
の
協
力
を
強
い
ら

れ
る
一
方
で
、
朝
鮮
人
兵
士
が
多
か
っ
た
東
北
抗
日
聯
軍
と
ひ
そ
か
に
接

触
し
、
食
糧
を
提
供
し
た
り
荷
物
を
運
ん
だ
り
も
し
た
。

　
本
書
で
は
、
日
本
・
満
洲
国
の
軍
隊
・
警
察
に
よ
る
拷
問
・
虐
殺
の
記

憶
も
語
ら
れ
る
。
負
傷
し
た
抗
日
聯
軍
兵
士
を
、
日
本
の
守
備
隊
が
拷
問

し
た
す
え
に
生
き
埋
め
に
し
た
と
き
、
埋
め
ら
れ
た
土
の
中
か
ら
こ
ぶ

し
が
に
ゅ
っ
と
突
き
出
し
た
鮮
烈
な
光
景
が
目
撃
さ
れ
、
証
言
さ
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、
抗
日
聯
軍
の
部
隊
は
、
警
察
分
駐
所
を
襲
撃
し
、
日
本
の
協
力

者
と
な
っ
た
朝
鮮
人
を
処
断
し
な
が
ら
、
村
人
か
ら
は
な
る
べ
く
略
奪
せ

ず
、
食
糧
の
分
配
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
や

ギ
タ
ー
を
弾
き
、
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
り
、
歌
を
歌
っ
た
り
し
て
い
た
様
子

な
ど
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
苦
難
の
な
か
で
家
族
の
生
活
と
命
を
守
っ
て
き
た
一
世
、
二

世
の
男
性
た
ち
、
女
性
た
ち
の
生
活
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
日
本
軍
「
慰

安
婦
」
と
な
っ
て
被
害
を
受
け
、
光
復
後
も
苦
難
の
生
活
を
送
っ
た
女
性

の
写
真
・
証
言
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
中
国
東
北
は
、
日
本
人
、
朝
鮮
人
、
中
国
人
（
漢
族
）
の
さ
ま
ざ
ま
な

思
惑
が
交
差
し
、
矛
盾
・
葛
藤
を
深
く
刻
ん
だ
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
満
洲
移
民
の
記
憶
は
、
引
き
揚
げ
の
苦
難
を
ふ
く
め
た
日
本
人

の
「
国
民
的
記
憶
」
と
し
て
枠
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
中
国
の
少

数
民
族
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
朝
鮮
族
の
公
式
の
歴
史
に
は
、
集
団
移

民
の
記
憶
は
現
れ
な
い
。
在
日
朝
鮮
人
、
在
米
コ
リ
ア
ン
、
旧
ソ
連
の
高

麗
族
な
ど
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
し
た
人
び
と
の
な
か
で
も
、
中
国
朝
鮮
族
の
移

民
史
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
忘
却

と
空
白
の
殻
を
破
っ
て
、
移
民
し
た
人
び
と
の
経
験
と
記
憶
に
肉
薄
し
、

朝
鮮
族
の
集
団
移
民
の
歴
史
を
み
ご
と
に
甦
ら
せ
た
画
期
的
な
本
で
あ

る
。

（
米
谷
匡
史
）

—
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境
地
を
目
の
当
た
り
に
し
て
心
酔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
な
ま
な

ま
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
通
常
の
人
間
が
暮
ら
す
現

象
界
に
あ
り
な
が
ら
不
可
視
界
を
生
き
る
神
秘
家
と
し
て
崇
敬
の
対
象

に
な
っ
て
い
た
、
文
字
通
り
の
真
正
の
神
秘
家
で
あ
る
。

　
ア
ッ
タ
ー
ル
の
作
品
は
現
在
、
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
ペ
ル

シ
ア
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
作
品
の
執
筆
年
代
が
不
明
で
あ
る
た

め
、
彼
の
思
想
的
・
文
学
的
展
開
の
詳
細
が
判
明
し
な
い
。
現
時
点
で

は
、
一
二
二
〇
年
以
降
、『
神
秘
の
書Asrār-nām

ah

』、
次
に
、
本
訳
書

の
『
神
の
書
』、『
鳥
の
言
葉M

anṭiq al-Ṭayr

』、『
厄
災
の
書M

uṣībat-
nām

ah

』、『
選
択
の
書M

ukhtār-nām
ah

』
の
順
番
で
作
品
が
生
み
出
さ
れ

た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
未
だ
、
作
品
の
執
筆
年
代
の
決
定
的
な
結

論
は
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
散
文
の
作
品
と
し
て
は
、『
神
秘
主
義
聖
者
列

伝Tadhkirat al-Aw
liyā

』（
以
下
、『
聖
者
伝
』
と
す
る
。）
が
あ
る
。
近
年
、

イ
ラ
ン
国
内
の
研
究
者
が
、
長
年
の
緻
密
な
写
本
の
検
証
を
通
じ
て
、
従

来
は
ア
ッ
タ
ー
ル
晩
年
の
著
作
と
さ
れ
て
い
た
『
聖
者
伝
』
が
、ア
ッ
タ
ー

ル
の
若
い
時
代
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。
彼
以
前
の
神
秘

主
義
者
た
ち
の
言
葉
や
関
連
す
る
逸
話
な
ど
を
集
め
て
研
鑽
を
積
ん
だ

ア
ッ
タ
ー
ル
が
、
文
字
通
り
、
満
を
持
し
て
生
み
出
し
た
の
が
『
鳥
の
言

葉
』
や
本
訳
書
『
神
の
書
』
な
ど
の
一
連
の
神
秘
主
義
叙
事
詩
で
あ
っ
た

こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
ア
ッ
タ
ー
ル
の
作
品
の
流
れ
を
知
る
上
で
、
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ア
ッ
タ
ー
ル
と
「
理
性
（
知
性
）‘aql

」
と
の

関
係
で
あ
ろ
う
。

　
陶
酔
の
境
地
に
あ
る
神
秘
家
が
超
越
的
な
世
界
の
中
で
「
理
性
」
と
い

か
に
向
き
合
う
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
ア
ッ
タ
ー
ル
の
作
品
を
み
る

時
、
そ
こ
に
神
秘
家
と
し
て
の
ア
ッ
タ
ー
ル
の
思
想
的
変
遷
の
一
端
を
読

　
本
書
は
、
西
暦
十
二
世
紀
前
半
の
イ
ラ
ン
北
東
部
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
に

生
き
た
神
秘
家
フ
ァ
リ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ッ
タ
ー
ルFarīd al-

dīn ‘A
ṭṭār

（
一
二
二
九
／
三
〇
年
没
）
の
叙
事
詩
作
品
『
神
の
書Ilāhī-

nām
ah

』
の
散
文
に
よ
る
日
本
語
訳
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
中
世
期
の
文

献
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
説
教
の
序
文
の
部
分
を
除
い
た
本
文
、
約
七
千
句

の
ペ
ル
シ
ア
詩
の
全
訳
で
あ
り
、
十
年
以
上
に
亘
っ
て
継
続
し
た
訳
業
の

成
果
で
あ
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
作
品
の
原
典
か
ら
の
日
本
語
へ
の
翻
訳

と
し
て
は
、
本
訳
書
は
、
神
秘
主
義
詩
の
精
髄
と
言
わ
れ
る
傑
作
『
鳥
の

言
葉
』（『
東
洋
文
庫
』
か
ら
出
版
。
韻
文
で
の
翻
訳
）
に
続
く
二
作
目
と
な

り
、
ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
文
学
の
研
究
の
進
展
を
う
か
が
わ
せ
る
価
値
あ

る
訳
業
と
い
え
る
。

　
ペ
ル
シ
ア
詩
と
神
秘
主
義
の
融
合
と
い
う
点
で
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
神
秘

主
義
的
要
素
を
、
そ
の
最
も
純
度
の
高
い
姿
で
映
し
だ
す
詩
人
で
あ
り
、

神
秘
主
義
者
と
し
て
の
生
涯
が
知
ら
れ
る
人
々
の
中
に
時
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、
世
俗
の
王
権
と
の
係
わ
り
と
い
う
側
面
で
も
、
ア
ッ
タ
ー
ル
に

は
そ
の
痕
跡
が
な
い
と
さ
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
イ
ラ
ン
で
出
版
さ
れ
た

写
本
集
『
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
文
集Safīnah-yi Tabrīz

』
に
は
、
思
弁
哲
学
、

論
理
学
、
シ
ー
ア
派
思
想
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
当
時
最
高
の
知
性
と
言

わ
れ
た
ナ
ス
ィ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ト
ゥ
ー
ス
ィ
ーN

aṣīr al-dīn Ṭūsī

（
一
二
七
四
年
没
）
が
、
そ
の
若
き
日
、
老
師
ア
ッ
タ
ー
ル
の
神
秘
主
義
的

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

ア
ッ
タ
ー
ル
著
、
佐
々
木
あ
や
乃
訳
注

『
神
の
書
―
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
と
自
分
探
し
の
旅
』 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
洋
文
庫 

８
９
６　
平
凡
社　
二
〇
一
九
年
八
月
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み
解
く
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）

を
理
解
し
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
上
で
理
性
（
こ
の
場
合
の
理
性
は
、
哲

学
上
の
理
性
（
知
性
の
働
き
）
を
指
す
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
脈
絡
で
の
理

性
で
あ
る
）
の
行
使
を
受
け
入
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
理
性
は
、
そ
の
傲

慢
を
戒
め
る
限
り
で
行
使
す
る
、
と
い
う
立
場
の
反
映
が
見
て
取
れ
る
と

さ
れ
る
の
が
『
神
秘
の
書
』、『
神
の
書
』
の
二
作
品
で
あ
る
。
こ
の
詩
作

品
は
、
愛
を
土
台
と
す
る
逸
脱
的
神
秘
主
義
の
萌
芽
を
秘
め
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
大
胆
に
は
語
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
枠
内
の
、
禁
欲
主
義
的
で

穏
健
な
傾
向
を
基
底
に
持
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
思
想
的
穏
健
さ
を
当
初
の

ア
ッ
タ
ー
ル
の
世
界
観
と
す
れ
ば
、『
神
秘
の
書
』、
さ
ら
に
、
本
訳
書

『
神
の
書
』
が
よ
り
早
い
時
期
の
詩
作
品
で
あ
り
、
理
性
に
対
す
る
「
愛
」

の
優
越
、
理
性
へ
の
不
信
、
理
性
の
限
界
を
憚
る
こ
と
な
く
詠
ん
だ
ア
ッ

タ
ー
ル
の
真
骨
頂
『
鳥
の
言
葉
』
や
、理
性
に
よ
る
魂
の
救
済
を
否
定
し
、

精
神
界
を
飛
翔
す
る
思
惟
（
心
の
理
性
）
を
テ
ー
マ
と
す
る
『
厄
災
の
書
』

が
ア
ッ
タ
ー
ル
の
思
想
的
成
熟
期
の
作
品
と
さ
れ
る
こ
と
な
る
。（
ま
た
、

『
鳥
の
言
葉
』、『
厄
災
の
書
』
に
は
シ
ー
ア
派
へ
の
共
感
が
読
み
取
れ
る
こ
と
も

特
徴
で
あ
る
）
一
方
で
、
晩
年
に
な
っ
て
、
聖
法
の
世
界
に
近
づ
き
、
逸

脱
的
傾
向
か
ら
穏
健
な
世
界
に
至
っ
た
と
す
る
立
場
に
た
て
ば
、
お
そ
ら

く
こ
の
逆
の
順
番
で
の
作
品
の
流
れ
の
理
解
が
合
理
的
な
も
の
と
な
ろ

う
。『
神
の
書
』
に
は
、「
友
よ
、
世
界
を
映
す
ジ
ャ
ム
シ
ー
ド
王
の
酒
杯

は
理
性
と
知
れ
」（
第
三
四
九
五
句
：
本
訳
書
二
六
〇
頁
）
と
あ
り
、
こ
こ

で
も
、「
神
話
的
」
神
秘
主
義
的
世
界
と
、（
限
定
を
付
け
た
上
で
の
）
理

性
が
、
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　『
神
の
書
』
の
膨
大
な
数
の
物
語
、逸
話
の
語
り
に
隠
さ
れ
た
ア
ッ
タ
ー

ル
の
真
意
を
知
る
た
め
に
は
、魂
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
る
「
お
お
、

麝
香
な
る
魂
よ
、
芳
香
を
振
り
撒
け
よ
　
あ
な
た
（
魂
、
及
び
、
魂
を
持

つ
人
間
）
こ
そ
が
神
の
代
理
者
（
ア
ダ
ム
の
子
）」
で
始
ま
る
本
訳
書
の
「
序

章
」（
テ
ク
ス
ト
で
は
「
本
書
の
初
め
」:

本
訳
書
：
二
一
頁
）
で
提
示
さ
れ

た
内
容
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　「
序
章
」
に
は
、
王
で
も
あ
り
カ
リ
フ
で
も
あ
る
魂
（
及
び
、
人
間
）

の
気
高
い
地
位
が
高
ら
か
に
詠
わ
れ
た
後
で
、
こ
の
王
（
カ
リ
フ
）
の
六

人
の
息
子
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
欲
情nafs

（
感
覚
界
に
か
か
わ
る

領
域
）、
悪
魔shayṭān

（
妄
想
を
語
る
領
域
）、
理
性‘aql

（
理
性
の
生
み
出

す
も
のm

a‘qūlāt

を
語
る
領
域
）、
知‘ilm

（
知
識
を
求
め
る
領
域
）、
清
貧

faqr

（
事
物
の
所
有
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
神
の
み
を
必
要
を
と
す
る
「
無
」

の
領
域
）、神
の
唯
一
性Taw

ḥīd

（
唯
一
の
本
質
）
が
示
さ
れ
、王
（
カ
リ
フ
）

が
父
親
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
息
子
の
質
問
に
答
え
る
と
い
う
形
で
物
語
は

進
む
。
六
人
の
息
子
が
担
う
領
域
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
と
り
わ
け
神
学
や
哲

学
、
法
学
上
の
重
要
な
主
題
で
あ
り
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
い
わ
ば
、
法
学

や
神
学
な
ど
の
伝
統
的
な
学
問
の
領
域
で
は
解
明
し
き
れ
な
い
人
間
の

魂
の
深
淵
を
、
卓
抜
な
喩
を
通
じ
て
、
当
時
の
一
般
の
人
々
に
伝
え
よ
う

と
し
た
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、理
性
と
い
う
息
子
が
つ
か
さ
ど
る「
理

性
に
よ
る
世
界
」
で
ア
ッ
タ
ー
ル
が
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
の
内
実
に
接

し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
に
係
わ
る
部
分
の
逸
話
を
注
意
深
く
読
む
以

外
に
手
立
て
は
な
い
。
当
時
の
知
的
選
良
た
ち
の
高
度
な
学
問
は
、
ア
ッ

タ
ー
ル
の
言
葉
を
通
じ
て
始
め
て
一
般
の
人
々
の
心
に
届
く
可
能
性
を

得
た
と
い
え
る
、
た
だ
し
、
法
学
と
か
神
学
と
か
と
は
別
次
元
の
道
筋
で
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
魂
（
お
よ
び
、
魂
を
持
つ
人
間
）
が
、
理
性
、
経
験
的
知
の
領
域
な
ど

と
い
か
に
か
か
わ
る
の
か
、
と
い
う
『
神
の
書
』
の
設
定
自
体
の
曖
昧
さ

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
魂
が
魂
に
向
か
っ
て
世
界
の
深
層
と
神
に
至

る
修
養
の
神
髄
を
伝
授
す
る
と
い
う
構
造
は
、
神
秘
主
義
の
導
師
と
弟
子
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の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
弟
子
で
あ
る
、
六
人

の
息
子
の
魂
が
質
問
を
し
、
王
で
あ
り
カ
リ
フ
で
も
あ
る
父
が
応
え
る
と

い
う
物
語
の
特
殊
な
在
り
方
を
明
示
さ
せ
、
六
人
の
息
子
へ
の
そ
れ
ぞ
れ

の
答
え
に
対
応
し
た
内
容
と
し
て
本
文
が
読
め
る
よ
う
に
、
本
訳
書
の
目

次
な
ど
に
も
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
な
工
夫
が
あ
れ
ば
、
内
容
も
さ
ら
に
わ

か
り
や
す
く
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
真
意
が
伝
わ
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
た
。

　
こ
の
「
序
章
」
の
最
後
に
語
ら
れ
る
、「
す
べ
て
は
言
葉
に
よ
ら
ず

し
て
は
限
ら
れ
た
世
界
　「（
天
の
）
護
持
さ
れ
た
書
板
」［
ク
ル
ア
ー
ン

八
五
：
二
二
］
も
言
葉
に
包
摂
さ
れ
る
」
に
関
連
し
た
詩
句
に
は
、『
神

の
書
』
の
本
質
が
言
葉
と
理
性
に
深
く
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
直
観
的
把
握
と
暗
示
は

い
か
よ
う
に
も
言
葉
で
表
現
で
き
る

こ
う
し
た
明
証
か
ら
、
理
性
に
は
明
ら
か
と
な
っ
た

名
前
（
名
称
）asm

ā

の
中
で
理
性
こ
そ
が
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

（
第
四
六
〇
―
四
六
一
句
：
本
訳
書
二
四
頁
）

　
こ
こ
に
い
う
言
葉
が
「
ロ
ゴ
ス
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
通

り
、
こ
こ
に
語
ら
れ
た
句
は
、『
神
の
書
』
を
支
え
る
思
想
が
言
葉
に
よ

る
表
現
可
能
性
へ
の
意
志
に
貫
か
れ
て
い
る
点
と
と
も
に
、
ア
ッ
タ
ー
ル

の
言
語
観
が
彼
の
認
識
の
方
法
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

　『
神
の
書
』
の
数
あ
る
洞
察
に
満
ち
た
言
葉
の
中
で
も
、
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
る
詩
句
に
も
そ
れ
は
現
れ
て
い
る
。
我
々
の
経
験
が
生
き
る
感
覚

的
現
象
界
に
か
か
わ
る
知
の
言
葉
と
、
陶
酔
の
中
で
霊
的
世
界
を
語
る
霊

知
の
言
葉
、
と
い
う
相
関
す
る
二
つ
の
「
言
葉
」
の
世
界
が
、
そ
の
ま
ま

ア
ッ
タ
ー
ル
の
世
界
認
識
に
結
び
付
い
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

知
の
言
葉
は
太
陽
の
如
く
に
沸
き
立
ち

霊
知
の
言
葉
は
、
久
遠
の
沈
黙

（
六
四
八
〇
句
：
本
訳
書
四
八
八
頁
）

　
息
子
の
魂
に
問
わ
れ
る
数
々
の
質
問
は
、
霊
知
の
言
葉
を
介
し
て
我
々

に
伝
え
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
過
程
に
は
、「
理
性
」
も
お
お
ら
か
に
、

そ
の
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
訳
者
が
解
説

の
中
で
、
と
り
わ
け
本
書
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
「
理
性
あ

る
狂
者
」（
本
訳
書
：
五
四
五
頁
）
と
い
う
表
現
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ

り
、
神
秘
主
義
言
説
の
一
つ
の
特
異
な
系
譜
を
考
え
る
上
で
、
さ
ら
な
る

考
察
の
対
象
と
な
る
か
と
思
わ
れ
た
。

　
訳
者
は
、
本
書
を
必
ず
し
も
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
に
特
化
し
た
も
の

で
な
く
、
よ
り
一
般
的
で
、
広
い
意
味
で
の
逸
話
や
物
語
の
集
成
と
し

て
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
の
一
つ
の
読
み
物
と
し
て
日
本
語
に
訳
出
し
て
い
る

と
い
う
印
象
が
あ
る
。
本
訳
書
の
副
題
に
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
と

自
分
探
し
の
旅
」
と
あ
る
が
、
神
秘
主
義
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
以
来
、

「
己
を
知
る
者
は
、
神
を
識
る
」（
第
四
代
正
統
カ
リ
フ
、
シ
ー
ア
派
初
代
イ

マ
ー
ム
の
ア
リ
ー
の
言
葉
と
さ
れ
る
）
と
い
う
伝
承
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、

訳
者
自
身
も
本
訳
書
の
解
説
の
中
で
、
シ
ブ
リ
ー
を
引
用
し
つ
つ
、
ア
ッ

タ
ー
ル
は
、「
神
は
自
分
の
内
に
在
る
」
と
い
う
考
え
方
の
継
承
者
で
あ

る
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
神
秘
主
義
的
な
考
え
方
に
照
ら

せ
ば
、敢
え
て
『
神
の
書
』
に
副
題
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
、例
え
ば
、「
内
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な
る
自
己
と
向
き
合
う
」、
と
か
、
む
し
ろ
「
自
己
と
の
邂
逅
・
出
会
い
」

と
い
っ
た
表
現
の
方
が
無
理
な
く
、
自
然
な
印
象
を
も
つ
が
、
お
そ
ら
く
、

訳
者
は
、
解
説
に
も
あ
る
通
り
、
一
般
的
な
意
味
で
、
こ
の
作
品
に
読
者

各
自
が
自
分
の
人
生
を
重
ね
て
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込

め
て
、『
神
の
書
』
に
続
く
副
題
と
し
て
敢
え
て
「
自
分
探
し
」
と
銘
打
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
自
体
に
関
心

を
抱
く
読
者
に
も
違
和
感
が
な
い
よ
う
に
、
今
少
し
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
て
お
い
た
方
が
丁
寧
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。

　
天
賦
の
詩
人
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
作
品
を
、
す
べ
て
通
常
の
文
章
で
訳
出

し
て
い
る
の
で
、
訳
文
が
、
時
に
必
要
以
上
に
説
明
調
に
な
っ
て
お
り
、

詩
の
テ
ク
ス
ト
が
も
つ
興
趣
が
薄
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
が
、
神
秘
主
義

や
ア
ッ
タ
ー
ル
独
自
の
考
え
方
が
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
、
日

本
語
の
文
章
を
通
じ
て
は
気
が
付
き
に
く
い
印
象
を
持
っ
た
。

　
ま
た
、訳
語
と
し
て
、表
現
上
若
干
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
箇
所
（
例

え
ば
、
二
二
七
頁
：
右
か
ら
四
行
目
、「
愛
し
い
神
か
ら
肢
体
を
切
り
離
し
て
み

て
は
な
ら
な
い
」
の
「
愛
し
い
神
」
は
原
文
で
は
「
恋
人
」
と
あ
り
、こ
の
「
恋

人
」
が
神
で
あ
る
と
し
て
も
、
即
物
的
に
「
神
の
肢
体
を
切
り
離
す
」
と
い
っ

た
表
現
に
は
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
美
的
秩
序
の
調
和
、
統
一
性

が
語
ら
れ
て
い
る
。）
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
四
七
六
頁
左
か
ら
七
行
目

以
降
に
、「
神
は
あ
ま
り
に
偉
大
す
ぎ
、
多
く
の
善
な
る
性
質
を
お
も
ち

だ
っ
た
た
め
、
人
間
は
自
分
を
そ
の
性
質
の
範
囲
内
で
人
間
に
お
示
し
に

な
っ
た
…
」
と
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
で
は
「
神
は
被
造
物
に
よ
っ
て
（
被

造
物
を
通
じ
て
）
世
界
に
現
れ
た
」（
六
三
〇
八
句
）
と
な
っ
て
お
り
、
本

文
中
の
詩
句
の
翻
訳
に
注
釈
の
よ
う
な
説
明
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
入
れ

る
に
も
工
夫
が
ほ
し
い
。
こ
う
し
た
箇
所
は
、
典
拠
を
明
示
し
つ
つ
、
テ

ク
ス
ト
と
分
け
て
説
明
し
た
方
が
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
神
秘
家
ア
ッ

タ
ー
ル
は
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
に
し
か
現
れ
て
い
な
い
以
上
、
ま
ず
は
何
よ

り
も
ア
ッ
タ
ー
ル
の
言
葉
に
沿
っ
て
正
確
に
訳
出
し
た
上
で
、
注
釈
な
ど

で
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

　
事
実
関
係
に
関
連
し
て
は
、
特
に
以
下
の
二
箇
所
に
つ
い
て
の
み
触
れ

て
お
く
。

五
〇
四
頁
：
バ
シ
ャ
ル
・
ハ
ー
フ
ィ
ー
の
バ
シ
ャ
ル
の
発
音
は
、
通
常
は
、

ビ
シ
ュ
ル(

ビ
シ
ュ
リ)

・
ハ
ー
フ
ィ
ー
。

五
二
七
頁
・
註(

10)

：
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
酔
言
「
ス
ブ
ハ
ー
ニ
ー
・

マ
ー
・
ア
ア
ザ
マ
・
シ
ャ
ア
ニ
ー
」
は
、
訳
者
の
解
釈
も
尊
重
さ
れ

る
べ
き
だ
が
、「
我
に
栄
光
あ
れ
、
我
が
心
的
境
地
は
な
ん
と
偉
大

な
る
か
な
」、
あ
る
い
は
、「
我
に
栄
光
あ
れ
、
我
が
心
的
境
地
よ
り

偉
大
な
も
の
は
な
し
」
と
す
る
解
釈
が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

（
藤
井
守
男
）
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人
間
の
姿
だ
。
だ
が
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
世
界
を
厭
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
ア
ン
タ
イ
オ
ス
に
は
故
郷
に
対
す
る
愛
情
が
あ
り
、
何
よ
り
彼

は
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
憧
れ
は
止
み
難
く
、
自
分
を
誤
魔
化
す
よ

う
に
こ
こ
に
い
る
理
由
を
繰
り
返
す
。

　
本
文
の
詩
を
書
い
た
ヨ
シ
フ
・
ブ
ロ
ツ
キ
ー
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
（
現

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
）
に
生
ま
れ
、
一
九
六
二
年
に
児
童
向
け
雑
誌

に
こ
の
詩
を
発
表
し
た
。
そ
の
十
年
後
で
あ
る
一
九
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ

に
亡
命
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
挿
絵
を
担
当
し
た
イ
ー
ゴ
リ
・
オ
レ
イ
ニ
コ
フ
氏
は
こ
の
哀
愁

漂
う
詩
に
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
。
私
た
ち
が
ア
ン
タ
イ
オ
ス
の
働

く
港
の
様
子
を
生
き
生
き
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
詩

に
添
え
ら
れ
た
絵
が
力
を
貸
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
ネ
ヴ
ァ
川
か
ら
は
イ

サ
ー
ク
寺
院
が
見
え
、
街
並
み
が
靄
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
る
。
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
を
知
る
者
も
知
ら
な
い
者
も
こ
の
街
の
美
し
さ
を
挿
絵
か
ら
感

じ
取
る
は
ず
だ
。

　
ど
の
イ
ラ
ス
ト
も
魅
力
的
だ
が
、
白
い
朝
靄
の
中
で
大
型
船
を
送
り
出

す
シ
ー
ン
が
特
に
印
象
に
残
る
。
タ
グ
ボ
ー
ト
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
と
共
に

彼
方
を
見
つ
め
て
い
る
。
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
傍
ら
に
は
一
羽
の
カ
モ
メ
が

お
り
、
そ
の
カ
モ
メ
も
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
と
共
に
詩

は
語
る
。

わ
か
れ
る
の
は
初
め
て
じ
ゃ
な
い

遠
く
へ
姿
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。

だ
れ
か
が
こ
の
地
に

残
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
も
の
。

　
こ
の
絵
本
の
主
人
公
は
小
さ
な
タ
グ
ボ
ー
ト
。
名
前
は
ア
ン
タ
イ
オ

ス
。
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
港
で
働
い
て
い
る
。
異
国
か
ら
や
っ
て

来
た
大
型
船
を
曳
く
の
が
彼
の
仕
事
だ
。

　
前
半
は
ア
ン
タ
イ
オ
ス
の
楽
し
げ
な
職
場
の
様
子
が
綴
ら
れ
る
。
港
で

は
「
超
重
機
（
ク
レ
ー
ン
）
の
レ
ー
ス
模
様
」
が
彼
方
に
見
え
、
乗
組
員

た
ち
が
タ
グ
ボ
ー
ト
を
動
か
す
。
ネ
ヴ
ァ
川
の
河
口
は
空
も
海
も
青
く
、

煙
や
雲
が
漂
っ
て
い
る
。

　
だ
が
大
型
船
が
現
れ
る
後
半
か
ら
、
ア
ン
タ
イ
オ
ス
の
異
国
へ
の
憧
憬

が
切
々
と
語
ら
れ
る
。
大
型
船
は
遠
い
海
か
ら
や
っ
て
来
る
。
彼
ら
は
ア

ン
タ
イ
オ
ス
の
行
っ
た
こ
と
の
な
い
南
の
海
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
オ
ウ

ム
の
鳴
き
声
を
知
っ
て
い
る
。
詩
が
語
る
異
郷
は
美
し
く
、
だ
か
ら
こ
そ

憧
れ
は
真
に
迫
っ
た
も
の
に
な
る
。
だ
が
大
型
船
を
見
送
り
な
が
ら
ア
ン

タ
イ
オ
ス
は
繰
り
返
す
の
だ
。「
こ
こ
に
残
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。」

　
ア
ン
タ
イ
オ
ス
に
は
生
き
る
場
所
が
あ
り
仲
間
も
い
る
。
自
分
の
仕
事

に
や
り
が
い
も
感
じ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
遠
く
の
国
か
ら
や
っ
て

来
る
大
型
船
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
へ
行
っ
て
み
た
い
と
切

望
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
叶
わ
な
い
の
は
彼
が
小
さ
な
タ
グ
ボ
ー
ト

だ
か
ら
だ
。

　
こ
こ
で
は
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
私
た
ち
が
遭
遇
す
る
世
界
が
描
か

れ
て
い
る
。
た
っ
た
一
人
の
力
の
ち
っ
ぽ
け
さ
を
痛
感
し
、
夢
を
諦
め
る
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ヨ
シ
フ
・
ブ
ロ
ツ
キ
ー
詩
／
イ
ー
ゴ
リ
・
オ
レ
イ
ニ
コ
フ
絵
／
沼
野
恭
子
訳

『
小
さ
な
タ
グ
ボ
ー
ト
の
バ
ラ
ー
ド
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
　
二
〇
一
九
年
十
一
月
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井伊裕子（ヨシフ・ブロツキー詩、イーゴリ・オレイニコフ絵、沼野恭子訳『小さなタグボートのバラード』）II, Yuko. (On 
BRODSKY, Joseph. THE BALLAD OF THE SMALL TUGBOAT/ Баллада о маленьком буксиле, translated by NUMANO Kyoko.)

—
　

Bo
ok

 R
ev

ie
w

s 　
—

石
造
り
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
タ
グ
ボ
ー
ト
よ
り
も
多
く
の
船
を
見
送
っ

て
来
た
だ
ろ
う
。
悠
久
の
時
を
経
た
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
と
儚
い
命
の
カ
モ
メ

と
タ
グ
ボ
ー
ト
、
彼
ら
は
街
と
一
体
化
し
て
い
る
。
立
ち
去
る
者
を
見
つ

め
る
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
姿
が
こ
の
挿
絵
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

　
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
は
比
較
的
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
来

訪
す
る
大
型
船
は
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
描
写
に
溢
れ
て
い
る
。
大
型
船

に
は
ア
フ
リ
カ
を
思
わ
せ
る
仮
面
や
文
様
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
甲
板
が
森

に
な
っ
て
い
る
船
も
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
」
か
ら

や
っ
て
来
た
船
た
ち
だ
。
オ
レ
イ
ニ
コ
フ
氏
は
舞
台
が
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
で
あ
る
と
い
う
現
実
感
と
詩
の
幻
想
性
を
見
事
に
両
立
さ
せ
た
。

　
是
非
と
も
絵
も
楽
し
み
な
が
ら
タ
グ
ボ
ー
ト
の
運
命
を
見
届
け
て
頂

き
た
い
。
　
　
　
　

（
井
伊
裕
子
）
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編
集
後
記

　
世
界
的
に
あ
る
種
の
保
守
化
が
進
行
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
つ
い
にBrexit

を
敢
行
し
た
イ
ギ
リ
ス
、
ネ
オ
ナ
チ
に
悩
む
ド
イ
ツ
。
ア
メ
リ
カ
の
現
大
統
領
は“Silent 

M
ajority”

と
い
う
言
葉
で
一
部
の
国
民
の
心
を
掴
ん
だ
。
そ
の
要
因
が
人
種
で
あ
れ
、
性
差

で
あ
れ
、
階
級
で
あ
れ
、
経
済
格
差
で
あ
れ
、
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
人
々
が
い
る
と

す
れ
ば
、
か
つ
て
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ
ク
が
し
た
よ
う
に
、
そ
の
語
り
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察

す
る
努
力
が
必
要
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
語
り
う
る
・
語
り
え
な
い
と
い
う
二
分
法
を
反
復
す
る

こ
と
で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
主
体
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
な
ど
従
来
の
概
念
を

問
い
直
す
と
同
時
に
、
主
体
や
そ
の
欲
望
、
感
性
の
あ
り
方
を
枠
組
み
ご
と
あ
ら
た
め
て

再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
伝
統
的
芸
術
観
に
根
ざ
す
こ
と
で
、
文
学
・
文
化

研
究
の
営
み
が
完
結
し
う
る
と
信
じ
る
こ
と
へ
の
誘
惑
に
抗
い
続
け
る
こ
と
、
保
守
化
し

た
世
相
に
幻
惑
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
場
へ
と
自
ら
を
解
き
放
と
う
と
す
る
こ

と
は
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
多
様
性
へ
の
近
道
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
号
の
特
集
タ
イ
ト
ル
に
あ
え
て
「
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
」
を
加
え
、「
感
性
」
の
神
話

の
再
検
討
を
示
唆
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
る
。
モ
ー
リ
ス・メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の『
見

え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
『
盲
目
と
洞
察
』
な
ど
、
類
似
の

テ
ー
マ
に
関
わ
る
優
れ
た
先
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
本
号
の
テ
ー
マ
は
極

め
て
伝
統
的
で
も
あ
る
。

　
実
際
の
編
集
作
業
に
携
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
総
合
文
化
研
究
所
編
集
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ

ん
に
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

機
転
を
利
か
せ
て
秩
序
な
き
混
沌
を
捌
い
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
の
ご
努
力
が
な
け
れ
ば
、

本
号
が
完
成
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
時
に
仕
事
の
段
取
り
を
忘
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
編
集
担
当
者
に
、
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
を
く
だ
さ
っ

た
所
長
の
沼
野
恭
子
先
生
、
年
度
後
半
の
超
過
密
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
合
間
を
縫
っ
て
ご

原
稿
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
学
内
外
の
諸
先
生
が
た
に
深
く
ご
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
努
力
に
支
え
ら
れ
て
現
実
的
な
形
に
な
っ
た
新
し
く
て
古
い
問
い
か
け
が
、

学
内
外
の
知
の
探
求
者
た
ち
に
と
っ
て
実
り
あ
る
成
果
と
な
り
う
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
。

（
加
藤
雄
二
）
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