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今
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
〇
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
ア
ラ
ス
カ
半
島
の
北
の
ブ
リ
ス
ト

ル
湾
で
操
業
す
る
蟹
母
船
の
上
に
い
た
。
夏
至
だ
と
い
う
の
に
朝
か
ら
霙
ま
じ
り
の
冷
た
い
雨

が
ふ
き
つ
け
て
い
た
。
そ
ん
な
な
か
で
前
日
の
荷
役
作
業
中
の
事
故
で
な
く
な
っ
た
三
人
の
作

業
員
の
葬
式
が
行
わ
れ
て
い
た
。
に
わ
か
作
り
の
棺
に
は
日
章
旗
が
巻
か
れ
、
船
団
長
が
坊
主

が
わ
り
に
経
を
読
む
。
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
で
夕
食
の
あ
と
船ブ

リ
ッ
ジ橋

に
昇
っ
た
わ
た
し
は
、
あ

ま
り
に
感
動
的
な
光
景
に
言
葉
を
失
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
ど
ん
よ
り
し
た
雲
が
切
れ
、
水
平
線

は
黄
金
色
に
輝
い
て
い
た
。
西
の
空
に
夕
陽
が
沈
も
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
陽
が
沈
ん
で
い
る

時
間
は
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
短
い
。
天
蓋
に
一
瞬
瑠
璃
色
の
光
を
残
し
て
闇
に
包
ま
れ
る
。
す
で

に
十
一
時
を
過
ぎ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
か
ら
二
時
間
も
経
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
に
、
な
ん
と

今
度
は
東
の
空
が
赤
ら
み
始
め
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
次
の
瞬
間
ま
た
し
て
も
瑠
璃
色
の
光

が
天
蓋
を
走
る
。
日
の
出
で
あ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
川
崎
船
を
下
ろ
す
ウ
ィ
ン
チ
の
音
が
唸
り
出
す
。

　
そ
れ
は
太
陽
が
ま
る
で
鬼
ご
っ
こ
を
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
西
か
ら
東
へ
移
動
が
ま
さ
に

瞬
く
間
な
の
だ
。
こ
の
と
き
わ
た
し
は
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
西
と
東
を
あ
ま
り
に

平
面
的
な
メ
ル
カ
ト
ー
ル
図
法
に
よ
っ
て
、
対
極
的
に
刷
り
込
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
と
。

地
球
を
球
体
と
意
識
す
る
と
き
、
北
極
圏
に
近
い
こ
こ
ア
ラ
ス
カ
で
は
西
と
東
は
す
ぐ
隣
な
の

だ
。
こ
れ
を
も
っ
と
北
に
行
け
ば
、
方
位
そ
の
も
の
が
消
失
し
、
ポ
ー
ル
す
な
わ
ち
柱
と
し
て

の
上
下
関
係
し
か
残
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
を
専
門
に
し
、
西
と
し
て
の
西
欧
を
つ
ね
に
意
識
し
な
が
ら
、
東
と
し
て

の
ア
ジ
ア
を
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
た
し
は
、
今
回
第
一
〇
号
を
迎
え
る
「
総

合
文
化
研
究
」
の
編
集
を
ま
か
さ
れ
た
時
、
昨
年
の
テ
ー
マ
「〈
異
郷
〉
と
〈
故
郷
〉
の
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」
を
意
識
し
て
「〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
が
即
座
に
浮
か
ん
で
き
た
。
外
語
大
の
総
合
文
化
研
究
所
に
は
二
六
の
地
域
を
専
門
に
す
る

研
究
者
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
か
ら
見
た
東
と
西
と
は
ど
ん
な
光
景
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
た
だ
け
で
う
き
う
き
し
て
く
る
。
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「
根
源
的
、
全
人
類
的
本
源
力
を
十
全
か
つ
調
和
的
に
発
達
さ
せ
る
た
め
に
は
、

そ
の
ま
っ
た
き
偉
大
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
方
に
は
新
鮮
か
つ
力
強
い
ス
ラ
ヴ

的
東
方
の
樹
液
を
注
入
す
る
も
う
一
人
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
が
不
足
し
て
い
た
」

1

オ
ド
ー
エ
フ
ス
キ
ー
『
ロ
シ
ア
の
夜
』
よ
り

は
じ
め
に

　　

と
あ
る
町
の
修
道
院
長
の
客
間
に
、
土
地
の
名
士
た
ち
が
あ
つ
ま
り
、

イ
エ
ス
の
顔
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
意
見
を
か
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
ら

わ
れ
た
院
長
は
「
話
の
腰
を
折
ら
ん
で
く
れ
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、

若
き
日
に
赴
任
し
た
シ
ベ
リ
ア
の
奥
地
の
僧
院
で
の
体
験
を
物
語
り
始

め
る
。
ど
こ
と
な
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」

を
お
も
い
だ
さ
せ
る
書
き
出
し
で
、
レ
ス
コ
フ
の
珠
玉
の
中
篇
「
地
の
果

て
」
は
は
じ
ま
る
。

　

辺
境
の
正
教
会
の
規
律
を
改
善
し
、
異
教
徒
で
あ
る
ヤ
ク
ー
ト
人
の
正

教
へ
の
改
宗
の
意
欲
に
燃
え
て
シ
ベ
リ
ア
行
き
に
応
募
し
た
若
き
院
長

の
心
境
は
、
ナ
ロ
ー
ド
の
啓
蒙
を
め
ざ
し
て
農
村
へ
と
入
っ
て
い
っ
た
同

時
代
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま

た
幕
末
の
日
本
に
や
っ
て
き
た
ニ
コ
ラ
イ
・
カ
サ
ー
ト
キ
ン
（
の
ち
の
ニ

コ
ラ
イ
大
主
教
）
の
心
境
と
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
自
ら
の
信
仰
に
対
す
る
ゆ
る
ぎ
な
い
姿
勢
で

あ
り
、
今
な
お
未
開
の
な
か
に
い
る
不
幸
な
民
を
救
済
し
た
い
と
い
う
せ

つ
な
る
ね
が
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

ツ
ィ
ア
に
通
有
す
る
「
美
し
い
」
使
命
感
が
、
重
大
な
問
題
性
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
を
す
る
ど
く
指
摘
し
た
の
は
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
た
ち
の
《
道

標
派
》
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
先
走
る
こ
と
を
や
め
よ
う
。
若
き
修
道
院

長
が
僻
地
の
僧
院
に
見
た
の
は
、
経
典
も
読
め
な
い
半
文
盲
の
司
祭
や
、

ウ
ォ
ト
カ
で
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
宣
教
活
動
の
堕
落
振
り
だ
っ
た
。
あ
る

い
は
仏
教
、
ラ
マ
教
に
つ
い
で
酒
の
魅
力
で
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
し

ま
う
原
住
民
た
る
異
教
徒
の
無
知
だ
っ
た
。
そ
こ
で
修
道
院
の
規
律
強
化

に
着
手
し
た
院
長
に
は
、
僧
院
内
の
庵
室
に
住
み
つ
く
ひ
と
り
の
ユ
ロ
ー

ジ
ヴ
イ
（
瘋
癲
行
者
、聖
な
る
愚
者
）
の
存
在
が
不
可
解
で
た
ま
ら
な
い
。

文
字
も
読
め
ず
、
典
礼
も
ろ
く
に
わ
き
ま
え
て
い
な
い
こ
の
愚
者
が
、
原

住
民
の
あ
い
だ
で
絶
大
な
る
信
頼
を
か
ち
え
て
お
り
、
布
教
成
績
も
抜
群

に
い
い
。

　

教
会
秀
才
の
院
長
は
意
を
け
っ
し
て
こ
の
愚
者
に
近
づ
く
。
そ
し
て

「
奇
跡
と
は
何
か
？
」
と
い
う
難
問
を
な
げ
か
け
る
。
す
る
と
こ
の
愚
者

は
こ
と
も
な
げ
に
「
そ
れ
は
い
ま
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
お
け
る
〈
東
〉
と
〈
西
〉

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
雅
司
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じ
ゃ
」
と
こ
た
え
る
。
煙
に
巻
か
れ
た
院
長
を
尻
目
に
、
愚
者
は
ひ
た

す
ら
祈
祷
す
る
。
宗
教
的
な
話
を
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
対
話
が
成

り
立
た
な
い
。
知
に
ま
さ
る
院
長
は
単
純
素
朴
な
愚
者
の
応
答
が
深
い

信
仰
の
な
か
で
つ
か
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
。
こ

こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
チ
ュ
ッ
チ
ェ
フ
の
「
ロ
シ
ア
」
と
い
う
詩
で

あ
る
。知

で
は
ロ
シ
ア
は
わ
か
ら
な
い

並
み
の
尺
で
は
測
れ
な
い

そ
は
お
の
れ
の
丈
を
も
て
ば
な
り

ロ
シ
ア
は
ひ
た
す
ら
に
信
じ
る
の
み

　

秀
才
の
院
長
だ
か
ら
こ
の
詩
は
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
ん
な
る
ア
フ
ォ

リ
ズ
ム
と
し
て
理
解
し
て
そ
れ
で
す
ま
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ

が
目
の
前
の
聖
な
る
愚
者
は
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
実
践
し
て
い
る
。
し
か
も

そ
れ
が
異
教
徒
に
も
っ
と
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
若
き
院
長
の
苛
立
ち
は

つ
の
る
。
自
分
の
純
粋
な
信
仰
心
が
な
ぜ
他
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の

か
が
、
か
れ
に
は
理
解
で
き
な
い
の
だ
。

　

つ
い
に
院
長
は
こ
の
聖
な
る
愚
者
と
厳
寒
の
な
か
布
教
に
出
る
こ
と

を
決
意
す
る
。
異
教
徒
で
あ
る
ヤ
ク
ー
ト
人
の
御
者
の
あ
や
つ
る
橇
で
雪

道
を
行
く
院
長
の
心
に
は
辺
境
で
の
布
教
と
い
う
意
欲
が
み
ち
あ
ふ
れ

る
。
だ
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、
敬
虔
な
正
教
徒
で
あ
る
は
ず
（
い
や
、
あ

れ
ば
こ
そ
と
い
う
べ
き
か
？
）
の
自
分
が
異
教
徒
で
あ
る
御
者
と
ま
と
も

に
話
が
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
獣
に
向
か
う
と
き
の
よ
う
な
言
い
よ
う
の

な
い
恐
怖
心
が
沸
き
お
こ
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
愚
者
は
異
教
徒
と
も

平
気
で
言
葉
を
交
わ
し
、
御
者
も
す
っ
か
り
こ
こ
ろ
を
許
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
煩
悶
を
か
か
え
な
が
ら
布
教
に
向
か
う
愚
行
（
真
冬
の
布
教
を
強

要
す
る
院
長
の
性
急
さ
を
愚
行
と
知
り
な
が
ら
、
愚
者
は
同
行
し
た
の

だ
っ
た
）
へ
の
罰
の
よ
う
に
一
行
は
猛
吹
雪
に
ま
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
の

ま
ま
で
は
道
を
失
っ
て
三
人
と
も
遭
難
死
と
思
わ
れ
た
と
き
、
愚
者
は
助

け
を
呼
び
に
行
く
と
い
っ
て
、
橇
に
院
長
と
御
者
を
残
す
。
異
教
徒
と
二

人
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
院
長
は
恐
怖
に
お
の
の
く
。
疑
心
暗
鬼
は
つ

の
り
、
善
意
か
ら
で
た
御
者
の
行
動
が
す
べ
て
お
そ
れ
の
対
象
に
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
。　

　

死
線
を
さ
ま
よ
っ
た
あ
げ
く
に
さ
し
も
の
吹
雪
も
お
さ
ま
り
、
愚
者
を

さ
が
し
に
向
か
っ
た
院
長
と
御
者
は
あ
る
野
小
屋
の
な
か
で
雪
に
お
お

わ
れ
て
た
お
れ
て
い
る
愚
者
を
発
見
す
る
。
す
で
に
息
た
え
た
愚
者
を

抱
き
起
こ
し
た
院
長
が
目
に
し
た
も
の
は
神
々
し
い
ま
で
に
や
す
ら
か

な
「
お
も
て
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
愚
者
の
「
お
も
て
」
に
若
き
院
長
は
慄

然
と
す
る
。
そ
こ
に
か
れ
が
見
た
も
の
こ
そ
、「
イ
エ
ス
の
顔
」
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
他
者
を
助
け
る
た
め
に
み
ず
か
ら
の
命
を
投
げ
だ
し
た
愚

者
、
そ
の
行
為
の
美
し
さ
が
そ
の
「
お
も
て
」
に
は
浮
き
出
て
い
た
。
こ

れ
で
院
長
の
話
は
お
わ
り
、
こ
の
中
篇
も
閉
じ
る
。

　

冒
頭
か
ら
レ
ス
コ
フ
の
小
説
の
紹
介
を
な
が
な
が
と
し
た
の
は
、
そ
こ

に
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
通
底
す
る
も
の
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
も
し
ば
し
ば
問
題
に
し
た
イ
エ
ス
の
顔
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
イ
エ
ス
の
顔
は
苦
痛
に
ゆ
が
ん
だ
恐
ろ
し
い
顔
で
あ
る
こ
と
が
お

お
い
。
そ
れ
は
か
の
地
で
は
イ
エ
ス
は
裁
き
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
映
画
「
汚
れ
な
き
悪
戯
」
で
、
無
垢
な
幼
子
マ
ル
セ

リ
ー
ノ
が
見
た
イ
エ
ス
も
実
に
怖
い
顔
を
し
て
い
た
。
す
く
な
く
と
も
大

人
の
目
に
は
そ
う
見
え
る
。
こ
れ
に
対
し
ロ
シ
ア
の
イ
エ
ス
は
も
っ
と
身
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近
な
存
在
、
裁
き
手
で
は
な
く
許
し
手
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し

て
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の

違
い
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。

　

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
っ
た
西
の
キ
リ
ス
ト

教
に
対
し
、
ロ
シ
ア
正
教
は
東
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
東
方

で
生
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
に
も
た
ら
さ
れ
、

ロ
ー
マ
法
的
思
考
と
融
合
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
と
教
皇
制
度
が
確
立

す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
正
教
は
ギ
リ
シ
ャ
正
教
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

ヴ
ィ
ザ
ン
ツ
を
経
由
し
て
ロ
シ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
ギ
リ

シ
ャ
思
想
が
底
流
と
し
て
流
れ
込
ん
で
い
る
。
西
欧
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に

よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
回
帰
を
経
験
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
解
放
へ

と
向
か
っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
を
歴
史
上
経
験
し
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
は
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
圧
殺
す
る
専
制
（
ヴ
ィ
ザ
ン
ツ
の
負
の
遺
産
）
と
あ

い
ま
っ
て
、
後
進
性
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
見
方
は
根
強
い
が
、
そ

れ
は
西
欧
近
代
の
高
み
に
た
っ
て
の
図
式
主
義
的
な
歴
史
認
識
で
あ
っ

て
、
西
欧
の
外
に
あ
る
も
の
に
た
い
す
る
内
在
的
理
解
が
欠
け
て
い
る
。

あ
え
て
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
に
帰
る
ま
で
も
な
く
、
ロ

シ
ア
は
ギ
リ
シ
ャ
を
内
包
し
続
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。
つ
ま
り
ロ
シ

ア
文
化
を
掘
っ
て
い
け
ば
、
そ
の
基
層
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ャ
に
た
ど
り
つ

く
と
い
う
こ
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

レ
ス
コ
フ
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
〈
西
〉
と
〈
東
〉
を
さ
ら
に
も
っ

と
東
の
シ
ベ
リ
ア
に
ま
で
ず
ら
し
、
院
長
の
体
験
と
し
て
、
中
央
ロ
シ

ア
で
は
な
く
極
北
の
ヤ
ク
ー
ト
で
は
じ
め
て
「
イ
エ
ス
の
お
も
て
」
に

出
会
え
た
と
す
る
。
つ
ま
り
シ
ベ
リ
ア
と
い
う
さ
ら
な
る
東
を
内
包
す

る
ロ
シ
ア
（
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
い
か
え
ら
れ
る
）
だ
か
ら
こ
そ
、
真
の

信
仰
に
あ
り
あ
り
と
出
会
え
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。こ
こ
で「
お
も
て
」

と
訳
し
た
原
語
は
リ
ー
ク
、
つ
ま
り
現
代
ロ
シ
ア
語
で
顔
を
あ
ら
わ
す

リ
ツ
ォ
ー
の
古
語
で
あ
る
。
こ
の
リ
ツ
ォ
ー
か
ら
通
常
、
個
人
、
人
格

と
訳
さ
れ
る
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
い
う
抽
象
名
詞
が
派
生
す
る
。
し
か
し

個
人
と
い
っ
て
も
こ
れ
は
西
欧
語
で
い
う
分
割
不
能
と
い
う
意
味
の
イ

ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
分
割

と
い
う
こ
と
が
示
す
よ
う
に
数
量
的
概
念
で
あ
る
が
、
リ
ー
チ
ノ
ス
チ

は
顔
が
含
意
す
る
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
具
体
的
、
即
物

的
表
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
と
し
て
の
類
的
本
質
も
担
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
は
個
で
あ
る
と
同
時
に
全
で
も
あ

る
。
こ
う
し
た
認
識
か
ら
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
思
想
史
の
底
流
を
な
す
全

一
性
の
哲
学
が
生
ま
れ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
こ
の
リ
ー
チ
ノ
ス

チ
の
概
念
を
人
間
個
人
だ
け
で
な
く
、
エ
ト
ノ
ス
に
も
、
民
族
に
も
敷

衍
さ
せ
て
い
く
。さ
ら
に
は
空
間
的
地
勢
を
あ
ら
わ
す「
場
」（
メ
ー
ス
ト
）

と
時
間
的
発
展
を
あ
ら
わ
す
「
発
達
」（
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
）
を
結
合
し

て
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
な
る
新
術
語
ま
で
創
作
し
、
こ
れ
も
リ
ー

チ
ノ
ス
チ
と
位
置
づ
け
る
。

　

部
分
と
し
て
の
個
が
数
量
的
に
集
ま
っ
て
全
体
を
な
す
の
で
は
な
く
、

部
分
の
中
に
全
体
を
内
包
す
る
も
の
が
有
機
的
に
集
ま
っ
て
全
体
を
構

成
す
る
と
い
う
見
方
は
、
今
日
の
細
胞
学
や
素
粒
子
論
で
も
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
最
新
の
科
学
の
成
果
が
『
華
厳
』

を
は
じ
め
と
す
る
東
洋
の
仏
典
の
中
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う

見
方
も
出
て
き
て
い
る
。
と
ま
れ
あ
ま
り
先
走
る
こ
と
は
や
め
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
主
義
の
中
に
は
歴
史
、
文
化
の
空
間
的
見
直
し
ば
か
り
で
な
く
、
生

命
観
の
捉
え
な
お
し
さ
え
も
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
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一
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
へ
の
序
奏

　

一
九
二
〇
年
、
亡
命
先
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ソ
フ
ィ
ア
で
言
語
学
者
の

ニ
コ
ラ
イ
・
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
（
一
八
九
〇
─
一
九
三
八
）
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
自
己
中
心
主
義
を
断
罪
す
る
書
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
人
類
』
を
発

表
す
る
。
つ
い
で
翌
二
一
年
、
お
な
じ
く
ソ
フ
ィ
ア
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ

キ
ー
（
一
八
九
五
─
一
九
六
九
）、
フ
ロ
ロ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
九
三
─

一
九
七
九
）、
ス
フ
チ
ン
ス
キ
ー
（
一
八
九
二
─
一
九
八
五
）
と
と
も
に
、

そ
の
名
も
『
東
方
へ
の
脱
出
―
予
感
と
成
就　

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の

主
張
』
と
い
う
論
文
集
を
刊
行
す
る
こ
と
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
運
動

体
と
し
て
活
動
を
開
始
す
る
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
前
著
の
冒
頭
で
、
自
分

が
こ
の
思
想
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
十
年
以
上
前
だ
と
述
懐
す
る
。
し
か

し
そ
の
こ
ろ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
養
を
持
っ
た
連
中
は
、
彼
の
思
想
を
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
、
奇
を
て
ら
う
も
の
と
し
て
、
相
手
に
も
し
な
か
っ
た
と
い

う
。

　

十
年
以
上
前
と
す
る
と
、
こ
れ
は
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
（
一
八
七
四
─

一
九
四
八
）
ら
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
批
判
を
展
開
し
た
論
文
集
『
道

標
』
の
発
刊
と
時
間
的
に
符
合
す
る
。《
道
標
派
》
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

ツ
ィ
ア
の
社
会
性
志
向
に
一
九
〇
五
年
革
命
の
失
敗
の
原
因
を
見
た
の

だ
が
、
宗
教
哲
学
者
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
（
一
八
五
三
─

一
九
〇
〇
）
に
連
な
る
知
的
雰
囲
気

2
の
中
で
育
ち
、
コ
ー
カ
サ
ス
の
言

語
研
究
を
通
し
て
、
西
欧
文
明
の
「
普
遍
主
義
」
に
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム

を
察
知
し
た
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
、
ス
ラ
ヴ
派
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批

判
の
方
向
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
か
ら
十
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
そ
れ
に
つ
づ
く
括
弧

つ
き
の
平
和
の
時
代
を
経
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
革
命
を
体
験

し
た
今
、
自
分
の
思
想
が
よ
う
や
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
書
く
。
こ
れ
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
『
西
欧
の
没

落
』（
一
九
一
八
―
二
二
）
の
発
表
と
も
時
期
的
に
重
な
る
の
だ
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
が
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
影
響
を
受
け

た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
捉
え
方
は
彼
が
も
っ
と
も
嫌
っ

た
知
的
態
度
で
あ
る
。『
西
欧
の
没
落
』
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
文
化
的

相
対
主
義
は
、
ロ
シ
ア
で
は
す
で
に
半
世
紀
も
前
に
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー

（
一
八
二
二
─
一
八
八
五
）
が
『
ロ
シ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』（
一
八
七
一
）

で
展
開
し
て
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー
の
歴
史
文
化
類
型

論
は
、
ロ
シ
ア
帝
政
を
擁
護
す
る
反
動
思
想
と
し
て
、
す
で
に
当
時
の
革

命
的
急
進
派
は
お
ろ
か
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
に
よ
っ
て
も
鋭
く
批
判
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
以
後
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
は
、
ロ
シ
ア
知
識
社
会
の
一

種
の
自
己
検
閲
に
よ
っ
て
、
ま
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
「
全
人
類
的
な
る
も
の
は
現
実
に
は
存
在
し

な
い
ば
か
り
か
、
全
人
類
的
た
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
は
、
平
凡
で
独
創
性

を
欠
い
た
一
般
的
な
状
況
で
満
足
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

3
と
し
、

全
人
類
的
文
明
を
標
榜
す
る
西
欧
文
明
の
傲
慢
さ
、
侵
略
性
を
暴
き
、
ロ

シ
ア
知
識
人
の
西
欧
主
義
と
い
う
病
を
指
摘
し
た
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー
の

先
駆
性
は
再
評
価
さ
れ
て
い
い
。

　

一
方
自
ら
を
反
動
主
義
者
と
定
位
し
、
美
学
的
観
点
か
ら
西
欧
文
明
の

平
等
志
向
、
画
一
性
を
暴
き
、
従
来
の
ス
ラ
ヴ
主
義
で
は
な
く
ヴ
ィ
ザ
ン

チ
ニ
ズ
ム
と
い
う
東
方
性
を
対
置
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
レ
オ
ン
チ
エ

フ
（
一
八
三
一
─
一
八
九
一
）
の
存
在
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

初
期
単
純
さ
、
開
花
す
る
複
雑
さ
、
後
期
単
純
さ
の
歴
史
三
段
階
説
を
提

唱
し
た
彼
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
平
準
化
、
画
一
化
と
い

う
第
三
段
階
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
な
ら
す
。「
機
械
が
複
雑
に
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な
り
、
行
政
や
司
法
制
度
が
複
雑
に
な
り
、
大
都
市
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
要

求
が
錯
綜
し
、
新
聞
や
書
籍
業
界
の
動
き
や
影
響
が
複
雑
に
な
り
、
科
学

そ
の
も
の
の
方
法
が
複
雑
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
す
べ
て
は
議
論
の
余

地
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
平
準
化
へ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ぞ

あ
ら
ゆ
る
人
間
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
偽
人
道
的
な
卑
俗
さ
と
凡
庸
さ
と

い
う
石
臼
の
な
か
で
ひ
き
つ
ぶ
す
巨
大
な
製
粉
機
な
の
だ
。
こ
れ
は
す
べ

て
の
人
間
、
す
べ
て
の
も
の
を
同
一
分
母
で
通
分
し
よ
う
と
す
る
複
雑
な

代
数
学
的
方
法
で
あ
る
。
平
準
化
へ
と
向
か
う
進
歩
は
、
方
法
こ
そ
複
雑

で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
、
思
想
に
お
い
て
も
、
理
想
に
お
い
て
も
、
そ

の
影
響
に
お
い
て
も
、
お
粗
末
か
つ
単
純
で
あ
る
。
す
べ
て
の
目
的
は
、

あ
た
か
も
死
人
の
よ
う
な
幾
百
万
の
人
々
の
あ
い
だ
に
平
凡
人
を
、
お
と

な
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
」

4
。

　

ま
る
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
ば
か
り
複
雑
に
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
下
の
現
代
社
会
を
予
言
し
た
よ
う
な
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は

一
八
七
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
ロ
シ
ア
で
は
ダ
ニ
レ
フ
ス

キ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
レ
オ
ン
チ
エ
フ
の
警
告
も
ま
と
も
に
受

け
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
思
想
が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
に

は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
出
現
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

た
だ
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
主
義
の

創
始
者
と
さ
れ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
（
一
八
一
二
─

一
八
七
〇
）
と
レ
オ
ン
チ
エ
フ
が
、
政
治
的
立
場
を
こ
え
て
、
そ
の
美

学
的
社
会
認
識
と
そ
こ
か
ら
で
て
く
る
西
欧
文
明
批
判
と
い
う
点
で
は

思
い
の
ほ
か
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
思
想
の
系
譜
の
な

か
で
は
、
生
身
の
個
人
と
い
う
意
味
で
の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
解
放
を
追
求

し
た
点
で
は
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
が

リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
自
由
を
圧
殺
す
る
西
欧
社
会
（
特
に
フ
ラ
ン
ス
）
の
小

市
民
性
（
メ
シ
チ
ャ
ン
ス
ト
ヴ
ォ
）
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
レ
オ
ン
チ
エ
フ
は
文
化
の
多
様
性
を
守
る
た
め
に
、
専
制

政
治
を
擁
護
す
る
こ
と
で
小
市
民
性
の
汚
染
を
防
ご
う
と
し
た
。
こ
の
よ

う
に
出
発
点
は
違
う
が
、
反
小
市
民
性
と
い
う
点
で
は
、
両
者
は
酷
似
し

て
い
る
。

　

レ
オ
ン
チ
エ
フ
の
予
言
か
ら
四
十
年
近
い
時
間
が
経
過
し
、
ロ
シ
ア
国

内
で
も
小
規
模
な
が
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
台
頭
す
る
な
か
で
、
再
び
西

欧
批
判
が
巻
き
起
こ
る
。「
銀
の
時
代
」
と
か
「
ロ
シ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
時
代
は
、
一
九
世
紀
と
は
別
の
西
欧
派
、
ス
ラ
ヴ
派
論

争
、〈
西
〉
と
〈
東
〉
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
起
こ
っ
て
い
た
。
前
者
は
「
ム

ザ
ゲ
ー
ト
」
出
版
社
と
、『
ロ
ゴ
ス
』
誌
を
拠
点
に
し
た
の
に
対
し
、
後

者
は
モ
ス
ク
ワ
の
「
プ
ー
チ
（
道
）」
出
版
社
に
よ
っ
て
い
た
。
ネ
オ
西

欧
派
の
主
張
は
ロ
シ
ア
の
後
進
性
と
い
う
よ
り
隔
離
主
義
の
批
判
だ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
ネ
オ
・
ス
ラ
ヴ
派
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
文

化
の
優
越
性　

で
は
な
く
、
そ
の
独
自
性
を
追
求
し
た
。
現
代
ロ
シ
ア
の

哲
学
者
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
レ
フ
・
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
の
研
究
者

で
も
あ
る
ホ
ル
ー
ジ
イ
の
表
現
を
借
り
る
と
、
両
者
の
関
係
は
敵
対
的
と

い
う
よ
り
も
相
互
補
完
的
だ
っ
た
と
い
う

5
。「
銀
の
時
代
」
に
は
二
つ

の
派
の
「
シ
ナ
ー
ジ
イ
」、
つ
ま
り
〈
東
〉
対
〈
西
〉
で
は
な
く
、「
同
時

に
東
で
あ
り
西
で
あ
る
」（
リ
ハ
チ
ョ
ー
フ
）
よ
う
な
思
想
史
的
状
況
が

現
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
中
で
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
す
る
。
ベ
ー
ル
イ
、
ブ
ロ
ー
ク
、
エ

セ
ー
ニ
ン
と
い
っ
た
「
銀
の
時
代
」
を
代
表
す
る
詩
人
た
ち
は
、
ネ
オ
・

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
系
の
批
評
家
の
イ
ワ
ノ
フ
・
ラ
ズ
ー
ム
ニ
ク
が
編
纂
す
る

文
集
『
ス
キ
タ
イ
人
』
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
世
界
を
焼
き
尽
く
す
東
方
の
ス
チ

ヒ
ー
ヤ
（
本
源
力
）
を
讃
え
る
詩
を
発
表
す
る
。
暴
力
、
混
沌
、
ア
ナ
ー
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キ
ー
を
も
た
ら
し
た
革
命
を
前
に
し
て
、
ロ
シ
ア
の
知
識
人
は
厳
し
い
態

度
決
定
を
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
歴
史
状
況
の
変
化
の
な
か
で
、
ト
ル
ベ

ツ
コ
イ
が
十
年
来
あ
た
た
め
て
き
た
思
想
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
が

生
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
分
析
に
は
い
る
前
に
、
ロ
シ
ア
の
知
識
人

に
根
強
い
「
西
欧
指
向
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で

指
向
と
訳
し
た
言
語
は
オ
リ
エ
ン
タ
ー
ツ
ィ
ア
で
あ
る
。
こ
の
語
源
を
め

ぐ
っ
て
は
、
す
ぐ
れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
選
集
を
編
纂
し
た
ク
リ
ュ
ー

チ
ニ
コ
フ
が
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
ひ
ろ
く
普
及
し
た
見
方
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
文
化
、
思
想
に
と
っ
て

の
基
準
点
、
指
向
系
と
な
っ
た
の
は
西
欧
だ
と
す
る
視
点
が
あ
る
。
こ
う

し
た
見
方
が
ど
れ
ほ
ど
正
し
い
か
は
、
パ
ナ
セ
ン
コ
と
シ
ャ
マ
ロ
と
い
う

学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
一
見
あ
り
ふ
れ
た
、
自
明
の
も
の
と
思
わ
れ

て
き
た
指
向
（
オ
リ
エ
ン
タ
ー
ツ
ィ
ア
）
と
い
う
語
の
語
源
の
解
明
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
…
…
オ
リ
エ
ン
タ
ー
ツ
ィ
ア
と
い
う
こ

と
ば
は
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
は
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
はorientation

と

は
文
字
通
り
「
東
を
向
く
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語

は
そ
の
起
源
を
ラ
テ
ン
語
に
持
ち
、
そ
こ
ま
で
た
ど
り
着
く
に
はorior-

oriens-orient-orienter

と
き
て
、
最
後
にorientation

へ
と
い
た
る
語
源

学
的
連
鎖
が
連
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
語
は
出
現
、
誕
生
、
始
ま
り
を
意

味
す
る
動
詞
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
通
太
陽
と
い
う
名
詞
と
と
も
に
用
い
ら

れ
、
日
が
昇
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
番
目
の
語
は
同
じ
動
詞
の
現
在

分
詞
で
あ
り
、
同
じ
く
太
陽
と
い
う
名
詞
と
結
合
し
て
太
陽
が
昇
る
方

角
、
つ
ま
り
東
を
意
味
す
る
。
日
常
語
に
お
い
て
は
話
題
の
対
象
は
話
者

に
は
自
明
な
の
で
、
太
陽
と
い
う
名
詞
は
脱
落
す
る
（
ち
な
み
に
沈
む
太

陽
と
い
う
分
詞
が
西
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語occidens

と
な
る
）。
次
第

に
ロ
マ
ン
ス
諸
語
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
世
俗
の
ラ
テ
ン
語
で
は
、
こ
の

広
く
用
い
ら
れ
る
語
の
ラ
テ
ン
語
の
語
根orient

だ
け
が
残
っ
た
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
形
で
東
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
に
入
っ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
第
四
の
環
と
な
るorienter

と
い
う「
東

を
探
す
」、「
東
を
向
く
」
と
い
う
意
味
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞
が
派
生
し
、

そ
こ
か
ら
こ
の
動
詞
の
意
味
と
同
じ
動
作
を
含
意
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
ー

ツ
ィ
ア
と
い
う
名
詞
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
」

6
。

　

つ
ま
り
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
西
欧
指
向
と
い
う
言
葉
は
本
来
、
西
方

に
む
か
っ
て
東
を
向
く
と
い
う
な
ん
と
も
奇
妙
な
語
結
合
な
の
で
あ
る
。

ク
リ
ュ
ー
チ
ニ
コ
フ
は
語
源
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
西
欧
へ
の
指
向
」

が
そ
も
そ
も
形
容
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
西

欧
へ
向
い
て
い
た
と
思
っ
た
目
が
、
言
葉
の
根
源
性
に
お
い
て
は
な
ん
と

東
を
向
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
語
源
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
連
想

さ
せ
る
。
か
つ
て
の
ス
ラ
ヴ
派
の
思
想
家
は
、
西
欧
派
以
上
に
西
欧
を
知

悉
し
て
い
た
人
た
ち
だ
っ
た
。
だ
か
ら
現
実
の
西
欧
文
明
が
陥
っ
て
い
る

多
く
の
矛
盾
、
欠
落
を
鋭
く
批
判
し
、
西
欧
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
西
欧
文
明
の
一
面
性
の
遠
因
が
ロ
ー
マ
に
端
を
発
す
る
合
理

主
義
に
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
そ
こ
に
は
後
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら

無
神
論
へ
と
い
た
る
西
欧
文
明
の
道
程
が
す
で
に
胚
胎
さ
れ
て
い
た
と

断
じ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
、

ヴ
ィ
ザ
ン
ツ
を
経
て
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
た
ロ
シ
ア
を
代
表
と
す
る

ス
ラ
ヴ
社
会
は
、
そ
の
東
方
性
ゆ
え
に
、
西
欧
文
明
の
精
神
的
退
廃
を
免

れ
て
い
る
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
ス
ラ
ヴ
派
の
掲
げ
る
東
方
性
と
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教

的
東
方
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た
文
字
通
り
の

東
方
は
視
野
の
外
に
あ
る
か
、
す
く
な
く
と
も
考
察
の
対
象
と
な
る
こ
と
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は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
ス
ラ
ヴ
派
の
「
限
界
性
」
を
越
境
し
よ
う

と
し
た
の
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
。

二
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
西
欧
批
判

　　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
出
発
点
と

な
っ
た
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
人
類
』

7
に
お
け
る
西
欧
批

判
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で

は
、
こ
の
小
冊
子
に
は
当
初
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
の
献
辞
が
あ
っ
た
と
い

う
8

。
お
そ
ら
く
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
西
欧
批
判

の
観
点
を
つ
か
ん
だ
と
い
う
自
負
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

民
族
問
題
を
扱
う
と
き
、
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ

ム
と
い
う
両
極
端
の
立
場
が
問
題
に
さ
れ
る
。
排
外
主
義
を
標
榜
す
る
前

者
は
、
自
己
の
民
族
文
化
を
最
高
の
も
の
と
み
な
し
、
他
の
民
族
は
こ
れ

に
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
に
対
し
、
世
界
主
義
を
掲
げ
る

後
者
は
民
族
間
の
差
異
を
な
く
し
、
文
明
人
は
ひ
と
つ
の
文
化
を
持
つ
べ

き
で
、
そ
の
た
め
に
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
的

特
殊
性
を
捨
て
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
両
極
を
な
す
と
思
わ
れ
る
立

場
が
、
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
同
根
の
も
の
だ
と
ト
ル
ベ
ツ
コ

イ
は
断
定
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
に
と
っ
て
、
文
明
と

は
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
文
明
で
あ
り
、
文
明
化
し
た
民
族
と
は
ロ

マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
人
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
世
界
に
広

め
よ
う
と
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
「
全
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
的

シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
根
底
に
あ
る
の
が
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
は
自
分
自
身
を
世
界
の
中
心
と
考

え
、
も
っ
と
も
完
全
な
も
の
と
す
る
心
理
的
態
度
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己

に
て
ら
し
て
他
者
を
評
価
す
る
。
自
己
に
近
い
も
の
、
似
て
い
る
も
の
は

優
れ
て
お
り
、
そ
の
逆
の
も
の
は
劣
っ
て
い
る
と
。
一
九
二
一
年
三
月
七

日
の
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
宛
の
手
紙
で
彼
は
は
っ
き
り
と
こ
う
書
い
て

い
る
。「
地
球
の
臍
は
私
で
も
ほ
か
の
誰
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
べ

て
の
民
族
と
文
化
は
等
価
だ
と
い
う
こ
と
、
高
次
の
も
の
も
低
次
の
も
の

も
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
わ
た
し
の
本
が
読

者
に
求
め
る
こ
と
の
す
べ
て
な
の
で
あ
る
」

9
。

　

問
題
は
こ
う
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
な
ぜ
近
代
化
、
西
欧
化
の

名
の
も
と
に
、
ロ
シ
ア
、
ト
ル
コ
、
日
本
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の

国
々
に
広
ま
っ
て
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は

ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
標
榜
す
る
「
人
類
」、「
全
人

類
的
文
明
」、「
世
界
的
進
歩
」
と
い
っ
た
言
葉
の
持
つ
催
眠
作
用
で
あ
る
。

か
つ
て
西
欧
派
・
ス
ラ
ヴ
派
論
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
チ
ャ
ア
ダ
ー
エ
フ

も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
人
類
の
一
大
家
族
」
か
ら
の
疎
外
を
ロ
シ
ア
の

後
進
性
の
論
拠
と
し
た
が
、
圧
倒
的
な
物
質
文
明
、
技
術
文
明
を
見
せ
つ

け
ら
れ
て
、
取
り
残
さ
れ
て
も
可
な
り
、
と
平
然
と
し
て
い
ら
れ
る
人
間

は
少
な
い
。
も
っ
と
も
チ
ャ
ア
ダ
ー
エ
フ
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
中

世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
が
。

　

非
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
系
の
と
り
わ
け
知
識
人
は
、「
普
遍
的
」
と
さ

れ
る
も
の
に
弱
い
。「
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
文
化
を
受
容
す
る
か
否
か
は

次
の
五
つ
の
疑
問
を
解
決
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
一
、
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
文
化
は
地
球
上
に
現
存
あ
る
い

は
か
つ
て
存
在
し
た
他
の
す
べ
て
の
文
化
よ
り
も
完
全
で
あ
る
こ
と
を
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客
観
的
に
証
明
で
き
る
か
？　

二
、
他
の
民
族
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
文
化

に
、
人
類
学
的
混
合
な
し
に
あ
る
民
族
が
完
全
に
同
化
す
る
こ
と
が
可
能

か
？　

三
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
へ
の
同
化
（
そ
う
し
た
同
化
が
可
能
と
し

て
）
は
善
か
悪
か
？
」
と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
突
き
つ
け
る
。
こ
の
三
つ
の

問
い
に
肯
定
的
に
答
え
た
場
合
に
は
、
全
般
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
は
必
要
か

つ
望
ま
し
い
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
逆
の
場
合
、
さ
ら
に
二
つ
の
問
い
が

立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
四
、
全
般
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
は
避
け
が

た
い
か
？　

五
、
そ
の
否
定
的
帰
結
と
い
か
に
戦
う
べ
き
か
？
」（
六
五
）

　

ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
逐
一
こ
た
え
て
い
く
。
ロ
マ
ン
・

ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
己
の
文
化
を
最
高
の
発
達
段
階
に
あ
る
も
の
と
み
な

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
線
的
、
直
線
的
歴
史
観
に
依
拠
し
た
エ
ゴ
セ
ン

ト
リ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
「
人
類
進
歩
の
階
梯
」
な
る
も
の

を
持
ち
出
し
、
最
上
段
に
彼
ら
自
身
と
そ
の
文
化
を
十
分
受
容
し
た
民
族

を
位
置
づ
け
る
。
そ
こ
に
は
文
化
的
類
型
や
差
異
と
い
っ
た
概
念
は
入
り

込
む
余
地
が
な
く
、
ひ
た
す
ら
自
分
た
ち
の
歴
史
的
尺
度
に
あ
わ
せ
て
他

国
の
文
明
を
裁
断
し
、
こ
の
階
梯
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
複
雑
さ
、

知
識
、
技
術
の
高
さ
を
誇
り
、
自
分
た
ち
か
ら
も
っ
と
も
は
な
れ
た
と
こ

ろ
に
位
置
す
る
民
族
に
「
野
蛮
人
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
。
そ
こ
に
あ
る

の
は
自
ら
を
大
人
と
規
定
し
、
他
は
成
長
途
上
の
子
供
と
決
め
つ
け
る
単

純
な
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
複
雑
さ
が
単
純
さ
に
逆
転
す
る
文
明
の
も
ろ

さ
、
書
物
的
知
識
、
常
識
が
周
囲
の
自
然
に
対
す
る
感
受
性
、
判
断
力
を

奪
い
、
高
度
な
技
術
が
大
量
破
壊
兵
器
を
生
む
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。

　

こ
う
し
た
直
線
理
論
に
対
し
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
「
水
平
面
」
理
論
を
提

唱
す
る
。「
完
成
度
に
応
じ
て
民
族
、文
化
を
序
列
化
す
る
理
論
に
か
わ
っ

て
、
地
球
上
の
す
べ
て
の
文
化
、
民
族
の
等
価
性
と
質
的
比
較
不
能
性
と

い
う
新
し
い
原
理
が
出
て
く
る
。
評
価
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
、
民
俗
学
と

文
化
史
の
世
界
か
ら
永
久
に
追
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
れ
は
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
」（
八
一
）。

し
た
が
っ
て
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
文
化
を
完
全
な
も
の
と
決
め
付
け
る
根

拠
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

文
化
の
同
化
の
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
だ
が
、
現
実
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
歴
史
上
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
や
ロ
ー
マ
文
化
の
拡
大
の
場
合
に
も
、
完
全
な
る
同
化
が
生
じ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
が

「
人
類
学
的
混
合
」
の
例
と
し
て
満
州
人
と
中
国
人
、
ヴ
ァ
リ
ャ
ー
グ
人
、

ト
ル
コ
・
ブ
ル
ガ
ー
ル
人
と
ス
ラ
ヴ
人
の
例
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
侵
略
性
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て

の
ロ
シ
ア
文
化
の
同
化
性
（
こ
こ
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
明
の
同
質
性
が
出

て
く
る
）
が
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
現
実
に
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
が
進
行

し
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
は
た
し
て
有
益
か
つ
望
ま
し
い
こ
と
な
の
か
。

答
え
は
こ
こ
で
も
否
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
国
の
伝
統
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
の
長
期
に
わ
た
る
戦
い
が
つ
づ
き
、
民
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
浪
費

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
文
化
創
造
力
が
衰
退
し
、
圧
倒
的
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
前
に
し
て
永
久
に
そ
の
文
化
価
値
を
輸
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
民
族
的
一
体
化
が
破
壊
さ
れ
、
世

代
間
の
対
立
、
階
層
間
、
階
級
間
の
対
立
が
激
化
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

か
れ
ら
の
文
化
労
働
が
「
非
生
産
的
」
に
な
り
、「
後
進
性
」
を
運
命
づ

け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
は
自
民
族
へ
の
尊
敬
心
、
愛
国
心
が
失
わ
れ

て
い
く
。
ま
た
た
と
え
富
国
強
兵
策
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
は
ロ

マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
よ
っ
て
経
済
的
、
政
治
的
独
立
を
奪
わ
れ
、
搾
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取 さ れ 、  「 人 類 学 的 素 材 」 に さ れ て し ま う 。　
で
は こ う し た 有 害 な 全 世 界 の ヨ ー ロ ッ パ 化 は 避 け が た い の

だ ろ う か ？

　
答 え は ま た し て も 否 で あ る 。 た し か に 植 民 地 と

な っ た 国 で は 、 ヨ ー ロ ッ パ 文 化 が 強 要 さ れ る し 、 富 国 強 兵 策 をと っ た 国 は 自 分 か ら 積 極 的 に そ の 道 に 向 か っ て い る 。 圧 倒 的 な軍 事 力 と 技 術 力 が そ れ を 不 可 避 に し て い る と も 見 え る 。 あ る いは 社 会 主 義 者 の 言 う よ う に 、 こ れ は 歴 史 的 段 階 で あ っ て 、 社 会主 義 に な れ ば そ れ は な く な る の だ ろ う か ？

　
こ の 答 え も 否 で

あ る 。 な ぜ な ら 社 会 主 義 は ナ シ ョ ナ リ ズ ム を 否 定 し イ ン タ ー ナシ ョ ナ リ ズ ム を 原 則 と す る が ゆ え に 、 ヨ ー ロ ッ パ 化 と い う 「 戦闘 的 コ ス モ ポ リ タ ニ ズ ム 」 を 前 提 に し て い る の だ か ら 。　
つ ま り 全 世 界 の ヨ ー ロ ッ パ 化 は 、 ヨ ー ロ ッ パ の 軍 事 力 、 技 術

力 と は 関 係 な く 、  「 国 際 的 略 奪 者 ロ マ ン ・ ゲ ル マ ン 人 の 本 性 にし み こ ん で い る あ く な き 貪 欲 さ 」 と エ ゴ セ ン ト リ ズ ム に そ の 原因 が あ る 、 と ト ル ベ ツ コ イ は 結 論 す る 。 そ れ で は い か に し て この ヨ ー ロ ッ パ 化 の 不 可 避 性 と 戦 う か ？

　
文 化 を 移 入 す る 側 で

取 捨 選 択 を し 、 良 い も の だ け を 移 入 す れ ば い い と 考 え る か も しれ な い が 、 現 実 の 歴 史 は そ う な ら な い こ と を 示 し て い る 。 そ の実 例 と し て ト ル ベ ツ コ イ が あ げ る の は ピ ョ ー ト ル 大 帝 の 改 革と 日 本 の 西 欧 化 で あ る 。 ピ ョ ー ト ル の 意 志 と は か か わ り な く 、ロ シ ア は 全 面 的 な ヨ ー ロ ッ パ 化 の 道 を ひ た 走 っ て し ま っ た ので あ り 、 日 本 も 同 じ 道 を 繰 り 返 し て い る と 彼 は 言 う 。 し か も こう し た 後 発 国 に は ヨ ー ロ ッ パ 以 上 に 正 統 化 さ れ て し ま っ た コス モ ポ リ タ ン が は る か に 多 い と ト ル ベ ツ コ イ は 指 摘 す る 。　
で は こ の 袋 小 路 か ら い か に し て 脱 す る か ？

　
そ の た め に は

第 一 に エ ゴ セ ン ト リ ズ ム を 核 と す る ヨ ー ロ ッ パ 文 明 の 本 質 を

見 極 め る こ と で あ る 。 こ れ こ そ 非 ロ マ ン ・ ゲ ル マ ン 民 族 の イ ンテ リ ゲ ン ツ ィ ア の 責 務 で あ る と ト ル ベ ツ コ イ は 突 き つ け る 。 すで に 指 摘 し た よ う に 「 西 欧 指 向 」 が 根 強 い 知 的 風 土 の な か で 、こ の 作 業 を 敢 行 す る の は 、  あ る 種 の 「 思 想 の 冒 険 」 で あ り 、  「 心理 革 命 」 を 必 要 と す る 。 無 意 識 の う ち に ヨ ー ロ ッ パ ＝ 善 と す る性 向 を 捨 て 、 ヨ ー ロ ッ パ 文 明 の 相 対 性 を 認 識 す べ き な の だ 。 これ は 想 像 以 上 に 困 難 な 事 業 で あ り 、 そ の た め に は 非 ロ マ ン ・ ゲル マ ン 民 族 の イ ン テ リ ゲ ン ツ ィ ア は 連 帯 し な く て は な ら な い 。こ の 大 義 の 前 で は 、 汎 ス ラ ヴ ィ ズ ム の よ う な 狭 隘 な ナ シ ョ ナ リズ ム は 捨 て る べ き で あ る 。 な ぜ な ら 真 の 敵 対 関 係 は 「 ヨ ー ロ ッパ と 人 類 」 な の だ か ら 、 と ト ル ベ ツ コ イ は 結 論 づ け る 。　
こ の 小 冊 子 の タ イ ト ル の 由 来 が こ れ で 判 明 す る の だ が 、 こ こ

で 注 目 し た い の は  「 人 類 」  の 捉 え 方 が 逆 転 し て い る こ と で あ る 。「 人 類 と い う 一 大 家 族 と し て の ヨ ー ロ ッ パ 」 と 形 容 し た チ ャ アダ ー エ フ を ま つ ま で も な く 、 ヨ ー ロ ッ パ 即 人 類 と い う の が 常 識的 な 観 念 連 合 で あ る が 、 ト ル ベ ツ コ イ は こ の 常 識 に 楔 を 打 ち 込み 、 非 ヨ ー ロ ッ パ 民 族 を 人 類 と 捉 え な お し た の だ っ た 。　
そ し て こ の 訴 え に 即 座 に 呼 応 し た の が 、 革 命 後 の 内 戦 で 祖 国

ロ シ ア を 追 わ れ た 亡 命 ロ シ ア 人 の グ ル ー プ だ っ た 。 彼 ら に よ って 翌 二 一 年 、 論 集 『 東 方 へ の 脱 出 』 が 編 ま れ る 。三 、  「 東 方 へ の 脱 出 」 あ る い は 「 文 化 の 女 神 は 東 方 へ … … 」　
ド ス ト エ フ ス キ ー の  「 美 は 世 界 を 救 う 」  と い う 言 葉 を も じ っ て 、

ユ ー ラ シ ア 主 義 者 は 主 張 す る 。  「 パ ラ ド ッ ク ス は ロ シ ア を 救 う 。
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君 主 制 プ ラ ス 社 会 主 義 、 正 教 的 ボ リ シ ェ ヴ ィ ズ ム 、 ス ラ ヴ 派 的未 来 主 義 、 連 邦 的 帝 国 、 ア ル カ イ ッ ク な 前 衛 主 義 … … 」

1 0。 こ

の 矛 盾 し た 語 結 合 の す べ て が 、 一 定 の 留 保 つ き で ユ ー ラ シ ア 主義 に 当 て は ま る と い う の で あ る 。 ユ ー ラ シ ア 主 義 と い う 呼 称 がは じ め て 登 場 す る の が 、 論 集 『 東 方 へ の 脱 出 』  （ 一 九 二 一 ） であ り 、 そ こ に は 副 題 と し て 「 予 感 と 成 就

　
ユ ー ラ シ ア 主 義 者 の

主 張 」 と 明 記 さ れ て い た

1 1。 こ れ は ユ ー ラ シ ア 主 義 の 出 発 点 と

な る 重 要 な 論 集 な の で 、 収 録 論 文 を 列 挙 し て お こ う 。 ま ず 序 文に つ づ い て 、  「 東 方 へ の 転 回 」  （ サ ヴ ィ ツ キ ー ）  、  「 弱 者 の 力 」  （ スフ チ ン ス キ ー ）  、  「 断 絶 と 連 続 」  （ フ ロ ロ フ ス キ ー ）  、  「 信 仰 の 時 代 」（ ス フ チ ン ス キ ー ）  、  「 理 性 の 狡 知 」  （ フ ロ ロ フ ス キ ー ）  、  「 文 化 の移 転 」  （ サ ヴ ィ ツ キ ー ）  、  「 非 歴 史 的 諸 民 族 に つ い て

─
父 の 国

と 子 の 国 」  （ フ ロ ロ フ ス キ ー ）  、  「 真 の 民 主 主 義 と 偽 の 民 主 主 義 」（ ト ル ベ ツ コ イ ）  、  「 ロ シ ア 文 化 の 上 層 と 下 層 」  （ ト ル ベ ツ コ イ ）  、「 大 陸 ＝ 大 洋

─
ロ シ ア と 世 界 市 場 」  （ サ ヴ ィ ツ キ ー ）  。

　
全 編 一 二 五 ペ ー ジ の 小 冊 な が ら 、 混 迷 す る 亡 命 社 会 に 与 え た

影 響 は 計 り 知 れ な い 。 こ れ 以 後 、  ソ フ ィ ア 、  プ ラ ハ 、  ベ ル リ ン 、パ リ 、 ブ リ ュ ッ セ ル 、 ハ ル ビ ン と 拠 点 を 移 し な が ら 、 出 版 、 講演 、 教 育 活 動 を 展 開 し 、 そ の 講 演 会 に は 多 い と き に は 数 千 人 もつ め か け た と さ れ る 知 的 運 動 の 端 緒 は こ こ に あ る の だ か ら 。　
こ の 論 集 に 名 を 連 ね た の は 専 門 分 野 は 異 な る が 、 い ず れ も 第

一 級 の 知 識 人 で あ る 。 経 済 学 、 地 理 学 を 専 門 と す る サ ヴ ィ ツキ ー は 白 衛 軍 の ヴ ラ ン ゲ リ 政 府 の 外 務 大 臣 ピ ョ ー ト ル ・ ス トル ー ベ （ す で に 何 度 か 言 及 し た 《 道 標 派 》 の 論 客 ） の 第 一 次 官を つ と め た 経 歴 の 持 ち 主 で あ る 。 ス フ チ ン ス キ ー は 芸 術 学 （ 特に 音 楽 ）  、 フ ロ ロ フ ス キ ー は 正 教 神 学 を 専 門 と し て い た 。

　
革 命 と い う 「 地 殻 変 動 」 に よ っ て ヨ ー ロ ッ パ 文 化 の 時 代 が 終

焉 し 、 西 欧 に 代 わ る も の が 東 方 か ら 来 よ う と し て い る と い う 認識 で は す べ て の 論 者 は 一 致 し て い る 。 そ の 上 で 「 歴 史 は わ れ らの 扉 を た た い て い る 」 と い う ゲ ル ツ ェ ン の 言 葉 を 引 用 し て い るこ と は 注 目 し て い い 。 西 欧 の 小 市 民 性 に 幻 滅 し 、 ロ シ ア へ と 精神 的 に 回 帰 し た ゲ ル ツ ェ ン は 個 人 の 自 立 、 個 人 の 自 由 の 問 題 を終 生 掘 り 下 げ た 思 想 家 で も あ っ た 。 論 集 の 著 者 た ち も ま た 「 徹底 し た 個 人 主 義 の 観 点 に 立 つ 」 と 明 言 す る 。 そ の 上 で ス ラ ヴ 派の 持 っ て い た 「 ロ シ ア 民 族 の ス チ ヒ ー ヤ の 世 界 的 意 義 に つ い ての 感 覚 」 を 合 わ せ 持 つ と 言 う の だ 。  「 ス チ ヒ ー ヤ 」 と は 自 然 力 、本 源 力 な ど と 訳 さ れ る が 、 西 欧 的 理 性 で は 把 握 で き な い 、 根 源的 エ ネ ル ギ ー を 秘 め た も の で あ り 、 そ れ こ そ が 破 壊 と 創 造 を 統べ る 力 な の で あ る 。  『 悲 劇 の 誕 生 』 で ニ ー チ ェ が デ ィ オ ニ ュ ソス 的 な る も の と 名 づ け た こ の 大 い な る 力 の 存 在 を 認 め 、 そ れ に包 ま れ る こ と を お そ れ な い 精 神 の 広 さ が ス ラ ヴ 派 に は あ っ たと 考 え る の だ 。 そ れ を わ た し は か つ て 「 非 知 の 世 界 へ の 架 橋 」な ど と 名 づ け た こ と が あ る が

1 2、 ユ ー ラ シ ア 主 義 者 も ま た ベ ル

グ ソ ン 、 フ ッ サ ー ル 、 マ ー ル ブ ル ク 学 派 な ど 西 欧 の 非 合 理 主 義哲 学 の な か に も 、 自 然 主 義 を 取 り 込 ん だ 合 理 主 義 の 影 を 察 知 して し ま う の で あ る 。　
そ う し た 上 で 、  彼 ら は ロ シ ア  ・  ナ シ ョ ナ リ ズ ム で は な く 、  ユ ー

ラ シ ア ・ ナ シ ョ ナ リ ズ ム を 提 唱 す る 。  「 ロ シ ア 人 と

〈
ロ シ ア 世

界
〉
の 諸 民 族 は ヨ ー ロ ッ パ 人 で も ア ジ ア 人 で も な い 。 わ れ わ れ

は 、 わ れ わ れ を 取 り 巻 く 文 化 と 生 の ス チ ヒ ー ヤ と 一 体 と な る こと に よ っ て 、 恥 じ る こ と な く 、 堂 々 と ユ ー ラ シ ア 人 で あ る こ とを 認 め よ う 」 と 序 文 は 締 め く く る 。



1 6

　
し か し ユ ー ラ シ ア 主 義 に お け る

〈 東 〉 と 〈 西 〉 と い う 問 題 を

扱 う 場 合 に も っ と も 鋭 い 指 摘 を し て い る の は 、 地 理 学 者 の サヴ ィ ツ キ ー だ ろ う 。 内 戦 を 潜 り 抜 け て 国 外 に 出 た 彼 の 文 章 か らは 、 革 命 的 パ ト ス が 伝 わ っ て く る 。  「 ロ シ ア は 〈 西 〉 で あ る だけ で な く 〈 東 〉 で も あ る 、 ヨ ー ロ ッ パ で あ る だ け で な く ア ジア で も あ る 、 も っ と 言 え ば ヨ ー ロ ッ パ で は ま っ た く な く 、 ユ ーラ シ ア な の だ 」  （ 一 三 七 ）  。 ロ シ ア は 罪 と 無 神 の な か に 、 ロ シ アは 忌 ま わ し さ と 醜 悪 さ の な か に あ る 。 し か し ロ シ ア は 求 め て いる 、 闘 っ て い る 。 こ の 世 な ら ぬ 都 を 求 め て 。　 「 歴 史 の パ ト ス は 、 真 理 を 知 っ て い る こ と に 安 住 す る も の 、自 足 し 満 ち 足 り て い る も の の 上 に は 宿 ら な い 。 … … 世 界 は あ たか も 何 も 変 わ っ て い な い か に 見 え る 。 整 然 た る 文 化 世 界 に も はや ロ シ ア は な い と い う こ と 以 外 に は 。 だ が こ の 不 在 の 中 に こ そ変 化 が あ る の だ 。 な ぜ な ら そ の 特 異 な

「
非 在

」
に お い て 、 ロ シ

ア は あ る 意 味 で 世 界 の イ デ オ ロ ギ ー 的 中 心 と な り つ つ あ る から だ 。 ／ 実 用 語 に 翻 訳 す る と 、 こ う な る 。 世 界 史 の 舞 台 に こ れま で 指 導 的 役 割 を 果 た す こ と の な か っ た 新 た な 文 化 的 、 地 理 的世 界 が 登 場 し た と 。 緊 張 し た 眼 差 し は 未 来 を 透 視 す る 。 文 化 の女 神 は 東 方 へ と 去 り 行 く の で は な い か 、 幾 世 紀 に も わ た り ヨ ーロ ッ パ と い う 西 方 の 谷 と 丘 の 間 に そ の 天 幕 は は り め ぐ ら さ れて い た の だ が 、 い ま や 飢 え 、 寒 さ に 震 え 、 苦 し む も の の ほ う へと 文 化 の 女 神 は 去 り 行 く の で は な い か と 」  （ 一 三 八 ）  。 サ ヴ ィ ツキ ー は さ ら に 「 文 化 の 移 動 」 に お い て 、 地 理 学 者 ら し く 、 ヨ ーロ ッ パ 文 明 の 中 心 が 千 年 ご と に 年 平 均 気 温 二 〇 度 か ら 五 度 づつ 移 動 し て い る と い う 。 エ ジ プ ト 、 メ ソ ポ タ ミ ア 、 エ ー ゲ 海 南部 か ら ト ロ ヤ 、 ア テ ネ 、 ロ ー マ へ 、 さ ら に ガ リ ア 、 フ ラ ン ク 、

コ ン ス タ ン チ ノ ー プ ル へ 、 つ づ い て ブ リ タ ニ ア 、 ノ ル マ ン 、 ゲル マ ン へ と 。 こ の 趨 勢 で 行 く と 二 千 年 紀 に は 年 平 均 気 温 零 度 の北 米 大 陸 と ユ ー ラ シ ア 大 陸 に 文 明 の 中 心 が 移 る と 予 測 す る ので あ る 。　
十 年 ほ ど 前 に 亡 く な っ た レ フ ・ グ ミ リ ョ ー フ （ 一 九 一 二 ─

一 九 九 二 ）  。 詩 人 ア ン ナ  ・  ア フ マ ー ト ワ と ニ コ ラ イ  ・  グ ミ リ ョ ーフ の 遺 児 で 、 最 後 の ユ ー ラ シ ア 主 義 者 を 自 認 し た 彼 は 、 パ シ オナ ー ル ノ ス チ （ 激 情 ） 論 と エ ト ノ ゲ ネ シ ス 論 を 掲 げ て 、 文 化 の移 動 と 民 族 の 興 亡 を 終 生 の テ ー マ と し 、 死 後 そ の 著 作 は 続 々 と刊 行 さ れ て い る が 、 そ も そ も そ う し た 問 題 意 識 と 方 法 論 を 彼 に植 え 付 け た の が モ ル ダ ヴ ィ ア の 強 制 収 容 所 で 偶 然 出 合 っ た サヴ ィ ツ キ ー だ っ た 。 こ う し た 奇 縁 が な か っ た な ら ば 、 ユ ー ラ シア 主 義 の 復 権 は も う 少 し 遅 れ た か も し れ な い 。 二 度 の 流 刑 生 活の な か で 書 き た め た 原 稿 や ペ テ ル ブ ル ク 大 学 地 理 学 部 で の 講義 （ 一 九 七 九 年 に 筆 者 も 参 加 し た こ と が あ る ） の テ ー プ が 活 字に な り 、 そ れ が 引 き 金 と な っ て ユ ー ラ シ ア 主 義 の 復 権 が 一 気 に進 ん だ と い っ て も い い 。　
さ ら に サ ヴ ィ ツ キ ー の 論 文 「 大 陸 ＝ 大 洋 」 は 、 地 政 学 的 ユ ー

ラ シ ア 解 釈 と し て 注 目 さ れ て い い 。 近 代 西 欧 の 発 展 が 海 運 に 依拠 し て い る の に 対 し 、 ユ ー ラ シ ア 大 陸 に 位 置 す る ロ シ ア は 海 洋を 持 た ず 、 そ の た め に 国 際 経 済 の 動 き か ら 取 り 残 さ れ 、 後 進 性を 余 儀 な く さ れ た と い う の が 従 来 の 捉 え 方 で あ る が 、 サ ヴ ィ ツキ ー は こ れ に 対 し 、 ロ シ ア は こ の 大 陸 と い う 地 勢 を 逆 利 用 す るこ と を 提 唱 す る 。 ピ ョ ー ト ル 大 帝 以 来 、 ロ シ ア は 海 洋 へ の 出 口を 求 め て き た が 、  実 は 大 陸 こ そ が ロ シ ア の 求 め る 海 洋 だ っ た と 。「 大 陸 的 隣 邦 関 係 の 原 則 を 最 大 限 活 用 す る な か で 、 ロ シ ア  ・  ユ ー
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ラ シ ア 世 界 は あ る 種 の 経 済 的 自 足 の モ デ ル を 現 実 に 示 す で あ ろう 。 も ち ろ ん 字 義 通 り で は な い が こ の 世 界 の 範 囲 内 で 現 代 経 済の 主 要 な 地 理 的 、 経 済 的 営 み の 基 本 的 な 均 等 化 、 均 衡 化 現 象 が完 遂 さ れ る と い う こ と は 確 信 で き る 」  （ 四 一 六 ） と 。

し た が っ

て 軍 事 力 を 背 景 に 遼 東 半 島 を ね ら う よ り も 、 大 陸 内 交 易 を 発 展さ せ る こ と な の だ 。  「 ロ シ ア 世 界 の 範 囲 内 で は 、 大 洋 が 与 え る経 済 効 果 は 、 ロ シ ア の 産 業 部 門 （ モ ス ク ワ 、 ド ネ ー ツ ク 、 ウ ラル 、 潜 在 的 に は ア ル タ イ ・ セ ミ レ ー チ エ ） を ロ シ ア の 黒 土 地 帯（ 小 麦 ！ ）  、  ロ シ ア の 牧 畜 ス テ ッ プ （ 毛 織 物 ！ ）  、  ロ シ ア の 亜 熱 帯 、後 カ フ カ ス 、 ペ ル シ ャ 、 ロ シ ア 領 ト ル ケ ス タ ン 、 潜 在 的 に は アフ ガ ン 領 ト ル ケ ス タ ン 、 さ ら に 中 国 、 ク リ ジ ア （ 綿 花 と 米 ！ ）と を 結 合 す る こ と に よ っ て 与 え ら れ る 」  （ 四 一 六 ）  。 大 洋 を 求 めて ひ た す ら 東 を め ざ し て き た ロ シ ア だ が 、 求 め る 大 洋 は 前 途 にで は な く 、 背 後 に あ っ た と い う こ と だ 。 い い か え れ ば ロ シ ア は「 大 陸 ＝ 大 洋 」 国 家 だ と い う こ と で あ る 。　
神 学 者 の フ ロ ロ フ ス キ ー は ト ル ベ ツ コ イ に な ら っ て 、 西 欧 人

の 単 線 的 歴 史 把 握 を 批 判 し 、 ヨ ー ロ ッ パ の 死 滅 を 予 言 す る 。 しか し ヨ ー ロ ッ パ の 死 滅 イ コ ー ル 人 類 の 死 滅 で は な い 。  「 子 の 国 」た る 「 非 歴 史 的 諸 民 族 」 が 登 場 す る の で あ る 。 こ こ で は ロ シ アと ア メ リ カ が 念 頭 に 置 か れ て い る の だ が 、 興 味 深 い の は ロ シ ア文 化 の 中 心 は も は や キ エ フ 、  モ ス ク ワ 、  ペ テ ル ブ ル ク で は な く 、「 人 里 は な れ た ロ シ ア の 僧 院 」 に あ る と し て い る 点 で あ る 。 冒頭 で 紹 介 し た レ ス コ フ の 「 地 の 果 て 」 が ふ た た び 光 を 当 て ら れる の で あ る 。　
ま た 芸 術 学 者 の ス フ チ ン ス キ ー は 「 信 仰 の 時 代 」 で 、 革 命

後 の 混 乱 の 中 に い る 今 と い う 時 代 を 、  「 恐 る べ き 黙 示 録 の 時 代 」

と 捉 え 、  そ れ は 同 時 に 神 の 到 来 す る 時 代 、  啓 示 の 時 代 だ と 見 た 。混 乱 の 時 代 だ か ら こ そ 、 そ れ ま で の 論 理 の 支 配 か ら 脱 し 、 神 を認 識 で き る 。 こ の 霊 的 本 質 を は ら め る ロ シ ア 芸 術 こ そ が 、 西 欧で 流 行 の 未 来 主 義 の 欠 落 部 分 を 補 足 し 創 造 的 霊 感 を 全 世 界 に与 え る も の な の だ と さ れ る 。　
こ の 言 葉 の と お り 、 デ ィ ア ギ レ フ 率 い る バ レ エ ・ リ ュ ス が パ

リ で 旗 揚 げ 公 演 を し た の が 、 一 九 〇 九 年 、 そ の 後 こ の バ レ エ 団は ヨ ー ロ ッ パ を 本 拠 に 二 十 年 間 に わ た っ て 活 躍 、 バ レ エ 界 は いう ま で も な く 、 二 〇 世 紀 初 頭 の す べ て の 芸 術 運 動 の 先 頭 に 立 った こ と は よ く 知 ら れ て い る 。 そ し て こ の バ レ エ 団 の プ リ マ だ った の が 、 タ マ ー ラ ・ カ ル サ ー ヴ ィ ナ 、 ユ ー ラ シ ア 主 義 の も う ひと り の 理 論 家 と な る 哲 学 者 レ フ ・ カ ル サ ー ヴ ィ ン の 実 の 妹 で ある 。 ベ ヌ ア の 言 葉 を 借 り る と 、 デ ィ ア ギ レ フ は 「 ロ シ ア と す べて ロ シ ア 的 な る も の を い わ ば フ ァ ナ テ ィ ッ ク な ま で に 深 く 愛し た 」

1 3男 で あ り 、 そ の こ と に よ っ て 逆 に ヨ ー ロ ッ パ に 大 き な

衝 撃 を 与 え た の だ っ た 。　
そ し て こ の 論 集 を 締 め く く る 位 置 に あ る の が ト ル ベ ツ コ イ

の 「 真 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム と 偽 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム 」 で あ る 。 こ こで も 彼 は 前 著 で 展 開 し た ヨ ー ロ ッ パ の エ ゴ セ ン ト リ ズ ム の 批判 か ら は じ め る 。 ロ マ ン ・ ゲ ル マ ン 人 は 自 分 を 最 良 の も の 、 完全 な も の と み な し 、 自 分 に 似 て い る も の 、 自 分 に 近 い も の は 善で あ り 、 遠 い も の は 悪 だ と み な し て し ま う 。 で は そ う し た 外圧 に さ ら さ れ て い る 非 ロ マ ン ・ ゲ ル マ ン 民 族 は ど う す べ き か ？「 第 一 に お の れ の エ ゴ セ ン ト リ ズ ム を 克 服 す る こ と 。 第 二 に

「
普

遍 人 類 的 文 明

」
と い っ た 虚 偽 か ら 、 と に も か く に も

「
真 の ヨ ー

ロ ッ パ 人

」
た ら ん と す る 志 向 か ら お の れ を 守 る こ と で あ る 。 こ
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の
義
務
は
二
つ
の
箴
言
に
要
約
で
き
よ
う
。「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
「
汝

自
身
た
れ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
一
一
五
）。

　

こ
の
自
己
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
は
一
度
だ
け
で
す
む
も
の
で
は
な
く
、
時

代
の
変
化
に
応
じ
て
幾
度
も
繰
る
返
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
ば
か
り

か
民
族
の
レ
ベ
ル
で
も
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
両
者
の
関

係
は
あ
く
ま
で
も
個
を
と
お
し
て
民
族
へ
い
た
る
と
い
う
道
筋
を
た
ど

る
。「
個
人
的
自
己
認
識
は
民
族
文
化
の
独
自
性
、
民
族
的
自
己
認
識
の

相
関
概
念
で
あ
る
独
自
性
を
促
進
す
る
も
の
」
な
の
だ
と
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
ロ
シ
ア
を
見
る
と
ど
う
な
る
か
？　
「
ピ
ョ
ー
ト
ル
後
の
ロ
シ
ア

に
は
真
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
い
ま
だ
な
か
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
大
多
数
の
教
養
あ
る
ロ
シ
ア
人
は
「
汝
自
身
た
る
」
こ
と
を
望
ま
な

か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ろ
う
こ
と
か
「
真
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
た
ら

ん
と
欲
し
た
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
が
ど
ん
な
に
望
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
真
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
に
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
大
部
分
は
「
後
進
的
な
」
祖
国
を
軽
蔑
し
た
の
だ
っ
た
」（
一
二
四
）。

イ
ン
テ
リ
特
有
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
嫌
悪
は
こ
う
し
た
自
国
文
化
に
対

す
る
軽
蔑
的
態
度
か
ら
出
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
声

高
に
叫
ぶ
も
の
は
、
国
威
高
揚
、
軍
事
力
、
経
済
力
、
国
際
関
係
に
お
け

る
ロ
シ
ア
の
地
位
の
向
上
を
め
ざ
し
、
そ
の
た
め
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

化
に
近
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
躍
起
に
な
る
。
つ
ま
り
今
日
的
言
葉
に

な
お
せ
ば
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
擦
り
寄
る
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
こ
で
な
に
が
起
こ
る
か
と
い
う
と
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、「
ロ
シ
ア
化
」

（русиф
икация

）
現
象
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
ト
ル

ベ
ツ
コ
イ
は
、
ロ
シ
ア
正
教
へ
の
改
宗
、
ロ
シ
ア
語
の
強
制
的
導
入
、
異

民
族
の
地
名
の
無
様
な
ロ
シ
ア
名
へ
の
変
更
現
象
を
挙
げ
る
。
な
ぜ
こ
ん

な
こ
と
が
起
こ
る
か
と
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
が
そ
う
し
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、「
ド
イ
ツ
人
は
文
化
的
民
族
」
な
の
だ
か
ら
。

　

汎
ゲ
ル
マ
ン
主
義
の
対
抗
物
と
し
て
の
汎
ス
ラ
ヴ
主
義
は
こ
う
し
て

出
て
く
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
「
西
欧
化
す
る
ス
ラ
ヴ
主
義
」
と
で

も
い
う
べ
き
奇
妙
な
現
象
で
あ
り
、
革
命
前
の
ロ
シ
ア
で
は
ひ
と
つ
の

モ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
言
う
。
こ
う
し
た
流
行
現
象

が
起
こ
る
こ
と
自
体
、
自
己
認
識
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
で

あ
る
。「
自
分
自
身
の
本
性
の
把
握
か
ら
人
間
あ
る
い
は
民
族
は
自
己
認

識
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
、
す
べ
て
の
民
族
の
等
価
性
を

自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
把
握
か
ら
出
て
く
る
結
論
は
自
分

自
身
の
独
自
性
の
確
立
で
あ
り
、
自
分
自
身
た
ら
ん
と
い
う
志
向
で
あ

る
。
…
…
な
ぜ
な
ら
自
分
自
身
を
認
識
し
な
い
人
は
自
分
自
身
た
る
こ
と

も
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（
一
一
五
）。
ロ
シ
ア
化
と
い
う
と
き
の
ロ
シ
ア

の
中
味
の
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
文
化
の
掘
り

下
げ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
の
ロ
シ
ア
文
化
の
純
化
は
、
現
状
肯

定
に
容
易
に
陥
る
。
先
ご
ろ
亡
く
な
っ
た
中
世
ロ
シ
ア
文
学
の
碩
学
リ
ハ

チ
ョ
ー
フ
は
ロ
シ
ア
文
化
の
純
化
の
も
つ
危
険
性
を
察
知
し
て
、
ロ
シ
ア

文
化
の
雑
種
性
を
提
唱
し
、
そ
れ
を
ネ
ヴ
ァ
川
の
氷
が
溶
け
る
さ
ま
に
な

ぞ
ら
え
た
。
押
し
寄
せ
る
氷
塊
が
次
々
に
折
り
重
な
っ
て
い
く
、
そ
の
す

べ
て
が
ロ
シ
ア
文
化
な
の
だ
と

14
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
文
化
の
重
層
性
、
多

層
性
、
雑
種
性
の
指
摘
と
と
っ
て
も
い
い
。
つ
ま
り
ロ
シ
ア
文
化
と
し
て

純
粋
に
析
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
し
、
そ
う
さ
れ
た
瞬
間
に
も
は

や
そ
れ
は
ロ
シ
ア
文
化
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

系
譜
的
に
は
リ
ハ
チ
ョ
ー
フ
は
西
欧
派
に
属
し
、
ロ
シ
ア
文
化
の
東
方
性

の
強
調
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、「
ス
カ
ン
ド
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
ヤ
」
な
る
概
念

15

を
晩
年
も
ち
だ
し
た
が
、
そ
の
彼
が
こ
う
指
摘
し
て
い
た
こ
と
は
銘
記
さ

れ
て
い
い
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
こ
う
言
い
切
る
。「
か
く
し
て
全
面
的
に
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自
己
認
識
に
基
づ
く
真
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
自
己
認
識
の
名
に
お
い
て

自
存
性
の
精
神
に
の
っ
と
っ
た
ロ
シ
ア
文
化
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
要

請
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ロ
シ
ア
で
は
今
の
と
こ
ろ
一
握
り
の
個
人

の
領
分
に
す
ぎ
な
い
。
社
会
的
潮
流
と
し
て
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
。
そ

れ
は
将
来
出
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
こ
そ
ロ
シ
ア
・

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
意
識
変
革
が
必
要
と
な
る
」（
一
二
五
）。

　

さ
ら
に
「
ロ
シ
ア
文
化
の
上
層
と
下
層
」
で
は
ロ
シ
ア
文
化
に
お
け
る

断
絶
が
問
題
に
さ
れ
る
。
民
衆
文
化
と
し
て
の
ロ
シ
ア
は
非
西
方
か
ら
多

く
の
も
の
を
受
容
し
て
き
た
が
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
以
降
上
層
階
級
で
あ
る
教

養
階
級
が
西
欧
文
化
に
改
宗
し
た
た
め
に
ロ
シ
ア
文
化
の
内
的
分
断
が

起
こ
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
い
う
非
西
方
と
は
、
ウ
グ
ロ
・
フ
ィ
ン
族
で

あ
り
、
チ
ュ
ル
ク
系
の
諸
民
族
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
カ
フ
カ
ス
諸
語
を
専

門
と
す
る
言
語
学
者
の
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
言
語
構
造
ば
か
り
か
民
話
や

歌
謡
の
韻
律
や
習
俗
を
比
較
し
、
民
衆
文
化
と
し
て
の
ロ
シ
ア
文
化
は
東

方
起
源
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。「
民
衆
文
学
の
領
域
で
は
、
大
ロ

シ
ア
人
は
実
に
独
創
的
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
民
話
の
ス
タ
イ
ル
は
ロ
マ
ン
・

ゲ
ル
マ
ン
人
、
ス
ラ
ヴ
人
と
な
ん
ら
の
平
行
現
象
も
見
せ
な
い
の
に
対

し
、
チ
ュ
ル
ク
や
カ
フ
カ
ス
人
と
は
類
似
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
東
フ
ィ

ン
族
の
民
話
は
ス
タ
イ
ル
と
い
う
点
で
は
完
全
に
ロ
シ
ア
の
影
響
下
に

あ
る
。
ロ
シ
ア
の
叙
事
詩
は
そ
の
主
題
か
ら
み
て
〈
ト
ゥ
ラ
ン
〉
的
東
方

や
ヴ
ィ
ザ
ン
ツ
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
部
分
的
に
は
ロ
マ
ン
・
ゲ
ル
マ
ン

世
界
と
も
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
形
式
面
で
は
完
全
に
独
創
的
で
あ

り
、そ
こ
に
は
い
ず
れ
に
し
て
も
〈
西
方
的
〉
特
徴
は
い
さ
さ
か
も
な
い
」

（
一
三
七
）。

　

こ
こ
で
は
じ
め
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
と
な

る
〈
ト
ゥ
ラ
ン
〉
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
。
そ
も
そ
も
東
ス
ラ
ヴ
族
が

居
住
し
て
い
た
の
は
現
在
の
ロ
シ
ア
の
領
土
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い

バ
ル
ト
海
か
ら
黒
海
に
い
た
る
平
原
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
地
域
を
占
め

て
い
た
の
が
ト
ゥ
ラ
ン
と
か
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
と
呼
ば
れ
る
民
族
だ
っ

た
。
そ
う
し
た
諸
民
族
の
統
合
は
ロ
シ
ア
系
ス
ラ
ヴ
人
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
ト
ゥ
ラ
ン
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
れ
以
後

の
ロ
シ
ア
人
の
東
進
は
武
力
に
よ
る
征
服
で
は
な
く
、
オ
ブ
ル
セ
ー
ニ
エ

と
い
う
ロ
シ
ア
化
に
よ
る
も
の
で
、
ト
ゥ
ラ
ン
人
と
の
雑
居
に
よ
る
も
の

だ
と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
文
化
ば
か
り
か
人
類
学
的
混

合
が
ロ
シ
ア
史
を
貫
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
東
方
の
遊
牧
民
の
血
が
流
れ

て
い
な
い
よ
う
な
ロ
シ
ア
人
は
少
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
ロ
シ
ア
人
の
自
己

認
識
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
ト
ゥ
ラ
ン
的
要
素
が
存
在
す
る
こ
と

を
視
野
に
い
れ
、
わ
が
ト
ゥ
ラ
ン
的
同
胞
の
研
究
に
む
か
う
」（
一
四
一
）

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
着
眼
は
重
要
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
が
自
己
を
掘
り

下
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
一
部
を
な
す
文
化
が
今
な
お
息
づ
く
東

方
諸
民
族
の
研
究
へ
と
向
か
う
べ
き
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
は
東
方
の
文

化
は
自
分
た
ち
と
無
縁
な
外
の
文
化
（
と
い
う
こ
と
は
後
れ
て
い
る
、
奇

異
な
文
化
）
と
し
て
客
体
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お

さ
ず
、
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
境

位
に
立
っ
て
は
じ
め
て
異
民
族
の
民
俗
的
事
柄
が
先
入
主
や
独
断
な
し

に
研
究
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
人
は
ト
ゥ
ラ

ン
的
要
素
の
存
在
を
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
し
、
そ
の
こ
と
を
恥
の
よ
う

に
思
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
ロ
シ
ア
に
お
け
る
自
己
認
識
が
不
徹
底
で
あ
っ

た
理
由
が
あ
る
と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ

が
個
人
に
、
さ
ら
に
一
種
の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
で
あ
る
民
族
に
求
め
る
自
己

認
識
と
は
こ
の
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。　
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四 、 ユ ー ラ シ ア 主 義 に お け る 〈 東 〉 と 〈 西 〉 の デ ィ ア レ ク テ ィ ク　 『 東 方 へ の 脱 出 』 で 自 ら の 立 場 を 鮮 明 に し 、 ロ シ ア 知 識 階 級に 自 己 認 識 を 迫 っ た ユ ー ラ シ ア 主 義 者 の 宣 言 は 、 亡 命 知 識 人 の間 で 大 反 響 を 呼 ん だ 。 そ し て こ れ 以 後 亡 命 社 会 を 色 分 け す る いわ ば リ ト マ ス 試 験 紙 の 役 割 を ユ ー ラ シ ア 主 義 が 果 た し た と いう 。 ユ ー ラ シ ア 主 義 に 共 感 す る も の は ボ リ シ ェ ヴ ィ ズ ム で も 帝政 で も な い 第 三 の 道 を 目 指 す も の 、 反 ユ ー ラ シ ア 主 義 の 立 場 をと る も の は 、 反 共 的 な 保 守 的 な い し 自 由 主 義 的 反 動 派 と い う よう に 。 こ う し た ユ ー ラ シ ア 主 義 の 思 想 的 、 政 治 的 立 場 は 「 保 守的 革 命 」 と か 、  「 革 命 的 保 守 主 義 」  （ ス ラ ヴ 主 義 者 サ マ ー リ ン の言 葉 ） と 表 現 さ れ た 。 あ る い は 共 産 主 義 の 「 白 い 分 身 」 と か 、チ ン ギ ス ハ ン チ ク （ チ ン ギ ス ハ ン 党 ぐ ら い の 卑 称 ） と 呼 ば れ るこ と も あ っ た 。 こ う し た 動 き は 亡 命 社 会 ば か り で な く 、 ソ 連 軍の 参 謀 本 部 に ま で 浸 透 し 、 の ち に ス タ ー リ ン に よ っ て 粛 清 さ れる 赤 軍 近 代 化 の 父 の ト ゥ ハ チ ェ フ ス キ ー 元 帥 も こ の 第 三 の 道の 思 想 に 共 鳴 し 、 ド イ ツ 軍 の 捕 虜 収 容 所 で 一 緒 だ っ た 後 の フ ラン ス 大 統 領 ド ゴ ー ル 将 軍 と 意 気 投 合 し た と 伝 え ら れ る

1 6。  『 ユ ー

ラ シ ア 主 義 時 報 』  、  『 ユ ー ラ シ ア 主 義 年 報 』  、  『 ユ ー ラ シ ア 』 な どの 雑 誌 や 新 聞 、 さ ら に 文 芸 誌 『 里 程 標 』 を 発 行 し 、 ス ヴ ャ ト ポル ク ＝ ミ ル ス キ ー 公 爵 を 編 集 長 と す る こ の 雑 誌 に は 詩 人 の マリ ー ナ ・ ツ ヴ ェ タ ー エ ワ も 名 を 連 ね 、 彼 女 の 夫 の セ ル ゲ イ ・ エフ ロ ン も ユ ー ラ シ ア 主 義 の 活 動 家 で あ っ た 。 ミ ル ス キ ー は や がて 英 国 共 産 党 員 と な り 、 エ フ ロ ン と と も に ソ ヴ ィ エ ト に 帰 国 する が 二 人 と も 粛 清 の 犠 牲 に な っ て し ま う 。 あ ま り の 影 響 力 の 大き さ ゆ え に 、 ユ ー ラ シ ア 主 義 の 運 動 に は ソ 連 秘 密 警 察 の 密 偵 の

手 が 伸 び て い た の だ っ た 。 そ れ ば か り で は な い 。 ユ ー ラ シ ア 主義 の 思 想 は 反 ボ リ シ ェ ヴ ィ ズ ム 、 反 無 神 論 と い う 要 素 を 除 くと 、 一 国 社 会 主 義 の ソ 連 の 民 族 ・ 文 化 政 策 と 重 な る 部 分 が 意 想外 に 多 か っ た と い え る 。 共 産 主 義 の 「 白 い 分 身 」 と い う 呼 称 はこ こ に 由 来 す る 。 ユ ー ラ シ ア 主 義 者 の め ざ す 第 三 の 道 と は そ れほ ど 剣 の 刃 の 上 を 行 く よ う な 危 う さ を 秘 め た 路 線 で も あ っ たの で あ る 。 す で に 言 及 し た 哲 学 者 の カ ル サ ー ヴ ィ ン 、 さ ら に 歴史 学 者 の ヴ ェ ル ナ ツ キ ー （ 一 八 八 七 ─ 一 九 七 三 ） が こ の 運 動 に加 わ り 、 ま さ に 「 共 同 事 業 」 と し て 、 多 方 面 か ら こ の イ デ オ ロギ ー を 補 強 し て い く の で あ る 。　
こ こ で ユ ー ラ シ ア 主 義 に よ る 「 ユ ー ラ シ ア 」 の 定 義 を 明 ら か

に し な く て は な ら な い 。 地 理 学 者 サ ヴ ィ ツ キ ー の 「 ユ ー ラ シ ア主 義 」 と い う 論 文 が こ れ に 答 え て く れ る 。 普 通 ユ ー ラ シ ア と はヨ ー ロ ッ パ と ア ジ ア 両 大 陸 を あ わ せ た も の と と ら れ て い る が 、ユ ー ラ シ ア 主 義 に お け る ユ ー ラ シ ア は こ れ と は 異 な る 。 東 ヨ ーロ ッ パ と 西 ヨ ー ロ ッ パ の 総 合 と し て の ヨ ー ロ ッ パ と い う 概 念は 、 ユ ー ラ シ ア 主 義 の 立 場 か ら す る と 無 内 容 で あ る 。 両 者 は 地理 的 、 気 象 学 的 に あ ま り に 違 い す ぎ る 。 白 海 か ら カ フ カ ス に のび る 「 東 ヨ ー ロ ッ パ 平 原 は 西 ヨ ー ロ ッ パ よ り も 西 シ ベ リ ア や そこ か ら 東 へ と 広 が る ト ル キ ス タ ン 平 原 に 近 い 。 こ の 三 つ の 平 原は そ れ ら を 互 い に 隔 て る 丘 陵 や そ れ ら を 東 、 南 東 、 南 か ら 縁 取る 丘 陵 を も 含 め て 独 自 の 世 界 を な し て お り 、 西 、 南 東 、 南 に 隣接 す る 国 々 と は 異 質 な 、 そ れ 自 体 一 体 化 し た 世 界 で あ る 。 西 に隣 接 す る 世 界 を ヨ ー ロ ッ パ 、 南 東 、 東 に 隣 接 す る 国 を ア ジ ア と呼 び な ら わ す と す れ ば 、  そ れ ら を 媒 介 す る 中 間 の 世 界 に は

「
ユ ー

ラ シ ア

」
と い う 呼 称 が ふ さ わ し い 」  （ 八 二 ）  。
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   ロ シ ア 文 化 は こ の ユ ー ラ シ ア を 舞 台 に 南 、 東 、 西 か ら の 影 響
の 下 に 形 成 さ れ て き た 。 南 と は ヴ ィ ザ ン ツ で あ り 、 東 と は モン ゴ ル ＝ タ タ ー ル 国 家 で あ り 、 西 と は 一 五 世 紀 末 に は じ ま り 、一 八 世 紀 に 頂 点 に 達 す る ヨ ー ロ ッ パ 文 化 で あ る 。 ロ シ ア 文 化 の土 壌 の う え に ア ジ ア と ヨ ー ロ ッ パ の 文 化 が 層 を 成 し て 堆 積 した こ と に よ っ て 、 ロ シ ア 文 化 の ユ ー ラ シ ア 的 体 質 が 強 化 さ れ たと サ ヴ ィ ツ キ ー は 捉 え る 。 一 九 世 紀 の ス ラ ヴ 派 と 違 っ て 、 ユ ーラ シ ア 主 義 者 は ロ シ ア 文 化 の 特 徴 を ス ラ ヴ 性 に 求 め る の で はな く 、 ヴ ィ ザ ン ツ の 文 化 遺 産 と の 同 質 性 （ ヴ ィ ザ ン ツ 自 体 が ヘレ ニ ズ ム と い う 東 と 西 の 混 合 文 化 を 継 承 し て い る ）  、 さ ら に アジ ア 的 要 素 の 結 合 に 求 め 、 そ こ に ロ シ ア 文 化 の 強 み を 見 る の であ る 。 西 欧 に 特 徴 的 な 文 明 の 優 越 感 に 発 す る ア ジ ア に た い す る裏 が え さ れ た コ ン プ レ ッ ク ス と い う も の が ロ シ ア 文 学 に は 余り み ら れ な い の も 、 こ の あ た り に 原 因 が あ り そ う で あ る 。　

こ の 〈 東 〉 と 〈 西 〉 の ジ ン テ ー ゼ に よ っ て 、 ス ラ ヴ 人 で も
チ ュ ル ク 人 で も ア ー リ ア 人 で も ア ジ ア 人 で も な い ロ シ ア 人 が形 成 さ れ た と ユ ー ラ シ ア 主 義 者 は 見 る 。 し か も そ の 文 化 は ヨ ーロ ッ パ の 論 理 に も ア ジ ア の 文 化 概 念 に も お さ ま ら な い 独 自 性を も つ こ と に な っ た 。 し か も 重 要 な の は こ う し た 人 種 的 デ ィ アレ ク テ ィ ク に 森 と 草 原 と い う 景 観 、 地 勢 上 の 二 元 性 が 照 応 す るこ と で あ る 。 そ う 、 ロ シ ア 文 化 と は ス ラ ヴ 人 が 主 に 居 住 す る 北の 森  （ 定 住 型 ）  と 南 の 主 に チ ュ ル ク 人 が 居 住 す る 草 原  （ 遊 牧 型 ）と い う 二 つ の 文 化 類 型 の デ ィ ア レ ク テ ィ ク と 呼 ん で も い い ので あ る 。 サ ヴ ィ ツ キ ー 自 身 こ う 言 い 切 っ て い る 。  「 ユ ー ラ シ ア主 義 は 骨 の 髄 ま で 運 動 体 で あ る 。 彼 ら は み な 生 成 、 努 力 、 創 造の 中 に あ る 。 デ ィ ア レ ク テ ィ ク こ そ ユ ー ラ シ ア 主 義 者 の 好 き な

こ と ば で あ る 。 こ の こ と ば は 彼 ら に と っ て 運 動 の シ ン ボ ル 、 道程 な の だ 」  （ 九 八 ）  。 ロ シ ア 文 化 に お け る 定 住 と 遊 牧 と い う 二 つの 型 を 歴 史 に お い て 論 証 し た の が ヴ ェ ル ナ ツ キ ー で あ る 。 ロ シア の 歴 史 は こ の 森 と 草 原 の 原 理 の せ め ぎ 合 い の な か に 形 成 され る 。 モ ン ゴ ル の 征 服 （ ロ シ ア 史 上 タ タ ー ル の 軛 と 名 づ け ら れる が 、 西 欧 は こ の タ タ ー ル を ギ リ シ ャ 語 で 地 獄 を 意 味 す る タ ルタ ロ ス を も じ っ て タ ル タ ル と 呼 ん だ の だ っ た ） は 森 の 原 理 に 対す る 草 原 の 原 理 の 勝 利 で あ り 、 つ づ く モ ス ク ワ 時 代 は 草 原 の 原理 に 対 す る 森 の 原 理 の 勝 利 、 つ づ く 二 百 年 は 新 た な 森 と 草 原 の両 原 理 の 統 一 の 時 代 と 規 定 で き る 。 そ し て こ の 二 つ の 文 化 類 型が ロ シ ア 文 学 に も 連 綿 と 受 け 継 が れ て い く の は 興 味 深 い 。 現 代ロ シ ア の 文 芸 批 評 家 コ ー ジ ノ フ は レ ー ル モ ン ト フ の 「 現 代 の 英雄 」  、 ト ル ス ト イ の 「 ハ ジ ・ ム ラ ー ト 」 さ ら に レ ス コ フ の 「 地の 果 て 」 を と り あ げ 、 そ こ に ア ジ ア 人 が 偏 見 な く 肯 定 的 に 描 かれ て い る こ と に ユ ー ラ シ ア 主 義 が 説 い た ロ シ ア 文 化 の 多 民 族的 、

全 人 的 性 格 を 読 み 取 っ て い る

1 7。

　
ロ シ ア 文 化 に た い す る こ う し た 捉 え 方 が あ っ て は じ め て ヨ ー

ロ ッ パ 中 心 主 義 や ヨ ー ロ ッ パ に 根 強 い 普 遍 主 義 的 な 文 化 受 容 を否 定 す る こ と が で き る の で あ る 。 サ ヴ ィ ツ キ ー は 書 く 。  「 太 平洋 の イ ー ス タ ー 島 の 古 代 住 民 は 実 に 多 く の 経 験 的 知 識 や 技 術 の分 野 で は 現 代 の 英 国 人 に

「
後 れ て

」
い た が 、 だ か ら と い っ て 彫

刻 の 分 野 で 現 代 英 国 の 彫 刻 も 及 ば な い よ う な 水 準 の 独 創 性 と 創造 性 を 発 揮 す る の を 妨 げ る も の で は な か っ た 。 一 五 ―

一 七 世 紀

の モ ス ク ワ ・ ル ー シ は 多 く の 分 野 で 西 欧 に

「
後 れ

」
て い た が 、

芸 術 建 築 の  「 独 創 的 」  時 代 の 創 出 と 独 特 の す ば ら し い

「
塔
」
と
「
模

様
」
の 形 式 （ そ れ は 芸 術 建 築 と い う 点 に お い て は 、 当 時 の モ ス
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ク
ワ
・
ル
ー
シ
は
大
多
数
の
西
欧
諸
国
よ
り
も
「
高
度
」
だ
っ
た
と
認
め

ざ
る
を
得
な
い
も
の
）
の
構
築
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」。

こ
う
し
た
文
化
比
較
を
す
る
上
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
「
理
論
的
知
識
」

と「
生
き
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」を
区
別
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
つ
ま
り「
理

論
的
知
識
」
の
領
域
で
成
功
を
博
し
て
い
る
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
文
化

環
境
」
は
「
生
き
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
領
域
で
は
他
の
多
く
の
文
化
に
比

べ
て
衰
退
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「「
未
開
人
」
や
無
学
な
農
民
の
ほ

う
が
、
学
識
を
誇
る
現
代
の
自
然
科
学
者
よ
り
も
繊
細
か
つ
精
密
に
す
べ

て
の
自
然
現
象
を
知
覚
し
て
い
る
」（
八
六
─
八
七
）
と
。

　

つ
ま
り
普
遍
的
進
歩
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。
先
進
、
後
進
と
い
う

二
項
対
立
は
も
は
や
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
現

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
環
境
を
見
る
と
、「
そ
れ
は
思
想
的
、
な
に
よ
り

も
宗
教
的
貧
困
化
に
よ
っ
て
、
科
学
的
、
技
術
的
「
完
成
」
を
あ
が
な
っ

た
の
で
あ
る
」。
し
か
も
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
そ
れ
ま
で
の
道
徳
、
宗
教
原

理
と
経
済
原
理
の
相
関
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近

代
は
そ
れ
ま
で
従
属
原
理
で
あ
っ
た
経
済
原
理
を
一
人
歩
き
さ
せ
て
し

ま
い
、「
戦
闘
的
経
済
主
義
」
と
い
う
「
形
而
上
学
」
を
生
ん
で
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
最
た
る
も
の
が
史
的
唯
物
論
だ
と
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
断

言
す
る
。
こ
れ
こ
そ
二
百
年
に
わ
た
る
ロ
シ
ア
の
西
欧
化
の
帰
結
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
無
神
論
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
今
必
要
な
こ
と
は
こ
の
「
戦
闘
的
経
済
主
義
」
と
戦
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
戦
い
の
相
手
は
共
産
主
義
だ
け
で
は
な
い
。「
戦
闘
的
経
済

主
義
」
を
生
み
出
し
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特
異
な
精
神
構
造
こ
そ
が
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
中
世
の
終
焉
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
た
「
批
判
主
義
の
時

代
」
が
、
終
末
を
む
か
え
、「
有
機
的
な
時
代
」、「
信
仰
の
時
代
」
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
以
外
に
な
い
。
し
か
も
個
人
的
な
信
仰
に
安
住
す
る
の
で

は
な
く
、
信
仰
す
る
個
人
は
「
ソ
ボ
ー
ル
（
結
衆
）」
的
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
訴
え
る
。
こ
の
「
ソ
ボ
ー
ル
」
的
と
い
う
言

葉
は
説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

　

ロ
シ
ア
語
で
ソ
ボ
ー
ル
と
は
集
ま
り
、
大
聖
堂
、
大
会
議
を
意
味
す
る
。

そ
こ
か
ら
ホ
ミ
ャ
コ
ー
フ
は
ソ
ボ
ー
ル
ノ
ス
チ
と
い
う
言
葉
を
引
き
出

し
た
。
ソ
ボ
ー
ル
は
彼
に
よ
る
と
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
対

立
概
念
と
な
る
自
由
と
統
一
を
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
多
数

性
に
お
け
る
統
一
」
だ
と
。
ホ
ミ
ャ
コ
ー
フ
に
よ
る
と
権
威
主
義
的
な
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
は
「
自
由
な
き
統
一
」
が
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
に
は
「
統
一
な
き
自
由
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
教
会
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
「
多
即
一
」
こ
そ
が
人
間
存
在
の
自
由
の
あ
る
べ
き
姿
な
の
だ

と
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。「
正
教
会

は
高
次
の
自
由
の
実
現
で
あ
る
。
そ
の
原
則
は
正
教
会
か
ら
離
れ
た
ロ
ー

マ
教
会
で
支
配
的
な
権
力
と
は
対
極
的
な
和
合
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
な

和
合
に
も
と
づ
く
正
教
会
こ
そ
が
、
宗
教
の
時
代
に
あ
っ
て
、
経
済
技
術

や
科
学
の
成
果
を
「
戦
闘
的
経
済
主
義
」
や
唯
物
論
、
無
神
論
と
い
っ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
上
部
構
造
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
う
し
た
例
を
古
代
東
方
教
会
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
、
テ
オ
ド

シ
ウ
ス
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代
に
経
験
し
て
い
る
と
サ
ヴ
ィ
ツ

キ
ー
は
言
う
。
西
欧
で
は
こ
う
し
た
経
済
、
科
学
の
発
達
に
は
戦
闘
的
経

済
主
義
、
無
神
論
、
唯
物
論
が
不
可
分
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

「
経
験
科
学
と
は
実
は
宗
教
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
神
の
世
界
の
光
景
の

開
示
で
あ
り
、
知
が
成
功
を
お
さ
め
る
に
つ
れ
て
、
創
造
主
の
叡
智
を

ま
す
ま
す
完
全
か
つ
十
全
に
、
明
瞭
に
明
か
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
」

（
九
三
）。
つ
ま
り
科
学
の
発
達
と
宗
教
生
活
と
は
互
い
に
排
斥
す
る
も
の
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で
は
な
く
、
逆
に
互
い
を
豊
か
に
す
る
も
の
な
の
だ
と
。
こ
の
点
で
も
西

欧
が
陥
っ
て
い
る
袋
小
路
か
ら
の
出
口
が
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
東

方
世
界
に
は
本
来
備
わ
っ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
世
界
は
こ

れ
を
聞
く
耳
を
持
た
な
い
。
一
九
四
九
年
に
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
の
収
容
所
で

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
ん
な
四
行
詩
を
書
い
て
い
る
。

教
授
も
作
家
も
嘲
笑
の

笑
い
で
わ
た
し
の
説
を
聞
く

か
れ
ら
の
港
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン
ド
ン

空
や
け
を
見
る
の
は
西
ば
か
り

　

そ
し
て
こ
の
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
ロ
シ
ア
に
お
い
て
地
政
学
を
最
初

に
提
唱
し
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
地
理
学
的
、地
政
学
的
根
拠
」（
一
九
三
三
）
や
「
ロ

シ
ア
史
に
関
す
る
地
政
学
的
覚
書
」（
一
九
二
七
）
は
そ
の
分
野
で
の
先

駆
的
著
作
で
あ
る

18
。
前
者
は
ド
イ
ツ
の
雑
誌
『
オ
リ
エ
ン
ト
と
オ
ク
シ

デ
ン
ト
』
に
ド
イ
ツ
語
で
発
表
す
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

後
者
は
ヴ
ェ
ル
ナ
ツ
キ
ー
の
『
ロ
シ
ア
史
概
要
』
の
付
録
と
し
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
年
代
末
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
た
ち
は
ド
イ
ツ
の

カ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
ら
地
政
学
者
と
親
交
を
持
ち
、
彼
が
主
宰

す
る
『
ゲ
オ
ポ
リ
テ
ィ
ク
時
報
』
に
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
つ
い
て
詳
し

い
情
報
が
公
表
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
不
幸
な
こ
と
に
こ
の
学
問
の
系
譜

は
後
に
ナ
チ
ズ
ム
に
と
り
こ
ま
れ
ド
イ
ツ
の
侵
略
政
策
の
正
当
化
に
利

用
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
お
け
る

地
政
学
的
要
素
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
地
政
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
景
観
や
風
土
、
地
形
が
浮
き
彫
り
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
平
面
的
な
地
理
学
把
握
が
垂
直
的
な
立
ち
上
が
り
を
見
せ
て

く
る
。
前
に
ふ
れ
た「
発
達
場
」（
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
）と
い
う
ユ
ー

ラ
シ
ア
主
義
独
特
の
民
族
学
的
、
地
理
学
的
概
念
も
こ
こ
か
ら
出
て
く
る

の
だ
ろ
う
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
地
勢
と
い
う
自
然
的
条
件
と
民
族
の
双

方
向
の
歴
史
的
営
み
が
通
時
的
、
共
時
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
ロ
シ
ア
か
ら
見
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
国
境
の
西
に
広
が
る
旧
大
陸
の

半
島
以
上
の
何
者
で
も
な
い
。
ロ
シ
ア
自
体
は
こ
の
大
陸
に
あ
っ
て
こ

の
空
間
の
大
部
分
、
そ
の
ト
ル
ソ
（
胴
体
）
の
位
置
を
占
め
て
い
る
」

（
二
九
五
）
と
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
書
く
。
そ
し
て
こ
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ト

ル
ソ
部
分
と
比
較
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ア
ジ
ア
も
旧
世
界
の
辺
境
に

過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
中
国
が
中
華
と
い
う
以
上
に
ロ
シ
ア
は
真
中

の
国
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
地
政
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
な

の
だ
。
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
を
初
め
と
す
る
欧
米
の
地
政
学
者
に
よ
っ
て
島

嶼
、
沿
岸
も
含
む
テ
ラ
ソ
ク
ラ
シ
ー
（
海
洋
性
文
明
）
に
対
し
テ
ル
ロ
ク

ラ
シ
ー
（
大
陸
性
文
明
）
が
構
想
さ
れ
て
お
り
、
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
自
身
ロ

シ
ア
を
「
歴
史
の
地
理
学
的
中
軸
」
と
名
づ
け
て
い
た
。
さ
ら
に
興
味
深

い
こ
と
に
、
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
が
、
内
戦
時
代
の
白
衛
軍
（
コ
ル
チ
ャ
ー
ク
、

ヴ
ラ
ン
ゲ
リ
軍
）
の
大
英
帝
国
代
表
だ
っ
た
と
い
う
。
だ
と
す
る
と
ヴ
ラ

ン
ゲ
リ
政
府
の
外
務
次
官
だ
っ
た
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
と
面
識
が
な
か
っ
た

と
す
る
ほ
う
が
不
自
然
だ
ろ
う

19
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド

と
リ
ム
ラ
ン
ド
（
周
辺
国
家
）
と
い
う
地
政
学
の
主
要
概
念
を
念
頭
に
お

い
て
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
ん
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
。「
旧
世
界
の
地

域
構
造
に
は
独
特
の
東
西
の
対
称
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
そ
の
東

の
辺
境
に
見
ら
れ
る
現
象
の
特
徴
は
大
陸
の
西
の
辺
境
に
見
ら
れ
る
そ

れ
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
に
あ
り
、
大
陸
の
中
間
部
分
の
現
象
と
は
は
っ

き
り
こ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
現
れ
て
い
る
」（
二
九
八
）。
こ
れ
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は
か
つ
て
梅
棹
忠
夫
が
『
文
明
の
生
態
史
観
』
で
提
唱
し
た
イ
ギ
リ
ス

と
日
本
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
る
と
い
う
見
方
に
重
な
る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
言
え
ば
こ
の
見
方
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
明
治
七
年
に
来
日

し
、
東
京
外
国
語
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
地
理
学
者
で
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
系

革
命
家
で
も
あ
っ
た
レ
フ
・
メ
ー
チ
ニ
コ
フ
（
一
八
三
八
─
八
八
）
で
あ
る
。

長
年
に
わ
た
っ
て
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
思
想
家
の
足
跡
を
追
っ
て
き
た
わ

た
し
が
そ
も
そ
も
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
関
心
を
持
っ
た
の
も
、
ペ
レ
ス
ト

ロ
イ
カ
後
に
は
じ
め
て
彼
の
名
が
採
録
さ
れ
た
哲
学
辞
典
に
「
ユ
ー
ラ
シ

ア
主
義
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
」

20
と
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
確
か
に
彼
の

日
本
論
の
中
に
は
極
東
の
日
本
は
同
時
に
極
西
で
も
あ
る
と
い
う
独
創

的
着
眼
も
あ
り
、
遺
著
と
な
っ
た
『
文
明
と
歴
史
的
大
河
』
で
は
水
利
体

系
と
文
明
の
移
動
の
関
係
を
理
論
づ
け
る
な
ど
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
を
思

わ
せ
る
も
の
が
あ
る

21
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
両
者
を
ユ
ー
ラ
シ
ア

主
義
で
く
く
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
、
日
本
が
ロ
シ
ア
を
介

し
て
つ
な
が
っ
た
こ
と
、
ま
た
ト
ル
ケ
ス
タ
ン
を
経
由
し
て
ペ
ル
シ
ャ
、

イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
ル
ー
ト
が
鉄
道
な
い
し
自
動
車
路
あ
る
い

は
航
空
路
と
し
て
開
か
れ
る
こ
と
を
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
予
見
す
る
。
そ

れ
ば
か
り
か
北
極
圏
を
介
し
て
ア
ジ
ア
と
北
米
を
つ
な
ぐ
航
空
路
の
開

発
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
が
「
モ
ザ
イ
ク

的
細
分
構
造
」
を
持
つ
の
に
対
し
、
無
限
の
平
原
と
森
（
そ
こ
に
は
無
数

の
湖
沼
と
河
川
が
あ
る
）
を
特
徴
と
す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
は
民
族
学
的
に
も

文
化
的
に
も
相
互
交
流
、
交
配
、
混
血
に
適
し
た
地
帯
で
あ
る
。
特
化
さ

れ
た
経
済
シ
ス
テ
ム
に
生
き
る
南
北
の
住
民
は
相
互
の
商
品
流
通
、
人
的

交
流
な
し
に
は
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
ユ
ー
ラ
シ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
よ
り
も
政
治
的
、
文
化
的
、
経

済
的
統
合
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ス
キ
タ
イ
、
フ
ン
、
モ
ン
ゴ
ル
と
続
く

統
合
へ
の
動
き
は
こ
こ
に
発
し
て
い
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
民
族
融
和
と
は

こ
う
し
た
歴
史
に
お
い
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
民
族
の
優
劣
の
意
識
も
希
薄
で
「
共
同
事
業
へ
の
意
志
」
が
目
覚
め
や

す
い
風
土
が
あ
る
と
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
捉
え
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し

て
は
民
族
間
の
支
配
・
被
支
配
の
構
造
を
捨
象
す
る
楽
観
論
と
の
批
判
が

当
然
出
て
こ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
も
現
実
に
は
ロ
シ
ア
に
よ

る
支
配
の
事
実
は
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
以
降
の
「
故

意
の
西
欧
主
義
」
の
帰
結
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
が
自
ら
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
感
じ
る
と
き
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
民
族
は
ア
ジ
ア
人
と
か

下
等
人
種
と
見
下
さ
れ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
ロ
シ
ア
人
に
必

要
な
の
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　お

わ
り
に

　
　

　
〈
東
〉
と
〈
西
〉
と
の
関
係
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
を
概
観
し
て
き
た
が
、

思
想
運
動
、
政
治
運
動
と
し
て
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
こ
れ
に
尽
き
る
も

の
で
は
な
い
。
ま
る
で
写
真
の
ネ
ガ
の
よ
う
に
そ
れ
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制

を
映
し
だ
し
て
い
た
。
自
己
認
識
の
契
機
を
介
さ
ず
に
反
転
さ
せ
ら
れ
る

と
き
、
そ
れ
は
容
易
に
親
ソ
宣
伝
の
道
具
に
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
た

え
ず
秘
め
て
い
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
奉
じ
た
《
道

標
転
換
派
》
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
双
生
児
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
革
命
の
時
代
に
「
神
権
政
治
」
の
復
権
を
提
唱
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア

主
義
者
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
を
批
判
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

今
の
わ
た
し
は
歴
史
に
お
い
て
、
切
り
捨
て
ら
れ
、
忘
却
さ
れ
た
ユ
ー
ラ
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シ ア 主 義 者 の 試 行 を ま ず は 復 権 さ せ た い 。 ユ ー ラ シ ア 主 義 者 が提 唱 し た 文 化 の 多 元 性 の 思 想 は 、 ロ マ ン ・ ヤ コ ブ ソ ン を 通 じ てレ ヴ ィ ＝ ス ト ロ ー ス に 伝 わ り 、 構 造 主 義 人 類 学 へ の 示 唆 と な った こ と は 有 名 で あ る 。　
歴 史 家 の ヴ ェ ル ナ ツ キ ー は ア メ リ カ の イ ェ ー ル 大 学 で 長 く

ロ シ ア 史 を 講 じ た が 、 こ れ は む し ろ 例 外 で あ る 。 リ ー チ ノ ス チ論 を 掘 り 下 げ た 哲 学 者 の カ ル サ ー ヴ ィ ン は リ ト ア ニ ア の ヴ ィリ ニ ュ ス 大 学 で 教 鞭 を と り 、 な ん と リ ト ア ニ ア 語 で 五 巻 に 及 ぶ『 ヨ ー ロ ッ パ 文 化 史 』 を 書 き 、 そ の 後 ソ 連 当 局 に 逮 捕 さ れ 、 極北 の ラ ー ゲ リ で 病 死 し て い る 。 ま た チ ェ コ の プ ラ ハ で 反 ナ チ 闘争 に 加 わ り 、 ソ 連 に よ る 解 放 後 に モ ス ク ワ に 送 還 さ れ 、 モ ル ダヴ ィ ア 流 刑 の の ち 、 プ ラ ハ に 戻 っ た サ ヴ ィ ツ キ ー は 教 職 の 道 も絶 た れ 、 翻 訳 で 生 計 を 立 て て い た が 、 一 九 六 〇 年 に ヴ ォ ス ト ーコ フ （ 東 方 人 ） の 筆 名 で 愛 国 的 な 詩 集 を 出 版 し た か ど で チ ェ コ当 局 に よ っ て 逮 捕 さ れ 、 ラ ッ セ ル ら 国 際 世 論 の 抗 議 に よ っ て 釈放 さ れ る が 、 一 九 六 八 年 、 ソ 連 軍 の 戦 車 が 進 攻 す る 直 前 に プ ラハ で 病 没 し て い る 。　
こ の よ う に ユ ー ラ シ ア 主 義 に 名 を 連 ね た 思 想 家 た ち は そ の

後 の 人 生 で 不 遇 な 道 を 歩 ん だ も の が 多 い 。 し か し そ れ に も か かわ ら ず 彼 ら が 文 化 の 多 元 性 を 尊 重 し 、 自 己 認 識 の 営 為 を 重 ね てい た こ と は わ す れ て は な ら な い 。　 　
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 以 下 ト ル ベ

 

ツ コ イ か ら の 引 用 は こ の 文 献 に よ る も の と し 、 ペ ー ジ 数 は 文 末 に 括 弧で 示 す 。 ト ル ベ ツ コ イ の ユ ー ラ シ ア 主 義 を 多 角 的 に 分 析 し た 好 論 文に 、 浜 由 樹 子 「

N ・

S・ ト ゥ ル ベ ツ コ イ の ユ ー ラ シ ア 主 義

─
「 国 民 国

家 」 批 判 の 視 点 に 注 目 し て 」  、  『 ス ラ ヴ 研 究 』  、 第 五 一 号 、 二 〇 〇 四 年 があ る 。 な お 『 ヨ ー ロ ッ パ と 人 類 』 に つ い て は 栗 生 沢 猛 夫 氏 の 先 駆 的 な紹 介 論 文 が あ る 。  「  『 ヨ ー ロ ッ パ と 人 類 』 を 読 む 」  、  『 え う ゐ 』  、 第 一 二 号 、一 九 八 三 年 。

（

8） 一 九 二 一 年 三 月 七 日 の ヤ コ ブ ソ ン 宛 の 手 紙 で ト ル ベ ツ コ イ は こ う 書 いて い る 。  「 こ の 本 は … … 『 ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 正 当 化 』 と い う タ イ ト ル の三 部 作 の 第 一 部 と し て 構 想 さ れ た 。 第 一 部 は 『 エ ゴ セ ン ト リ ズ ム に つ いて 』 と い う 表 題 に な る は ず で あ り 、 コ ペ ル ニ ク ス の 思 い 出 に 捧 げ ら れ てい た 。 第 二 部 は 『 真 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム と 偽 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム に つ い て 』と い う 表 題 で 、  ソ ク ラ テ ス の 思 い 出 に 捧 げ ら れ る は ず だ っ た 。  さ ら に 、  『 ロ
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シ
ア
の
ス
チ
ヒ
ー
ヤ
に
つ
い
て
』
と
い
う
表
題
の
第
三
部
は
、
ス
テ
ン
カ
・
ラ
ー
ジ

ン
な
い
し
エ
メ
リ
ヤ
ン
・
プ
ガ
チ
ョ
フ
の
思
い
出
に
捧
げ
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
い

ま
、
私
は
、
第
一
部
の
表
題
を
よ
り
鮮
明
な
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
人
類
』
に
改
め
、
気

取
り
す
ぎ
な
の
で
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
の
献
辞
は
取
り
下
げ
た
」（П

исьма Н
. С. 

Трубецкого Р. О
. Я

кобсону. М
., 2004, стр. 12

）。

（
9
）Там ж

е, стр. 12.

（
10
）А. Д

угин. О
 евразийстве. О

т составителя. В кн. :  П
етр Савицкий. 

К
онтинент Евразия. М

., 1997, стр. 8. 

以
下
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
か
ら
の
引
用

は
こ
の
文
献
に
よ
る
も
の
と
し
、
文
末
に
括
弧
で
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。

（
11
）И

сход к В
остоку. П

редчувствие и сверш
ения. У

тверж
дение 

евразийцев. Соф
ия, 1921.

こ
の
論
集
に
つ
い
て
も
、
栗
生
沢
猛
夫
氏
の
簡
に

し
て
要
を
得
た
紹
介
論
文
が
あ
る
。「〈
東
方
へ
の
脱
出
〉

─
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の

成
立
」、
共
同
研
究
『
日
本
と
ロ
シ
ア
』、
ナ
ウ
カ
社
、
一
九
八
七
年
。

（
12
）「
K
・
ア
ク
サ
ー
コ
フ
の
保
守
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ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
―
非
知
の
世
界
へ
の
架
橋
」、『
え
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』、
第
五
号
、
一
九
七
七
年
。

（
13
）См. С. С. Хоруж

ий. Ж
изнь и учение Л

ьва К
арсавина. В указ. кн., 

стр. 131.

（
14
）Д

. Л
ихачев. Россия. «Л

итаратурная газета», №
41, 1988.

（
15
）　
「
ロ
シ
ア
は
東
方
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た

─
歴
史
的
法
則
性
と
民
族
的
独

自
性
に
つ
い
て
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
そ
れ
と
も
ス
カ
ン
ド
ス
ラ
ー
ヴ
ィ
ヤ
？
」
と
い
う
論

文
で
リ
ハ
チ
ョ
ー
フ
は
こ
う
書
く
。「
ロ
シ
ア
の
地
（
と
り
わ
け
そ
の
歴
史
的
存
在

の
初
期
に
あ
っ
て
）
に
と
っ
て
、
北
と
南
の
間
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
は

る
か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ユ
ー
ラ
シ
ア
よ
り
も
ス
カ
ン
ド
ス
ラ
ー

ヴ
ィ
ヤ
と
い
う
定
義
の
ほ
う
が
、
ロ
シ
ア
に
は
は
る
か
に
し
っ
く
り
く
る
。
な
ぜ
な

ら
た
と
え
ど
ん
な
に
奇
妙
に
思
わ
れ
よ
う
と
、
ロ
シ
ア
が
ア
ジ
ア
か
ら
受
け
取
っ

た
も
の
は
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て
少
な
い
の
だ
か
ら
」（Д

. Л
ихачев. Раздумья России. 

СП
б., 1999, стр. 35)
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（
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史
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い
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ев Гумилев : Судьба 
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─
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ニ
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史
的
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め
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っ
て
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語
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』、
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〇
号
、
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九
〇
年
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を
参
照
。
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は
じ
め
に

　

通
俗
的
な
意
味
で
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
一
般
的
な
意
味
で
、
古
都
奈

良
を
散
策
し
、
古
寺
を
巡
る
と
い
う
旅
は
、
日
本
的
な
も
の
の
源
を
訪
ね

る
営
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
に
お
い
て
知
的
な

営
為
と
し
て
成
立
し
、
文
学
的
な
言
説
と
し
て
も
形
成
さ
れ
る
「
古
寺
巡

礼
」
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
か
な
た
に
ギ
リ
シ
ャ
を
幻
視
し
た

り
、
む
し
ろ
、
獲
得
さ
れ
た
西
洋
的
な
知
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
面
が
多

分
に
あ
る
。
近
代
以
前
に
あ
っ
て
も
奈
良
は
巡
礼
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
そ
の
巡
礼
は
仏
教
信
仰
に
よ
る
拝
礼
が
何
よ

り
の
目
的
で
あ
っ
て
、
古
寺
の
持
つ
来
歴
や
伝
承
と
い
っ
た
縁
起
的
な
世

界
が
横
溢
し
て
い
た
。
両
者
に
は
か
な
り
大
き
な
断
絶
が
あ
る

1
。

　

と
は
言
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
両
者
が
交
じ
り
合
う
こ
と
も
あ
り
得

る
。
前
近
代
の
日
本
的
世
界
で
あ
る
東
と
、
西
洋
的
世
界
で
あ
る
西
と
が
、

正
し
い
意
味
で
弁デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
と
な
る
か
は
覚
束
な
い
が
、
そ
れ
に
近

い
関
係
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
あ
た
り
を
会
津

八
一
の
作
品
を
入
り
口
に
考
え
て
み
た
い
。
八
一
は
、
奈
良
を
詠
む
短
歌

を
通
し
て
、
近
代
に
お
け
る
大
和
古
寺
巡
礼
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た

存
在
で
あ
る
。

　
　
　

一
、
会
津
八
一
の
法
華
寺
十
一
面
観
音
の
歌

　

入
り
口
に
す
る
の
は
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
刊
行
さ
れ
た

八
一
最
初
の
歌
集
『
南
京
新
唱
』
に
収
め
ら
れ
た
法
華
寺
十
一
面
観
音
を

詠
ん
だ
作
品
で
あ
る

2
。

　
　

法
華
寺
本
尊
十
一
面
観
音

ふ
ぢ
は
ら　

の　

お
ほ
き　

き
さ
き　

を　

う
つ
し
み　

に　

あ
ひ
み
る

ご
と
く　

あ
か
き　

く
ち
び
る

こ
の
観
音
像
は
平
安
時
代
初
期
の
貞
観
期
を
代
表
す
る
木
像
で
あ
る
。
官

能
的
な
作
風
と
し
て
知
ら
れ
、
胸
の
あ
た
り
に
女
体
的
な
盛
り
上
が
り
が

造
形
さ
れ
、
榧
材
の
一
木
の
素
木
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
一
部
に
彩
色
の

痕
跡
を
残
し
、
唇
の
部
分
に
は
か
す
か
に
朱
が
残
っ
て
い
る

3
。「
ふ
ぢ

は
ら
の
お
ほ
き
き
さ
き
」
は
、
聖
武
天
皇
の
妃
で
あ
る
藤
原
不
比
人
女
の

光
明
皇
后
で
あ
る
。
こ
の
像
は
、
印
度
の
或
国
の
王
が
、
生
身
の
観
音
を

見
た
け
れ
ば
皇
后
を
見
よ
と
い
う
夢
を
得
て
、
そ
の
命
で
来
日
し
た
彼
の

国
の
仏
師
で
あ
る
問
答
師
に
よ
り
、
皇
后
の
姿
を
写
し
て
彫
ら
れ
た
と
い

う
伝
承
が
あ
り
、
八
一
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
詠
ん
で
い
る
。「
う
つ
し
み
」

の
女
人
と
し
て
の
肉
感
を
「
あ
か
き
く
ち
び
る
」
に
収
斂
さ
せ
て
表
現
し

会
津
八
一
ノ
ー
ト
─
近
代
古
寺
巡
礼
の
東
と
西
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
尾
誠
一
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て
い
る
。

　

こ
の
歌
の
後
に
「
法
華
寺
温
室
懐
古
」
と
し
て
、

し
し
む
ら　

は　

ほ
ね　

も　

あ
ら
は
に　

と
ろ
ろ
ぎ
て　

な
が
る
る　

う
み　

を　

す
ひ　

に　

け
ら
し　

も

か
ら
ふ
ろ　

の　

ゆ
げ　

た
ち　

ま
よ
ふ　

ゆ
か　

の　

う
へ　

に　

う
み　

に　

あ
き
た
る　

あ
か
き　

く
ち
び
る

か
ら
ふ
ろ　

の　

ゆ
げ　

の　

お
ぼ
ろ　

に　

し
し
む
ら　

を　

ひ
と　

に　

す
は
せ
し　

ほ
と
け　

あ
や
し　

も

の
三
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
光
明
皇
后
が
蒸
風
呂
を
建
て
、

千
人
の
病
者
の
垢
を
擦
る
と
誓
願
し
た
が
、
千
人
目
に
癩
者
が
現
れ
、
膿

を
唇
で
吸
う
こ
と
を
求
め
、
皇
后
が
応
じ
る
と
癩
者
は
阿
閦
如
来
に
変
じ

た
と
い
う
伝
説
に
基
づ
く
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
連
の
関
係
性
を
持

ち
、
特
に
「
あ
か
き
く
ち
び
る
」
の
表
現
は
、
こ
こ
の
二
首
目
の
歌
と
密

接
に
繋
が
ろ
う
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
四
首
の
法
華
寺
の
歌
は
縁
起
的
世
界
に
そ
の

ま
ま
連
な
る
よ
う
な
作
品
世
界
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
八
一
も
昭
和
二
八

年
（
一
九
五
三
）
の
『
自
註
鹿
鳴
集
』
に
お
い
て
、
十
一
面
観
音
に
つ
い

て
は
『
興
福
寺
流
記
』『
興
福
寺
濫
觴
記
』、
施
浴
に
つ
い
て
は
『
南
都
巡

礼
記
』『
元
亨
釈
書
』
な
ど
の
縁
起
書
に
拠
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
註
に
お
い
て
は
、

こ
こ
に
録
し
た
る
四
首
の
歌
は
、
こ
の
像
を
天
平
盛
期
の
製
作
と
し
、
こ

と
に
こ
の
皇
后
の
在
世
の
日
に
来
朝
し
た
る
異
国
芸
術
家
の
手
に
成
り
し

写
生
像
な
り
と
し
て
、
専
門
家
の
間
に
も
信
ぜ
ら
れ
た
る
明
治
時
代
に
、

こ
れ
ら
の
甘
美
な
る
伝
説
に
陶
酔
し
て
、
若
き
日
の
作
者
が
詠
じ
た
る
も

の
な
り
。

と
述
べ
、
最
初
の
本
尊
は
丈
六
の
如
来
で
あ
り
、
こ
の
観
音
も
貞
観
仏
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
若
書
き
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
八
一
の
美

術
史
家
と
し
て
の
矜
持
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
一
七
年

（
一
九
四
二
）
の
『
渾
斎
随
筆
』
に
お
い
て
も
、二
題
で
採
り
あ
げ
て
い
る
。

　
「
衣
掛
柳
」
で
は
、
自
詠
に
も
「
歴
史
学
の
目
か
ら
許
し
か
ね
る
や
う

な
、
い
は
ば
は
し
た
無
い
伝
説
を
主
材
と
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
」
と

し
て
、
光
明
皇
后
に
ま
つ
わ
る
モ
デ
ル
と
施
浴
の
二
つ
の
伝
承
に
つ
い
て

述
べ
る
。
モ
デ
ル
説
に
つ
い
て
は
、
像
の
印
象
、
特
に
唇
の
感
覚
に
戦
い

て
「
中
世
以
後
の
い
に
し
へ
人
」
が
作
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
と
し
、
施
浴

も
観
音
の
赤
い
唇
か
ら
、「
ひ
た
む
き
」
に
寺
伝
の
伝
説
と
結
び
つ
け
た

と
す
る
。
そ
し
て
、

し
か
し
、
こ
の
話
の
中
に
は
、
誰
に
し
て
も
、
一
度
聞
い
て
か
ら
、
い
つ

ま
で
も
身
に
沁
み
て
応
へ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
も
し
そ
れ
が

あ
る
と
す
る
と
、
あ
ら
は
に
信
じ
ら
れ
ぬ
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
や
は
り
、

ひ
そ
か
に
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

と
、
作
品
へ
の
愛
着
の
念
も
込
め
て
述
べ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
そ
の
次
に
配
さ
れ
る
「
歌
材
の
仏
像
」
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
観
心
寺
如
意
輪
観
音
・
室
生
寺
如
意
輪
観
音
を
詠
ん
だ
歌
と
合
わ
せ

て
、「
会
津
の
エ
ロ
」

4
と
す
る
評
を
あ
げ
、
実
は
こ
れ
は
貞
観
密
教
仏
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の
持
つ
、
官
能
性
を
際
立
た
せ
る
作
風
に
由
来
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
歌

材
と
な
っ
た
仏
像
の
美
術
史
上
の
様
式
が
、
し
か
る
べ
く
詠
ま
し
め
た
の

だ
と
し
て
い
る
。

　

八
一
の
内
部
に
お
い
て
、
法
華
寺
の
十
一
面
観
音
の
歌
と
、
施
浴
を
め

ぐ
る
歌
と
は
、
単
純
で
は
な
い
思
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

あ
た
り
を
八
一
の
個
人
史
に
即
し
て
追
い
か
け
る
材
料
は
持
ち
合
わ
さ

な
い
し
、
本
稿
の
主
旨
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
近
代
以
前
の

縁
起
的
世
界
に
基
づ
く
古
寺
巡
礼
の
あ
り
方
と
、
近
代
に
お
け
る
美
術
史

学
を
中
心
と
し
た
西
洋
的
な
知
的
認
識
に
基
づ
く
古
寺
巡
礼
の
あ
り
方

と
が
交
錯
し
て
い
る
所
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

二
、
和
辻
哲
郎
そ
の
他

　

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の
『
古
寺
巡

礼
』

5
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
八
一
以
上
に
近
代
古
寺
巡
礼
に
影
響
を
与

え
た
書
で
あ
る
が
、
す
で
に
幾
度
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
華
寺
の

十
一
面
観
音
に
つ
い
て
は
、
八
一
と
驚
く
ほ
ど
に
同
様
な
対
し
方
を
し
て

い
る
。
和
辻
は
「
ま
づ
そ
の
光
つ
た
眼
と
朱
の
唇
と
が
わ
れ
わ
れ
に
飛
び

つ
い
て
来
る
」
と
し
た
上
で
、

胸
に
も
り
上
つ
た
女
ら
し
い
乳
房
。
胴
体
の
豊
満
な
肉
づ
け
。
そ
の
柔
ら

か
さ
、
し
な
や
か
さ
。
更
に
ま
た
奇
妙
に
長
い
右
腕
の
円
さ
と
、
腕
の
先

の
腕
環
を
は
め
た
あ
た
り
か
ら
天
衣
を
つ
ま
ん
だ
ふ
く
よ
か
な
指
に
移
つ

て
行
く
間
の
特
殊
な
ふ
く
ら
み
と
、 

─
こ
れ
ら
総
て
の
も
の
が
一
種
隠
微

な
蠱
惑
力
を
以
て
我
々
に
迫
つ
て
来
る
や
う
に
感
ず
る
。

と
し
て
、
観
心
寺
如
意
輪
観
音
を
は
じ
め
と
す
る
貞
観
時
代
の
密
教
仏
の

女
体
の
美
に
も
仏
性
を
認
め
る
官
能
性
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
一
方
で
、

こ
の
像
が
天
平
仏
で
あ
る
と
す
る
説
の
根
強
さ
に
触
れ
て
、
光
明
皇
后
モ

デ
ル
説
に
筆
は
至
っ
て
い
る
。

　

和
辻
も
『
興
福
寺
濫
觴
記
』
の
資
料
的
価
値
を
疑
い
、
伝
説
自
体
が
事

実
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
な
ぜ
そ
う
し
た
伝
説
が
生
じ
た
か
の
所
以
を

論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
亡
き
母
の
供
養
に
建
立
し
た
興
福
寺
西
金
堂

の
仏
像
の
作
者
で
あ
る
問
答
師
と
い
う
芸
術
家
が
、
現
場
を
視
察
に
来
た

光
明
皇
后
の
姿
を
見
て
、
創
作
欲
を
刺
戟
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
「
あ
り

得
た
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
に
至
っ
て
い
る
。
更
に
そ
こ
で
作
ら

れ
た
像
が
安
置
さ
れ
、
例
え
ば
、
皇
后
の
一
周
忌
に
当
た
り
、
こ
の
像
が

法
華
寺
に
移
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
得
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
華
寺
で
平
安

時
代
に
な
っ
て
十
一
面
観
音
が
作
ら
れ
た
時
に
、
そ
の
像
に
似
せ
て
作
ら

せ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
を
馳
せ
て
い
る
。

　

か
な
り
に
浪
漫
的
な
想
像
力
の
飛
翔
が
見
ら
れ
る
和
辻
の
見

解
だ
が
、
厳
密
な
様
式
史
を
指
向
す
る
日
本
美
術
史
学
者
で
あ

る
町
田
甲
一
が
、
そ
れ
に
与
す
る
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い

る
6

の
も
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、『
阿
弥
陀
悔
過
料
資
材
帳
』
に
は
、

旧
法
華
寺
に
あ
た
る
東
大
寺
阿
弥
陀
堂
に
「
白
檀
観
音
像
一
体

高
一
尺

」
が

あ
っ
た
と
記
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
光
明
皇
后
発
願
の
像
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
像
を
作
る
作
家
は
皇
后
の
面
影
を
写
し
『
濫
觴
記
』
の
よ
う
な
伝
説

が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
新
し
い
法
華
寺
が
出
来
て
、
そ

の
像
を
写
し
て
作
ら
れ
た
の
が
現
在
の
十
一
面
観
音
で
は
な
い
か
と
す

る
。
一
三
世
紀
の
『
諸
寺
建
立
次
第
』、一
五
世
紀
の
『
諸
寺
縁
起
集
』
で
、

こ
の
像
に
つ
い
て
金
堂
本
尊
背
後
に
あ
る
「
白
檀
十
一
面
観
音
」
と
記
す
。

「
白
檀
」
仏
と
し
て
、
東
大
寺
像
に
つ
な
が
る
。
無
論
現
在
の
観
音
は
榧
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材
で
あ
り
白
檀
で
は
な
い
が
、
木
の
生
地
を
生
か
し
て
細
か
な
造
形
の
な

さ
れ
る
像
が
「
檀
像
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
普
通
で
、
こ
の
繋
が
り
は
不

自
然
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
も
か
な
り
強
引
に
思
え
る
が
、
光
明
皇
后

モ
デ
ル
説
は
、
か
く
ま
で
根
強
く
人
々
の
想
像
を
駆
り
立
て
る
物
で
あ
る

こ
と
に
改
め
て
感
じ
さ
せ
興
味
深
い
。

　

和
辻
に
戻
れ
ば
、
こ
う
し
た
想
像
力
の
前
提
に
、
や
は
り
皇
后
の
施
浴

の
伝
承
を
考
え
て
い
る
。『
元
亨
釈
書
』
を
用
い
て
そ
れ
に
言
及
し
て
い

る
。
ほ
と
ん
ど
八
一
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
想
像
力
で
あ
る
が
、
両
者

の
関
係
は
測
定
し
に
く
い
。
和
辻
の
『
古
寺
巡
礼
』
は
八
一
の
『
南
京
新

唱
』
よ
り
五
年
前
の
刊
行
で
あ
る
が
、
八
一
自
註
に
よ
れ
ば
歌
自
体
は
明

治
期
に
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
雑
誌
な
ど
へ
の
発
表
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
、
両
者
の
書
承
関
係
は
不
明
と
言
う
他
な
い
。
と
も
か

く
、
和
辻
も
ま
た
縁
起
的
世
界
と
美
術
史
的
な
様
式
と
の
間
で
交
錯
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

亀
井
勝
一
郎
『
大
和
古
寺
風
物
誌
』

7
も
影
響
力
は
小
さ
く
は
な
い

が
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
秋
と
の
稿
記
の
あ
る
「
東
大
寺
」
の
章

で
、
や
は
り
二
つ
の
伝
承
に
触
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
光
明
皇
后
の
生
涯

を
讃
え
る
と
い
う
思
念
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
天
平
の
美
と
信
仰
を

代
表
さ
る
る
花は

な華
と
し
て
仰
が
れ
て
ゐ
た
証
拠
」
と
し
て
こ
の
伝
説
を

捉
え
る
。
そ
し
て
、「
な
お
法
華
寺
十
一
面
観
音
や
浴
室
を
通
じ
て
皇
后

を
偲
ん
だ
歌
が
、
会
津
八
一
博
士
の
「
鹿
鳴
集
」
に
あ
る
。」
と
し
て
四

首
の
歌
を
引
い
て
い
る
。
亀
井
に
は
専
ら
縁
起
的
世
界
へ
の
讃
歎
が
見
ら

れ
、
八
一
の
歌
は
、
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
堀
辰
雄
『
大
和
路
・
信
濃
路
』

8
に
お
い
て
は
、
法
華
寺

村
と
い
う
記
は
あ
る
も
の
の
、
海
龍
王
寺
の
廃
墟
に
筆
が
費
や
さ
れ
、
法

華
寺
の
こ
と
に
は
言
及
が
な
い
。『
全
集
』所
収
の「
大
和
路
」と
い
う
ノ
ー

ト
に
は
、十
一
面
観
音
に
つ
い
て
「
唇
の
朱
さ
（
生
ま
生
ま
し
い
ほ
ど
の
）」

や
「
密
教
的
暖
か
い
」
な
ど
の
文
言
や
、
和
辻
か
ら
の
書
き
抜
き
と
覚
し

き
文
言
は
あ
る
が
作
品
中
に
は
結
晶
し
て
い
な
い
。

　

や
や
余
談
的
な
拡
大
を
し
な
が
ら
も
、
和
辻
を
中
心
に
法
華
寺
に
関
す

る
近
代
古
寺
巡
礼
者
達
の
言
説
の
一
端
を
た
ど
っ
た
が
、
二
つ
の
伝
承
の

縁
起
的
世
界
へ
の
根
強
い
共
感
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
何
よ
り
八
一
と
和

辻
と
の
間
に
あ
る
、
在
来
的
な
縁
起
的
世
界
と
、
西
洋
的
な
様
式
史
的
認

識
と
の
間
で
揺
れ
動
く
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
類
似
は
、
更
に
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

三
、
縁
起
的
世
界
の
周
辺

　

こ
こ
で
、
八
一
に
、
そ
し
て
近
代
の
大
和
古
寺
巡
礼
者
達
に
強
く
働
き

か
け
た
法
華
寺
十
一
面
観
音
と
光
明
皇
后
を
め
ぐ
る
縁
起
的
世
界
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い

9
。

　

施
浴
の
伝
承
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
え
て
お
く
べ
き
な
の
だ
が
、
こ

れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
阿
部
泰
郞
『
湯
屋
の
皇
后
─
中
世
の
性
と
聖
な
る
も

の
─
』10
の
第
一
章「
湯
屋
の
皇
后　

光
明
皇
后
湯
施
行
の
物
語
を
め
ぐ
っ

て
」
に
よ
り
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
書
名
の
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
伝

承
の
中
世
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
伝
承
の
書
承

上
の
上
限
は
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
行
わ
れ
た
高
貴
な
女
性
の
巡

礼
の
記
録
と
し
て
書
か
れ
た
興
福
寺
僧
実
叡
の
手
に
な
る
『
建
久
御
巡
礼

記
』
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
中
世
に
お
け
る
こ
の
説
話
を
録
す
る

文
献
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
が
そ
の
時
代
に
お
け
る
聖
と
性
と
穢
に
関

す
る
問
題
が
集
約
さ
れ
て
い
る
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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近
代
古
寺
巡
礼
者
達
の
想
像
力
の
上
で
は
、
躊
躇
は
見
せ
な
が
ら
も
天
平

時
代
を
幻
視
し
よ
う
と
す
る
縁
起
的
世
界
は
、
中
世
的
な
説
話
の
世
界
の

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
光
明
皇
后
モ
デ
ル
説
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

八
一
も
和
辻
も
拠
る
『
興
福
寺
濫
觴
記
』
は
成
立
年
次
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
金
堂
の
条
に
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
火

災
の
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る

11
。
こ
の
書
で
は
、

明
白
に
印
度
仏
師
問
答
師
に
よ
り
、
光
明
皇
后
の
姿
を
写
し
た
三
体
の

十
一
面
観
音
が
作
ら
れ
、
一
体
を
持
ち
帰
り
、
一
体
は
宮
中
に
置
か
れ
た

後
の
法
華
寺
に
移
り
（
す
な
わ
ち
現
在
の
本
尊
）、
他
の
一
体
は
施
眼
寺

に
置
か
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

八
一
は
『
興
福
寺
流
記
』
を
も
自
註
で
引
く
が
、
こ
の
書
も
成
立
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
治
承
の
炎
上
以
前
と
覚
し
き
箇
所
も
あ
り
、
一
部
は
そ

れ
以
前
の
記
録
も
含
む
古
本
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
問
答
師
が
、

印
度
乾
陀
羅
国
王
の
生
身
の
十
一
面
観
音
に
会
い
た
け
れ
ば
光
明
皇
后

の
姿
を
写
せ
と
言
う
夢
告
に
従
い
来
日
し
た
と
す
る
の
は
『
濫
觴
記
』
と

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
皇
后
が
母
の
供
養
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
作
る

こ
と
を
請
う
と
、
む
し
ろ
釈
迦
仏
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
そ
れ
を
彫
る

と
、
自
然
に
眉
間
か
ら
光
を
発
し
た
と
す
る
話
を
載
せ
て
い
る
。
十
一
面

観
音
を
作
る
と
い
う
記
述
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
皇
后
は
臨
終
に
際
し

て
、
七
〇
余
年
後
に
「
我
形
可
来
此
堂
」
と
い
う
遺
言
を
残
し
、
六
六
年

後
の
天
長
二
年
（
八
二
五
）
に
腰
谷
池
の
西
の
田
の
中
か
ら
観
音
が
出
現

し
、
寿
廣
と
い
う
寺
僧
を
呼
び
と
め
、
金
堂
に
安
置
さ
れ
よ
う
と
す
る
が

重
く
な
り
動
か
せ
ず
、
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
軽
く
な
り
容

易
に
寿
廣
の
背
に
負
わ
れ
て
そ
こ
に
収
ま
っ
た
と
い
う
説
話
を
載
せ
て

い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
皇
后
の
化
身
の
観
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

法
華
寺
と
の
関
連
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
法
華
寺
に
お
い
て
も
、
本
尊
は
こ
の
像
で
な
か
っ
た
時
代
が

長
い
。『
大
和
古
寺
大
観
』

12
に
よ
れ
ば
、
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
成

立
の
『
諸
寺
建
立
次
第
』
に
金
堂
本
尊
大
日
如
来
の
後
ろ
に
「
十
一
面

観
音

白
檀
也

」
が
あ
る
と
記
す
の
が
、
こ
の
像
に
関
す
る
記
録
の
古
い
例

で
、
先
に
触
れ
た
町
田
甲
一
の
推
論
の
よ
う
に
、「
壇
像
」
と
さ
れ
て
い
た
。

光
明
皇
后
と
の
関
連
が
見
え
る
の
は
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
の
奥
書

を
持
つ
『
法
華
滅
罪
寺
縁
起
』
に
よ
る
「
当
寺
の
講
堂
に
安
置
し
た
て
ま

つ
る
十
一
面
観
音
の
像
は
本
願
の
き
さ
き
の
御
作
也
」
と
す
る
の
が
早
い

例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
皇
后
が
自
ら
作
っ
た
と
い
う
伝
承
を
伝
え
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
五
世
紀
の
菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
』
の

　
　

観
音
堂

安
白
檀
十
一
面
観
音
、
是
光
明
皇
后
御
影

云　々

依
唐
人
所
望
造
之

云　々

口
伝
在
之
、
不
可
思
議
像
也
、
入
厨
子
。

を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
を
伝
承
が
記
さ
れ
た
端
緒
と
し
て
い
る

ら
し
い
。

　

管
見
の
限
り
で
も
、
文
証
と
し
て
は
妥
当
な
認
識
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
五
世
紀
の
段
階
で
「
口
伝
」
が
存
し
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か
の

想
像
は
難
し
く
、
ま
た
、
印
度
で
は
な
く
唐
人
の
所
望
と
な
っ
て
い
る
の

も
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
施
浴
の
伝
説
を
載
せ
た
『
建
久
御
巡
礼
記
』
に

は
こ
の
話
は
な
く
、
そ
も
そ
も
十
一
面
観
音
自
体
に
も
触
れ
て
い
な
い
。

モ
デ
ル
説
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
中
世
後
期
に
な
っ
て
か
ら
の
形
成
と
考

え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、『
大
和
古
寺
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大
観
』で
も
翻
刻
を
載
せ
る『
法
華
滅
罪
寺
縁
起
』で
あ
る
。
こ
の
縁
起
は
、

諸
文
献
か
ら
の
引
用
部
分
と
、
奥
書
に
見
ら
れ
る
京
都
円
興
寺
の
開
山
と

な
っ
た
円
鏡
の
手
に
よ
り
記
さ
れ
た
部
分
と
か
ら
な
る
。
先
に
見
た
十
一

面
観
音
を
皇
后
の
「
御
作
」
と
す
る
の
は
後
者
の
部
分
で
あ
り
、
一
四

世
紀
初
頭
の
公
的
な
立
場
に
近
い
縁
起
的
な
解
釈
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
五
世
紀
ま
で
の
間
に
「
御
作
」
か
ら
「
御
影
」
へ
と
い
う
変
化
を
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
同
書
に
は
、「
七
大
寺
巡
礼
記
云
」
と
し
て
、
や
や

異
な
る
モ
デ
ル
説
を
載
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

皇
后
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
建
達
羅
国
よ
り
六
人
の
巧
匠
わ
た
り
た

り
け
り
。
時
に
一
人
づ
つ
め
し
て
、
き
さ
き
う
つ
さ
れ
給
き
。
つ
く
り
お

は
り
て
な
ら
べ
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
六
観
音
に
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
印
度
か
ら
の
仏
師
が
、
王
の
夢
に
よ
り
皇
后
の
姿

を
写
そ
う
と
来
日
し
、
皇
后
の
母
の
供
養
の
た
め
に
、
釈
迦
如
来
を
作
る

と
眉
間
か
ら
光
を
発
し
た
と
す
る
『
興
福
寺
流
記
』
の
話
と
同
様
な
話
の

後
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
七
大
寺
巡
礼
記
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
こ
の
縁
起
で
、
同
じ
書
で

云
う
と
し
て
施
浴
の
伝
承
を
引
い
て
い
る
の
で
、
実
叡
の
『
建
久
御
巡
礼

記
』
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

13
。
し
か
し
、
そ
の
書
に
は
眉
間
か
ら
光

を
発
し
た
と
い
う
部
分
ま
で
は
あ
る
が
、
先
に
引
用
し
た
部
分
は
見
ら
れ

な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、『
流
記
』
も
『
御
巡
礼
記
』
も
、
せ
っ
か
く
来

日
し
た
仏
師
が
、
皇
后
の
姿
を
写
し
た
こ
と
は
書
か
れ
ず
に
、
や
や
不

自
然
な
流
れ
で
釈
迦
像
の
こ
と
に
続
い
て
い
る
。
か
な
り
大
胆
な
推
測
だ

が
、『
縁
起
』
に
引
か
れ
た
部
分
は
逸
文
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
仏
師

達
（
複
数
に
な
る
）
は
皇
后
を
モ
デ
ル
に
し
て
六
観
音
を
彫
る
こ
と
が
で

き
た
（
皇
后
は
六
観
音
を
兼
ね
備
え
て
い
た
）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
可
能

性
も
あ
り
得
よ
う
。
無
論
十
一
面
観
音
は
六
観
音
の
一
つ
で
あ
る
が
、
法

華
寺
と
の
関
連
は
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
モ
デ
ル
説
の
萌
芽

の
根
を
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
『
流
記
』
は
一
方
で
は
、
皇
后
の
遺
言
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
十
一
面

観
音
が
自
然
に
湧
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
の
モ
デ
ル

説
と
も
言
え
る
が
、
む
し
ろ
化
身
で
あ
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
。
こ

の
伝
承
も
『
御
巡
礼
記
』
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、
自
然
に
観
音
が
湧
出

し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
皇
后
の
遺
言
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

更
に
観
音
湧
出
の
記
事
は
大
江
親
通
の
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
の
巡
礼

の
記
で
あ
る
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
興

福
寺
西
金
堂
の
十
一
面
観
音
の
縁
起
と
い
う
形
で
記
さ
れ
、
本
来
そ
の
像

は
行
基
の
造
っ
た
も
の
で
「
服
寺
」
の
仏
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
越
田
池

の
近
く
の
田
に
埋
ま
っ
て
い
て
、
寺
僧
寿
廣
を
呼
び
と
め
、
こ
の
堂
に
安

置
さ
れ
た
と
す
る
。
法
華
寺
と
の
関
連
は
記
さ
れ
な
い
が
、
や
は
り
伝
承

の
芽
と
は
想
像
し
て
よ
か
ろ
う
。
も
し
、
時
代
的
に
古
い
こ
れ
が
伝
承
の

原
型
だ
と
す
れ
ば
、
い
つ
の
ま
に
か
、
行
基
作
か
ら
光
明
皇
后
モ
デ
ル
へ

と
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。

　

光
明
皇
后
の
姿
を
写
し
た
と
す
る
モ
デ
ル
説
の
縁
起
的
世
界
の
周
辺

を
見
て
み
た
。
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
輻
輳
し
た
伝
承
の
展
開
を
予
測
さ

せ
る
が
、
伝
承
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
は
、
平
安
時
代
ま
で
は
遡
れ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
華
寺
の
十
一
面
観
音
が
光
明
皇
后

の
姿
を
写
し
た
と
す
る
確
固
と
し
た
結
び
付
き
と
し
て
安
定
し
た
の
は
、

一
五
世
紀
ま
で
の
中
世
後
半
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
も
想
像
さ
れ
る
。
八
一

や
和
辻
が
、
そ
こ
か
ら
天
平
時
代
を
幻
想
す
る
た
め
に
は
、
心
許
な
い
伝
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承
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
寺
社
縁
起
の
世
界
の
交
錯
の

中
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
伝
承
世
界
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
近

代
以
前
の
古
寺
巡
礼
を
支
え
る
世
界
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
。
そ
れ
が
、

八
一
や
和
辻
の
世
界
を
成
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
近
代
美
術
史
の
視
野
へ

　

と
は
い
え
、
彼
等
は
、
縁
起
的
な
世
界
が
天
平
時
代
を
幻
視
す
る
た
め

に
は
心
許
な
い
資
料
的
な
あ
や
う
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
自
覚
的

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
明
治
・
大
正
期
に
学
識
を
形
成
し
た
学
者
で
あ
る

彼
等
に
、
縁
起
的
な
世
界
を
素
朴
に
信
じ
る
知
性
は
存
在
し
な
い
。
む
し

ろ
、
彼
等
を
こ
う
し
た
世
界
へ
導
い
た
の
は
、
仏
像
の
形
に
対
す
る
卓
越

し
た
感
受
性
で
あ
っ
た
。

　

八
一
の
歌
は
「
あ
か
き　

く
ち
び
る
」
を
結
句
と
す
る
が
、
施
浴
の
歌

を
含
め
て
彼
の
感
性
は
こ
こ
に
収
斂
す
る
。
和
辻
の
文
章
で
も
朱
の
唇
が

「
ま
づ
」「
飛
び
つ
い
て
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
像
の
造
形
上
の
形
が

彼
等
の
思
考
を
導
い
て
行
く
。
こ
う
し
た
仏
像
を
造
形
と
し
て
捉
え
て
、

形
と
い
う
視
覚
の
印
象
で
捉
え
て
行
く
あ
り
方
は
、
前
近
代
に
お
い
て
は

例
外
で
し
か
な
い

14
。
近
代
に
な
っ
て
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
知
性
に

基
づ
く
仏
像
の
見
方
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
印
象
が
、
在
来
的
な
縁

起
的
な
世
界
を
引
き
寄
せ
て
き
た
と
い
う
の
が
、
彼
等
に
共
通
す
る
感
性

の
有
様
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
生
ま
れ
の
八
一
に
対
し
て
、
和
辻
は
七
歳

の
年
少
で
あ
る
。
和
辻
よ
り
二
歳
年
長
の
美
術
史
学
者
に
児
島
喜
久
雄
が

い
る
。
和
辻
と
児
島
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
精
神
形
成
を
行
い
、
東
京
帝
国
大

学
の
奈
良
へ
の
研
修
旅
行
も
同
道
し
て
い
る
。
児
島
は
東
京
帝
国
大
学
の

美
術
史
学
の
教
授
と
な
り
、
そ
の
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
、
彼
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
学
的
な
態
度
は
、
和
辻
の
み
で
は
な
く
、
や
や
年
長
で

あ
る
八
一
に
も
分
け
持
た
れ
て
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
西
洋
美
術
が

専
門
で
は
あ
る
が
、
日
本
美
術
へ
の
発
言
も
多
く
、
や
や
の
ち
の
こ
と

だ
が
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
に
は
共
編
と
い
う
形
で
『
天
平
彫

刻
』

15
と
い
う
一
書
を
刊
行
し
て
い
る
。　

　

こ
の
書
に
は
児
島
自
身
も
「
天
平
彫
刻
と
様
式
問
題
」
と
い
う
論
文
を

寄
せ
て
い
る
。
児
島
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
西
洋
の
美
学
者
や
美
術
史
学

者
に
言
及
し
な
が
ら
、
自
論
を
展
開
さ
せ
て
行
く
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
フ

リ
ン
そ
の
他
を
引
き
な
が
ら
、
美
術
史
の
課
題
が
視
覚
の
印
象
に
集
約
さ

れ
る
こ
と
を
説
い
て
行
く
。
そ
し
て
、

希
臘
美
術
の
第
一
盛
期
に
も
比
す
べ
き
天
平
前
期
の
代
表
作
た
る
三
月
堂

の
九
像
、
就
中
、
本
尊
と
梵
天
、
帝
釈
の
頭
部
、
額
、
面
角
、
目
、
耳
、
口
、

顎
、
手
等
の
部
分
の
研
究
、
二
天
の
身
体
各
部
の
比
例
、
均
衡
、
衣
紋
等

の
研
究
。
之
等
は
既
に
幾
度
か
反
復
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
夫
れ
か

ら
何
も
明
瞭
な
試
論
に
生
じ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
、
日
本
美
術
史
家
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形
で
述
べ
て
い
る
が
、
西
洋
の

学
術
の
移
入
的
な
咀
嚼
に
基
づ
き
、
ギ
リ
シ
ャ
を
美
の
源
境
と
し
て
、
仏

像
を
彫
刻
と
し
て
部
分
に
分
節
し
、
そ
の
美
的
把
握
を
起
点
と
す
る
思
考

こ
そ
が
、
児
島
の
め
ざ
す
仏
像
に
関
す
る
在
来
の
眼
か
ら
新
た
な
視
野
の

獲
得
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
和
辻
と
も
共
通
す
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
八
一
と
も
ほ
ぼ
共

通
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
た
「
形
」
が
、
逆
に
在
来
的
な
縁
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起
的
世
界
を
呼
び
起
こ
し
た
と
い
う
の
が
、
彼
等
が
結
晶
せ
し
め
た
文
学

世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
形
の
印
象
が
、
史
的
な
共

通
性
と
分
別
性
と
い
う
認
識
に
統
合
さ
れ
た
時
に
、
児
島
の
目
指
す
様
式

史
と
し
て
の
美
術
史
学
と
い
う
視
野
は
成
立
す
る
。
そ
れ
も
和
辻
も
八
一

も
分
け
持
つ
も
の
で
あ
り
、
法
華
寺
十
一
面
観
音
の
官
能
的
な
形
が
平
安

前
期
の
貞
観
期
の
密
教
仏
の
様
式
と
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼

等
の
引
き
寄
せ
て
き
た
美
し
い
縁
起
的
世
界
と
の
矛
盾
を
来
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
で
自
覚
的
で
あ
っ
た
彼
等
の
文
業
は
自
己
矛

盾
の
産
物
と
も
言
え
な
く
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
輝
き
と
後
世
へ

の
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
が
文
学
と
し
て
の
力
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
在
来
の
縁
起
的
世
界
、
い
わ
ば
東
と
、
西
洋
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
美
術
史
的
視
野
で
あ
る
西
と
の
、
弁デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
の
中
に
、
和

辻
の
言
説
、
そ
し
て
、
八
一
の
歌
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
八
一
と
和
辻
の
共
通
性
の
所
以
に
つ
い
て
は
児
島
喜
久
雄

を
補
助
線
に
、
美
術
史
的
な
視
野
と
言
う
こ
と
で
見
て
き
た
が
、
そ
も
そ

も
彼
等
の
そ
う
し
た
視
野
を
形
成
さ
せ
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
期

の
学
問
史
に
踏
み
込
む
準
備
は
当
然
無
い
の
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
に
視

野
を
与
え
て
く
れ
る
仕
事
は
あ
る
。
鈴
木
廣
之
「
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡

礼
』
─
偏
在
す
る
「
美
」
─
」

16
は
、
和
辻
の
言
説
を
形
成
せ
し
め
る
、

明
治
期
に
お
け
る
奈
良
の
「
聖
地
化
」
の
動
き
に
触
れ
る
。
官
僚
九
鬼
隆

一
を
中
心
に
、
岡
倉
覚
三
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
等
に
よ
る
活
動
に
触
れ
る
。
特

に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
等
の
講
演
活
動
に
よ
り
「
奈
良
を
ギ
リ
シ
ャ
に
、
京
都
を

ロ
ー
マ
に
な
ぞ
ら
え
る
修
辞
的
転
用
」
が
な
さ
れ
て
行
く
様
の
分
析
は
興

味
深
い
。
更
に
建
築
史
家
伊
東
忠
太
に
よ
る
法
隆
寺
の
柱
の
中
央
の
ふ
く

ら
み
を
エ
ン
タ
シ
ス
と
す
る
認
識
や
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
東
漸
論
に
も
触
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
視
野
は
和
辻
の
み
で
は
な
く
、
会
津
八
一
の
思
考
を
考
え
る

上
で
も
当
て
は
ま
る
面
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
や
は

り
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
い
う
人
物
の
持
っ
た
影
響
力
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
実
は
、
法
華

寺
十
一
面
観
音
に
対
す
る
認
識
の
原
点
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
『
東
亜
美
術
史
綱
』

17
は
、
そ
の
没
後
の
出
版
で
あ
る

が
、
第
六
章
を
形
成
す
る
「
日
本
に
於
け
る
希
臘
式
仏
教
美
術
」
に
お
い

て
は
、
彼
等
の
認
識
の
原
点
に
な
る
よ
う
な
言
説
が
見
ら
れ
る
。
フ
ェ
ノ

ロ
サ
は
、
聖
武
天
皇
時
代
の
初
期
に
木
彫
に
よ
る
十
一
面
観
音
が
奈
良
の

諸
尊
の
中
で
主
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
れ
等
は

女
性
的
な
資
質
を
顕
著
に
持
つ
と
し
、
エ
フ
ィ
サ
ス
の
ダ
イ
ア
ナ
、
欧
州

「
中
古
」
の
マ
リ
ア
像
な
ど
に
比
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
寺
院
建
築
に
最
熱

心
で
あ
っ
た
聖
武
天
皇
と
そ
の
意
志
を
分
か
つ
「
日
本
国
中
最
美
人
」
と

称
さ
れ
る
光
明
皇
后
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

十
一
面
観
音
の
霊
は
時
々
皇
后
の
御
霊
感
に
触
れ
、
而
し
て
皇
后
は
此
の

如
き
御
霊
感
の
時
に
於
い
て
金
光
を
放
ち
給
へ
り
と
伝
ふ
。
一
般
に
信
ぜ

ら
る
る
所
に
依
れ
ば
、
皇
后
は
御
躬
ら
十
一
面
観
音
彫
刻
の
模
型
と
為
り

た
ま
へ
り
。
今
法
華
寺
に
在
る
十
一
面
観
音
是
れ
な
り
と
云
ふ
。
該
像
が

聖
武
時
代
の
中
期
、
又
は
晩
期
の
も
の
な
る
こ
と
は
明
な
り
。

現
代
の
美
術
史
的
な
知
見
か
ら
も
、
八
一
や
和
辻
の
時
代
の
そ
れ
か
ら
も

か
な
り
に
問
題
を
含
む
史
的
な
認
識
で
あ
り
、
縁
起
的
世
界
の
受
容
に
も

変
形
が
見
え
る
が
、
女
神
と
し
て
の
憧
憬
や
モ
デ
ル
説
な
ど
、
彼
等
の
幻
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想
の
根
本
は
す
で
に
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
存
在
の
大
き
さ

を
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

和
辻
哲
郞
の
『
古
寺
巡
礼
』
に
は
、
ま
さ
に
近
代
古
寺
巡
礼
の
宣
言
と

言
う
べ
き
文
言
が
知
ら
れ
る
。

僕
が
巡
礼
し
よ
う
と
す
る
の
は
古
美
術
に
対
し
て
で
あ
つ
て
、
衆
生
救
済

の
御
仏
に
対
し
て
で
は
な
い
。
も
し
僕
が
仏
教
に
刺
衝
せ
ら
れ
て
起
つ
た

文
化
に
対
す
る
興
味
か
ら
、「
仏
を
礼
す
る
」
心
持
に
な
つ
た
、
な
ど
と

云
つ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
空
言
だ
。
た
と
へ
僕
が
或
仏
像
の
前
で
、
心

底
か
ら
頭
を
下
げ
た
い
心
持
に
な
っ
た
り
、
慈
悲
の
光
に
打
た
れ
て
し
み

じ
み
と
涙
ぐ
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
恐
ら
く
仏
教
の
精
神
を
生
か
し
た

芸
術
の
力
に
ま
ゐ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
宗
教
的
に
仏
に
帰
依
し
た
と
い
ふ

も
の
で
は
な
か
ら
う
。

あ
ま
り
に
も
有
名
な
文
言
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
引
い
て
み
る
な
ら
ば
、
若

書
き
の
ま
ば
ゆ
さ
も
感
ぜ
ら
れ
る
。

　

会
津
八
一
の
場
合
は
、
も
っ
と
余
裕
を
持
っ
た
態
度
で
古
寺
に
対
し
て

い
る
。『
南
京
新
唱
』
の
自
序
で
は
、

わ
れ
奈
良
の
風
光
と
美
術
と
を
酷
愛
し
て
、
其
間
に
徘
徊
す
る
こ
と
す
で

に
い
く
度
ぞ
。
遂
に
或
は
骨
を
こ
こ
に
埋
め
ん
と
さ
へ
お
も
へ
り
。

と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、後
年
『
鹿
鳴
集
』
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
例
言
で
、「
著
者
の
大
和
旅
行
は
、
常
に
美
術
史
学
研
究
の
為
し
た

る
も
、
歌
を
詠
ず
る
時
に
は
、
往
々
寺
伝
民
譚
の
心
易
き
に
興
じ
て
之
に

拠
り
し
も
の
あ
り
。」
と
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
「
法
華
寺
の
本
尊
及
び

温
室
に
対
し
て
光
明
皇
后
を
連
想
し
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。

　

和
辻
の
言
う
古
美
術
に
し
て
も
、
八
一
の
美
術
史
学
に
し
て
も
、
西
洋

的
学
識
に
基
づ
く
知
性
で
あ
る
こ
と
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
う
し

た
知
性
に
よ
る
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
奈
良
の
古
寺
や
古
仏
が
、
千
年
以
上

に
も
渡
る
前
近
代
の
日
本
の
風
土
の
中
で
、
豊
富
な
縁
起
的
世
界
を
蓄
積

し
て
来
た
、
最
た
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
決
し

て
西
洋
的
知
性
に
な
じ
む
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
西

洋
的
知
性
に
よ
り
、
選
択
的
に
突
出
す
る
可
能
性
も
持
ち
、
変
形
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
も
と
も
と
美
術
や
美
術
史
と
い
う

知
性
に
よ
る
古
寺
巡
礼
は
、
矛
盾
を
内
包
し
た
世
界
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
が
文
学
と
し
て
表
現
さ
れ
た
時
、
東
と
西
と
の

弁デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
が
逆
に
魅
力
と
し
て
生
じ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
八
一
の
法
華
寺
十
一
面
観
音
の
歌
を
考
え
て
み
た
。

　

和
辻
哲
郎
を
媒
介
に
、
か
な
り
大
風
呂
敷
を
広
げ
た
よ
う
な
展
開
と

な
っ
た
が
、
八
一
の
歌
集
『
南
京
新
唱
』
全
体
の
中
に
こ
の
考
察
を
戻
し

た
時
に
、
こ
こ
で
見
て
来
た
こ
と
は
、
全
体
の
説
明
と
は
な
り
得
な
い
と

い
う
読
後
感
は
未
だ
担
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
近
代
古
寺
巡
礼
の

持
っ
て
い
る
他
の
側
面
の
存
在
の
示
唆
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
ノ
ー
ト

は
終
わ
る
が
、
更
に
稿
を
継
ぎ
考
え
て
み
た
い
。
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注

（
１
）
こ
の
こ
と
の
私
な
り
の
ス
ケ
ッ
チ
を
、
村
尾
誠
一
「
古
寺
巡
礼
の
近
代
」（
和
歌

文
学
大
系
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
／
鹿
鳴
集
』
明
治
書
院
・
二
〇
〇
五
年
・
月
報
）
に
、

や
は
り
会
津
八
一
を
中
心
に
示
し
て
お
い
た
。

（
２
）
会
津
八
一
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、『
会
津
八
一
全
集
』（
中
央
公
論
社
・

一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。
歌
の
表
記
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
３
）
詳
細
な
像
容
お
よ
び
写
真
に
つ
い
て
は
、『
大
和
古
寺
大
観
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
・

一
九
七
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
「
し
し
む
ら
を
」
の
歌
に
即
し
た
犀
利
な
指
摘
が
、
中
西

亮
太
「「
南
京
新
唱
」
ノ
ー
ト
（
四
）」（『
笛
』
五
ノ
一
・
一
九
九
八
年
五
月
）
に
あ
る
。

「
し
し
む
ら
」
と
い
う
語
と
、『
日
本
霊
異
記
』
に
あ
る
光
明
皇
后
と
実
忠
と
の
夢
中

で
の
契
の
説
話
と
の
関
連
か
ら
、
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）『
古
寺
巡
礼
』
は
現
在
も
岩
波
書
店
か
ら
引
き
続
き
刊
行
さ
れ
広
く
読
ま
れ
て
い

る
が
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
に
大
き
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で

の
引
用
は
そ
れ
以
前
の
版（
昭
和
三
年（
一
九
二
八
）版
で
、大
正
一
三
年（
一
九
二
四
）

の
小
さ
な
改
訂
は
あ
る
）
に
よ
る
。

（
６
）
町
田
甲
一
『
大
和
古
寺
巡
歴
』（
有
信
堂
高
文
社
・
一
九
七
六
年
）
な
ど
。

（
７
）『
亀
井
勝
一
郎
全
集
』（
講
談
社
・
一
九
七
一
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
亀
井
に
は
光

明
皇
后
を
論
じ
る
文
章
に
『
美
貌
の
皇
后
』（
新
潮
社
・
一
九
五
〇
年
）
な
ど
も
あ
る
。

（
８
）
次
の
ノ
ー
ト
も
含
め
『
堀
辰
雄
全
集
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
七
～
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
９
）
縁
起
類
の
参
照
・
引
用
は
以
下
に
よ
る
。

　
　
　
『
建
久
御
巡
礼
記
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

　
　
　
『
興
福
寺
濫
觴
記
』（『
大
日
本
仏
教
全
書　

寺
誌
叢
書
三
』）

　
　
　
『
興
福
寺
流
記
』（『
大
日
本
仏
教
全
書　

興
福
寺
叢
書
一
』）

　
　
　
『
諸
寺
建
立
次
第
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

　
　
　
『
法
華
滅
罪
寺
縁
起
』（『
大
和
古
寺
大
観　

五
』）

　
　
　

菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

　
　
　
『
七
大
寺
日
記
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

（
10
）
阿
部
泰
郞
『
湯
屋
の
皇
后

─
中
世
の
性
と
聖
な
る
も
の

─
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
・
一
九
九
八
年
）

（
11
）『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
大
東
出
版
・
一
九
八
五
年
版
）
に
よ
る
。

（
12
）
注
（
３
）
に
前
掲
。

（
13
）
施
浴
の
伝
承
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
郞
（
前
掲
書
）
も
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た

だ
し
、
文
言
は
逐
一
一
致
は
し
な
い
。

（
14
）
そ
の
例
外
が
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』『
七
大
寺
日
記
』
の
著
者
大
江
親
通
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
が
、
形
へ
の
興
味
は
あ
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
根
本
的
に
は
異
な
る

も
の
が
あ
り
、
縁
起
的
信
仰
的
な
世
界
が
支
え
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
前

近
代
の
一
般
的
な
巡
礼
の
あ
り
方
の
範
囲
に
収
ま
る
。

（
15
）
児
島
喜
久
雄
他
編
『
天
平
彫
刻
』（
生
活
百
科
刊
行
会
・
一
九
五
四
年
版
に
よ
る
が
、

原
版
は
小
山
書
店
の
も
の
で
あ
る
）

（
16
）
鈴
木
廣
之
「
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』

─
偏
在
す
る
「
美
」

─
」（『
美
術
研

究
』
三
七
九
号
・
二
〇
〇
三
年
三
月
）

（
17
）
有
賀
長
雄
訳
の
創
元
社
版
（
一
九
四
七
年
）
に
よ
る
。
そ
も
そ
も
本
書
は
、

一
九
一
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
、“Epochs of C

hinese &
 Japanese art, an outline 

history of East A
siatics design” (W

.H
einem

ann 1912 London) 

と
し
て
刊
行
さ
れ

た
。
日
本
で
は
有
賀
の
訳
で
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
記
念
会
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
森
東
吾
に
よ
る
新
訳
が
『
東
洋
美
術
史
綱
』（
東
京
美
術
・

一
九
七
六
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

１
　
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
「
西
」
と
「
東
」

　

Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
、
今
で
は
古
典
と
な
っ
て
い
る
『
黒
人

の
た
ま
し
い
』（
一
九
〇
三
）
で
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
の
二
重
性
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
と
黒
人
で
あ
る
こ
と
。
二
つ
の
魂
、
二
つ

の
思
想
、
二
つ
の
調
和
す
る
こ
と
な
き
向
上
へ
の
努
力
、
そ
し
て
一
つ
の

黒
い
身
体
の
な
か
で
た
た
か
っ
て
い
る
二
つ
の
理
想
」（
16
）。

　
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
歴
史
は
、こ
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
と
Ｗ
・
Ｅ
・

Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
生
き
る
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
か
か
わ
る
「
西
」
と
「
東
」
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

ハ
ー
レ
ム
、
シ
カ
ゴ
の
サ
ウ
ス
サ
イ
ド
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
の
ワ
ッ
ツ

地
区
な
ど
地
域
性
を
備
え
つ
つ
地
理
空
間
を
離
れ
て
存
在
す
る
「
黒
人
社

会
」
と
、
内
で
あ
り
外
で
あ
る
「
ア
メ
リ
カ
社
会
」
と
い
う
二
重
性
の
中

に
読
み
取
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
ア
メ
リ
カ
市
民
」
で
あ
り
「
ア
フ
リ

カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
」
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
の
中
に
存
在
す
る
。

　

二
〇
世
紀
初
め
の
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
魂
か
ら
の
叫
び
は
、「
な

ぜ
神
さ
ま
は
、
私
を
自
分
の
家
の
な
か
で
除
け
者
に
し
た
り
、
ま
た
よ
そ

も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
」（
15
）
と
い
う
果
て
し
な
く
解
答
不
可
能

な
問
い
か
け
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
百
年
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
状
況
は
変
わ
っ
た
の
か
。

　
『
黒
人
の
た
ま
し
い
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
六
〇
年
あ
ま
り
経
っ
た

一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
、
か
れ
ら
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
、
公
民

権
法
の
成
立
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
市
民
と
し
て
の
権
利
、
と
り
わ
け
投
票

権
の
確
立
に
よ
る
政
治
参
加
へ
の
保
証
を
獲
得
し
た
。
け
れ
ど
も
今
日
に

い
た
る
ま
で
、
か
れ
ら
が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る

現
実
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
ア
メ
リ
カ
人
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

か
つ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
黒
人
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

下
と
見
な
さ
れ
差
別
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
社
会
で
あ
っ
た
が
、
か
れ

ら
は
今
日
、
十
分
に
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
第

三
十
五
代
大
統
領
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
の
子
孫
で
あ
る
Ｊ
・
Ｆ
・
ケ

ネ
デ
ィ
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系

移
民
へ
の
差
別
は
、「
奴
隷
の
よ
う
だ
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
奴
隷
制

度
の
も
と
に
お
け
る
奴
隷
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
宿
命
と
は
お
の
ず
か
ら
違
っ
て
い
る
。

　

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
同
じ
「
少
数
グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
ア
メ

リ
カ
社
会
の
そ
の
他
の
民
族
集
団
と
比
較
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

だ
が
何
よ
り
も
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
は
、
そ
の
人
口
数
に
お
い
て
一
割

半
強
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
的
制
度
に
よ
っ
て

人
間
性
剥
奪
と
い
う
境
遇
を
強
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
特
殊
な
状
況
が
、

ニ
ュ
ー
・
プ
リ
マ
ー
と
し
て
の
「
ピ
コ
ー
ラ
」
─
ト
ニ
･
モ
リ
ス
ン
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒　

こ
の
み
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他
の
民
族
集
団
と
か
れ
ら
の
存
在
を
異
な
る
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
の
差

異
を
認
識
し
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
か
か
わ
る
「
東
」

と
「
西
」
を
か
れ
ら
の
言
語
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
し
、
ト
ニ
・
モ
リ
ス

ン
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』（
一
九
七
〇
）
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
の
言
語
」

の
意
味
を
探
求
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

２
　
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク

　

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
二
重
性
、
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
曖
昧

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
言
語
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
い
る
の

が
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
「『
真
実
』
を
構
築
す
る
・
演
じ
る

─

ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
チ
・
ア
ク
ト
」（
二
〇
〇
二
）
で
あ
る

１
。

　

こ
れ
ま
で
に
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ラ
ン
グ
」、
あ
る
い
は
比
較
的
最
近
で

は
「
エ
ボ
ニ
ッ
ク
ス
」、
と
し
て
「
黒
人
英
語
」
を
捉
え
、
否
定
的
に
特

質
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
二
一
世
紀
の
今
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
そ

れ
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
と
命
名
し
、
ア
メ
リ
カ
の
言
語
に
お
け

る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
的
言
語
行
為
の
文
化
的
意
味
を
探
っ
て
い

る
。

　
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
と
は
英
語
の
言
語
学
的
分
析
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
そ
れ
を
「
文
化
的
に
質
を
高
め
、

『
一
つ
の
真
実
』
を
伝
達
す
る
目
的
意
識
」
を
表
象
す
る
言
語
で
あ
る
と

定
義
す
る
。
こ
こ
で
ブ
ラ
ウ
ン
は
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
を
援
用
し
、「
ブ

ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
は
「
単
一
性
言
語
」
で
は
な
く
、「
対
話
的
言
語
」

で
あ
る
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
「
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」（
216
）
を
主
張
す

る
ア
メ
リ
カ
の
標
準
英
語
は
、
詩
と
小
説
の
言
語
を
分
析
し
た
バ
フ
チ
ン

の
考
察
に
し
た
が
え
ば
「
求
心
的
」
で
あ
り
、
二
声
的
で
も
多
声
的
（
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
）
で
も
な
く
、
偏
見
の
な
い
「
一
つ
の
真
実
」
を
効
果
的
に

伝
達
す
る
言
語
に
は
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
ブ
ラ
ウ
ン
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」

が
「
一
つ
の
真
実
」
を
効
果
的
に
伝
達
す
る
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
決
し
て
「
究
極
的
な
真
実
」、
い
わ
ば
大
文
字
の
真
実
を
伝
達
す

る
言
語
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
ブ
ラ
ッ

ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
馴
染
み
の
「
方
言
」
の
一
つ
で

あ
り
、「
言
語
行
為
」
で
あ
る
と
ブ
ラ
ウ
ン
は
主
張
す
る
。
こ
こ
で
使
わ

れ
て
い
る
英
語
の
「
ダ
イ
ア
レ
ク
ト
」
も
、
日
本
語
の
「
方
言
」
も
誤
解

を
招
く
用
語
で
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
「
表
現
体
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
の
行
為
は
、
こ
れ
ま
で
声
を
失
っ
て
い
た

「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
に
文
化
的
体
験
を
想
起
さ
せ
記
憶
さ
せ
る
と
と
も

に
、
そ
の
結
果
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
英
語
を
重
層
的
に
構
築
す
る
こ
と
へ

向
か
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
英
語
・
文
化
の
構
築
の
行
為

を
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
作
家
が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
女
性
作

家
と
し
て
初
め
て
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
授
与
さ
れ
た
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
で

あ
る
。

３
　
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
と
し
て
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
第
一
作
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
に
お
い
て
、「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
存
在
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
は

ま
さ
に
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
の
行
為
の
実
践
で
あ
っ
た
。
モ
リ
ス

ン
は
、
こ
れ
ま
で
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
き
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
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女
た
ち
の
心
理
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
日
常
的
営
み
の
な
か
で
の
ア
フ
リ

カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
へ
の
、
そ
し
て
そ
の
女
た
ち
へ
の
差
別
の
構
造
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
作
品
の
構
造
的
な
特
質
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
枠
を
担
う
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
を
「
枠
小
説
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
各
章
の
冒

頭
に
は
ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
科
書
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」

読
本
の
断
片
が
置
か
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
冒
頭
を
修
飾
す
る
ば
か
り

で
は
な
い
。「
枠
小
説
」
と
し
て
こ
の
作
品
の
構
造
の
一
部
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
作
品
内
容
と
深
く
関
わ
っ
て
、
い
わ
ば
こ
の
作
品
解
釈
の

基
本
を
成
し
て
い
る
。

　

そ
の
冒
頭
の
断
片
に
注
目
し
、
ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
科
書
・
読
本
と
主

軸
と
な
る
物
語
と
の
関
連
性
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
青
い
目
が

ほ
し
い
』
と
い
う
作
品
全
体
が
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
の
行
為
で

あ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

一
九
三
一
年
か
ら
六
五
年
に
か
け
て
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
使
わ

れ
た
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
は
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ

の
子
供
た
ち
が
そ
の
人
生
に
お
い
て
最
初
に
接
す
る
英
語
の
教
科
書
で

あ
っ
た
。
最
初
に
学
ぶ
国
語
の
教
科
書
は
人
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
。
多
く
の
小
学
校
が
こ
の
教
科
書
を
採
用
し
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
、

ま
た
こ
の
教
科
書
が
三
〇
年
以
上
の
長
い
期
間
、
ア
メ
リ
カ
の
子
供
た
ち

に
英
語
を
教
え
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
か
れ
ら
の
言
語
的
行
為
・
文
化

的
行
為
に
こ
の
教
科
書
が
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
も
そ
れ
ほ

ど
的
を
外
れ
て
は
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
は
日
本
の
よ
う
な
教
科
書
検
定

制
度
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
読
本
が
「
政
治
性
」
も
な
く

単
純
に
英
語
と
い
う
言
葉
の
み
を
教
え
る
教
科
書
で
あ
る
と
い
う
主
張

は
成
り
立
た
な
い
。

　

一
般
的
に
そ
の
国
の
国
語
読
本
は
直
接
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
表
明

す
る
の
で
は
な
い
が
、
読
本
を
貫
く
物
語
を
通
し
て
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の

う
ち
に
読
者
（
生
徒
）
の
意
識
構
造
を
作
り
上
げ
、
あ
る
い
は
変
化
さ
せ

て
い
く
。
表
面
上
は
「
非
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
で
あ
る
こ
と
が
ま
さ
し
く

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
な
る
の
は
、
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
「
非
政
治
的
で
あ

る
こ
と
は
想
像
し
う
る
か
ぎ
り
も
っ
と
も
明
ら
か
に
政
治
的
な
姿
勢
で

あ
る
」

２
と
断
言
し
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
で
は
、
ま
ず
第
一
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

あ
る
「
ア
メ
リ
カ
の
理
想
の
家
庭
像
」
が
そ
の
読
者
へ
刻
印
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
教
科
書
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
小
学
一
年

生
を
対
象
に
し
た
最
初
の
読
本
で
あ
る
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ

ン
」
が
、
ア
メ
リ
カ
の
子
供
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
植
え
つ

け
た
よ
う
に
、
日
本
の
国
語
教
科
書
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
無
縁
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
検
定
制
度
の
も
と
に
あ
る
日
本
の
義
務
教

育
に
お
け
る
教
科
書
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ

ず
、
政
治
・
歴
史
の
教
科
書
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
本
来
、
言
葉
を
学
ぶ

教
科
書
で
あ
る
読
本
、
国
語
教
科
書
が
す
で
に
国
家
の
政
策
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
。「
国
語
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
じ
た
い
に
す
で
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
作
用
し
て
い
る
。
あ
る
日
本
人
の
間
に
お
い
て
「
神
の
国
」
と
い

う
発
想
が
死
滅
し
て
い
な
い
の
は
、
最
初
に
刻
印
さ
れ
た
国
語
教
科
書
の

影
響
が
潜
在
意
識
に
残
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
国
語
教
科
書
に
つ

い
て
の
研
究
は
近
年
盛
ん
だ
が
、入
江
曜
子
著
『
日
本
が
「
神
の
国
」
だ
っ

た
時
代

─
国
民
学
校
の
教
科
書
を
よ
む
』（
二
〇
〇
一
）は
、い
か
に「
神
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の
国
」
思
想
が
教
科
書
を
通
し
て
浸
透
し
た
か
を
分
析
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
一
八
八
六
年
に
教
科
書
検
定
制
が
敷
か
れ
て
以
来
、
最

初
の
四
回
の
国
定
教
科
書
改
定
は
す
べ
て
対
外
戦
争
に
勝
利
し
た
と
き

で
あ
り
、
第
五
回
目
は
一
九
四
一
年
三
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
国
民
学
校

令
に
伴
い
改
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
戦
争
と
い
う
国
家

的
事
業
と
深
く
関
わ
っ
て
改
定
が
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
家
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
教
科
書
作
成
は
切
り
離
せ
な
い
。

　

戦
前
に
行
わ
れ
た
最
後
の
改
定
は
、
戦
争
へ
突
入
し
て
い
く
日
本
が

天
皇
を
中
心
に
据
え
た
思
想
基
盤
を
築
く
た
め
に
行
う
「
皇
民
教
育
」

の
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
。
国
民
学
校
は
一
九
四
一
年
か
ら
始
ま

り
、
最
初
の
一
年
生
が
卒
業
す
る
六
年
後
の
一
九
四
八
年
に
廃
止
に
な

る
。
一
九
四
五
年
の
敗
戦
を
迎
え
て
、
そ
の
教
科
書
は
軍
国
主
義
時
代
の

過
去
の
遺
物
と
み
な
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
日
本
が
「
神
の
国
」
だ
っ

た
時
代
』
に
よ
れ
ば
、
戦
後
第
六
期
の
教
科
書
改
定
に
は
第
五
期
の
教
科

書
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
が
残
り
、
そ
れ
が
戦
後
半
世
紀
以
上
も
続
く
い
わ
ゆ

る
「
教
科
書
問
題
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
。
今
日
で
も
「
こ
の

皇
民
教
育
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
地
下
水
脈
と
な
っ
て
」（
５
）
い
る
と
著

者
は
主
張
す
る
。
そ
れ
が
「
神
の
国
」
と
い
う
発
想
を
温
存
さ
せ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
子
供
時
代
に
国
語
教
科
書
を
通
し
て
刷
り
込
ま
れ
た
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
、
そ
の
個
人
の
精
神
的
基
盤
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

八
〇
年
代
以
降
に
注
目
を
浴
び
た
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ

ン
」
読
本
の
分
析
・
研
究
に
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
犠

牲
者
と
し
て
の
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン

─
子
供
読
本
に
お
け

る
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
』（
一
九
七
二
）
が
一
つ
の
例
で
、
こ
の
本
で

は
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
を
出
版
し
た
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ォ

ア
ー
ズ
マ
ン
会
社
の
教
科
書
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
出
版
社
に
よ
る

読
本
を
含
め
た
合
計
一
三
四
冊
の
小
学
読
本
を
対
象
に
、
男
女
の
性
差
の

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
い
か
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て
い

る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
教
科
書
を
通
し
て
生
み
出
さ

れ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
分
析
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
「
国
語
教
科
書
」
が
、
そ
の
歴
史
の
中
で
い
か

に
生
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

４
　
ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
マ
ー
・「
国
語
教
科
書
」

　　

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
歴
史
的
に
も
っ
と
も
影
響
力
の
あ
っ
た
英
語
教

科
書
は
、「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
を
お
い
て
他
に
な
い
。

「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
は
ボ
ス
ト
ン
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ

ン
・
ハ
リ
ス
（
一
六
七
三
─
一
七
二
八
）
に
よ
っ
て
一
六
八
九
年
頃
に
刊

行
さ
れ
て
以
来
、
一
九
〇
〇
年
ま
で
二
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ

３
、

控
え
め
に
見
積
も
っ
て
六
百
万
部
が
印
刷
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

４
。

ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
時
代
か
ら
建
国
の
時
代
を
経
て
、
二
〇
世
紀
に
入
る

ま
で
何
百
年
と
い
う
長
期
間
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
た
初
級
読
本
が
、
ア
メ

リ
カ
人
の
精
神
構
造
に
与
え
た
影
響
が
浅
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
。

　
「
プ
リ
マ
ー
」
で
は
聖
書
の
物
語
に
基
づ
い
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
教

え
ら
れ
、
聖
書
の
十
戒
が
英
語
の
文
章
構
造
の
理
解
と
作
文
能
力
の
養
成

の
例
に
挙
げ
ら
れ
、
教
義
問
答
が
英
語
の
み
な
ら
ず
道
徳
の
教
え
と
と
も

に
模
範
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
教
科
書
で
ア
メ
リ
カ

の
子
供
た
ち
は
英
語
を
学
習
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
教
科
書
を
通
し
て
学

校
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
い
た
教
育
を
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受
け
た
の
で
あ
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
の
教
育
シ
ス
テ
ム
は
聖
書
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
り
、

人
間
の
（
恣
意
的
な
）
知
性
に
で
は
な
か
っ
た
」

５
と
い
う
ヴ
ォ
ー
ン
・

シ
ャ
ッ
ツ
ア
ー
の
、「
聖
書
教
育
」
に
よ
っ
て
よ
り
よ
き
教
育
を
施
し
て

き
た
と
い
う
意
見
は
、
そ
の
前
半
に
お
い
て
は
事
実
で
あ
る
。
合
衆
国
憲

法
は
、「
権
利
の
章
典
」
と
呼
ば
れ
る
憲
法
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
、「
国

教
を
樹
立
し
、
も
し
く
は
自
由
な
宗
教
活
動
を
禁
止
」
す
る
法
律
を
制
定

し
て
は
な
ら
な
い
と
信
教
の
自
由
を
保
証
し
て
い
る
が
、
現
実
生
活
に
お

い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ア
メ
リ
カ
人
の
精
神
的
土
壌
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
他
の
聖
典
や
他
の
宗
教
が
入
り
込
む
余
地
は
な
か
っ
た
。
憲

法
に
お
け
る
「
自
由
な
宗
教
活
動
」
の
保
証
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
異
な

る
宗
派
の
活
動
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
の
宗
教
を
想
定
し
て
は

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
精
神
的
基
盤
の
育
成
に
、
初
級

読
本
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
の
役
割
が
き
わ
め
て
大

き
か
っ
た
こ
と
は
異
論
の
余
地
が
な
い
。

　
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
は
、
歴
史
的
な
意
味
を
担
っ

て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
教
科
書
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
ア
メ
リ

カ
ン
・
プ
リ
マ
ー
」、「
ボ
ス
ト
ン
・
プ
リ
マ
ー
」
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ン
・

ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
教
科
書
群
が
、
少

な
く
見
積
も
っ
て
、
一
九
世
紀
前
半
ま
で
に
四
百
万
部
と
い
う
部
数
で
印

刷
さ
れ
て
い
る

６
。
こ
れ
ら
の
教
科
書
も
ま
た
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
・
プ
リ
マ
ー
」
と
同
様
に
、
英
語
の
習
練
と
同
時
に
「
宗
教
教
育
」
を

目
指
し
て
い
た
の
で
あ
り

７
、ア
メ
リ
カ
の
初
級
読
本
の
第
一
目
的
は
「
宗

教
教
育
」
を
前
面
に
出
し
な
が
ら
英
語
を
教
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
初
級
読
本
は
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
キ

リ
ス
ト
教
的
道
徳
観
が
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
は
ア
メ
リ
カ
文
化
が
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
も
含
め

て
「
女
性
化
」
し
た
時
代
だ
っ
た
と
い
う
考
察
は
歴
史
家
の
ア
ン
・
ダ

グ
ラ
ス
に
よ
る
が

８
、
私
は
こ
の
時
代
を
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
に
し
た

「
ホ
ー
ム
（
家
庭
）
信
仰
」
が
発
展
し
た
時
代
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

一
八
七
五
年
頃
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
、
信

仰
の
度
合
い
を
教
義
や
戒
律
の
遵
守
に
よ
っ
て
計
る
よ
り
も
、「
家
庭

道
徳
・
市
民
の
責
任
・
世
間
的
つ
き
合
い
と
し
て
の
教
会
礼
拝
へ
の
参

加
」（
６
）
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
教
会
の
「
家
庭
化
」
あ
る
い
は
「
市
民
化
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
良
き
家
庭
人
で

あ
っ
た
。
そ
の
社
会
的
単
位
を
構
成
す
る
た
め
に
結
婚
は
必
然
で
あ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
の
女
た
ち
に
と
っ
て
は
「
家
庭
の
天
使
」
に
な
る
こ
と
が

人
生
の
目
標
で
あ
り
理
想
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
理
想
の
追
求

の
た
め
に
は
結
婚
が
必
然
の
過
程
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
結
婚
制
度
が
よ

り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
ウ
夫
人
の
『
牧
師
の

求
婚
』（
一
八
五
九
）
や
『
妻
と
私
』（
一
八
七
一
）
は
、
ま
さ
に
一
九
世

紀
の
家
庭
の
あ
り
か
た
を
描
い
た
文
学
作
品
で
、
ア
メ
リ
カ
の
女
た
ち
は

こ
の
よ
う
な
作
品
の
女
主
人
公
の
人
生
と
自
分
の
人
生
を
重
ね
、
あ
る
い

は
比
較
し
な
が
ら
理
想
を
思
い
描
い
て
自
分
の
姿
を
映
し
出
し
、
作
り
上

げ
よ
う
と
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ノ
ヴ
ェ
ル
が
隆
盛
を
見
る
一
九
世
紀

半
ば
は
、
小
説
の
主
人
公
も
ま
た
「
女
性
化
」
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ

は
外
の
世
界
を
志
向
す
る
よ
り
、
家
庭
を
強
調
す
る
も
の
に
な
っ
た
。

一
八
四
〇
年
代
に
は
聖
職
者
の
偉
人
伝
が
人
気
を
博
し
て
い
た
と
い
う

が
、
女
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
伝
記
を
執
筆
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
描
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写
の
重
点
は
家
庭
の
内
部
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
ユ
ニ
テ
リ
ア

ン
派
や
会
衆
派
の
牧
師
の
娘
や
妻
、
友
人
の
記
す
回
想
記
の
主
眼
は
、
家

庭
を
舞
台
に
し
て
家
庭
内
の
こ
と
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
」（
229
）と
ア
ン
・

ダ
グ
ラ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
は
家
事
や
マ
ナ
ー
・
育
児
に
関

す
る
「
ハ
ウ
ツ
ー
文
学
」、
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
・
リ
テ
ラ
チ
ュ
ア
（
人
生
相

談
文
学
）
が
盛
ん
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
「
ア
ド
ヴ
ァ

イ
ス
」
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
の
主
婦
の
理
想
像
、
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
の
あ

る
べ
き
姿
が
読
者
へ
具
体
的
に
刻
印
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
半
ば
は
「
母
親
の
帝
国
」

９
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、

初
級
読
本
の
教
授
法
と
母
親
の
役
割
の
歴
史
を
記
述
し
て
い
る
の
が
、
パ

ト
リ
シ
ア
・
ク
レ
イ
ン
の
『
A
の
物
語

─
「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・

プ
リ
マ
ー
」
か
ら
「
緋
文
字
」
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
化
』

（
二
〇
〇
〇
）
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
著
者
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
習
得
・
教
育
が
母
親
あ
る
い
は
女
教
師
た
ち
に
任
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
、
英
語
教
育
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
役
割
を

論
じ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
女
子
の
識
字
率
は
一
七
八
〇
年
頃
か
ら
一
八
四
〇
年
頃

ま
で
に
二
倍
に
高
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

10
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
変

化
の
な
か
で
、「
国
民
の
識
字
に
関
し
て
女
た
ち
は
読
者
・
作
家
・
生
徒
・

教
師
と
し
て
ま
す
ま
す
中
心
的
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
」

11
と
ク
レ

イ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
小
さ
な
子
供
た
ち
に
英
語
を
教
え
る
と
い
う
基
本

作
業
を
母
親
が
担
い
な
が
ら
、
母
親
は
「
母
親
の
声
と
身
体
」（
104
）
も

教
え
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
は
母
親
の

姿
、
そ
の
理
想
像
を
描
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

リ
デ
ィ
ア
・
マ
リ
ア
・
チ
ャ
イ
ル
ド
は
『
母
親
の
本
』
の
な
か
で
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
学
習
に
際
し
て
の
母
親
の
心
構
え
に
関
し
て
次
の
よ
う

に
助
言
し
て
い
る
。

　
「
子
供
が
新
し
い
単
語
を
綴
る
こ
と
が
で
き
た
ら
キ
ス
を
し
て
や
り
な

さ
い
。
サ
ー
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ウ
エ
ス
ト
は
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。
幼

い
妹
の
似
顔
絵
を
描
い
て
母
親
に
見
せ
た
と
き
に
母
親
は
た
っ
ぷ
り
ほ

め
て
キ
ス
を
し
て
く
れ
た
。『
あ
の
キ
ス
が
私
を
画
家
に
し
た
の
で
す
』

と
」

12
。　

　

説
明
よ
り
も
何
よ
り
も
幼
い
子
供
に
と
っ
て
は
母
親
の
「
微
笑
み
と
渋

い
顔
」
が
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ
の
人
生
に
影
響

す
る
印
象
を
残
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
教
育
を
通
し
て
母
親
あ
る
い
は
女

教
師
た
ち
は
子
供
た
ち
に
し
つ
け
や
道
徳
を
教
え
込
む
。
こ
の
よ
う
な
初

期
の
教
育
が
人
格
形
成
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

一
九
世
紀
の
母
親
の
存
在
は
人
間
を
越
え
て
、
時
代
の
人
類
の
教
育
を

担
う
神
に
近
い
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
理
想
化
し
た
の
が

「
家
庭
の
天
使
」
と
い
う
呼
び
か
た
で
あ
っ
た
。
ま
た
母
親
の
声
は
「
新

し
い
イ
ヴ
の
声
」

13
で
あ
る
と
し
て
、
母
親
像
を
原
人
ア
ダ
ム
に
連
れ
そ

う
イ
ヴ
に
た
と
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
子
供
に
周
囲
の
物
の
名
前
を
教

え
、
綴
り
字
を
教
え
る
母
親
は
、「
そ
の
声
の
音
に
よ
っ
て
世
界
の
あ
ら

ゆ
る
物
を
母
親
の
権
威
の
も
と
に
引
き
寄
せ
る
の
で
あ
る
」（
125
）
と
ク

レ
イ
ン
は
語
る
。
母
親
が
教
え
る
教
科
書
の
な
か
の
物
語
は
、
も
は
や
聖

書
物
語
で
は
な
く
世
俗
の
物
語
な
の
だ
が
、
母
親
の
言
葉
が
神
の
存
在
を

認
識
さ
せ
、
神
は
い
つ
い
か
な
る
と
き
に
お
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見

渡
し
て
い
る
と
い
う
言
葉
に
呪
縛
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
子
供
は
母
親

の
「
微
笑
み
と
渋
い
顔
」
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
母
親
の
教
え
る
「
全
知

全
能
の
神
の
目
」
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
プ
リ
マ
ー
の
教
授
を
通
し
て
母
親

の
存
在
が
子
供
た
ち
に
強
く
認
識
さ
れ
、
子
供
た
ち
の
心
理
を
深
く
支
配
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す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
女
性
雑
誌
の
編
集
者
で
作
家
の
セ
ア
ラ
・

ヘ
イ
ル
は
、「
精
神
高
潔
な
模
範
と
し
て
の
レ
デ
ィ
の
役
割
」

14
と
い
う

表
現
で
家
庭
に
お
け
る
夫
と
妻
の
役
割
分
担
を
定
義
し
、
金
銭
を
稼
い
で

く
る
夫
に
対
し
て
金
銭
に
は
手
を
染
め
な
い
妻
の
立
場
の
精
神
的
優
越

性
を
主
張
す
る
。
い
っ
ぽ
う
一
九
世
紀
半
ば
の
教
会
で
は
、
女
の
教
会
員

が
多
数
に
な
っ
た
と
い
う
資
料
の
数
々
を
ダ
グ
ラ
ス
は
『
ア
メ
リ
カ
文
化

の
女
性
化
』
の
な
か
で
紹
介
し
て
い
る
。
ス
ト
ウ
夫
人
の
弟
で
牧
師
の
ヘ

ン
リ
ー
・
ウ
ォ
ー
ド
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
は
女
性
信
者
を
集
め
る
の
で
有
名
に

な
っ
た
牧
師
で
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
ロ
ー
レ
ン
ス

バ
ー
グ
に
創
立
し
た
最
初
の
教
会
で
は
女
の
教
会
員
は
一
九
名
で
男
は

一
名
だ
っ
た
と
い
う

15
。
け
れ
ど
も
い
か
に
女
の
信
者
が
増
え
、
礼
拝
に

出
席
す
る
の
は
女
の
勤
め
で
あ
る
か
の
よ
う
な
世
間
的
習
慣
が
根
付
い

て
い
っ
た
と
は
い
え
、
教
会
の
重
大
事
を
決
定
す
る
議
決
権
は
常
に
男
が

握
っ
て
い
た
こ
と
も
ダ
グ
ラ
ス
は
忘
れ
ず
に
指
摘
す
る
。
女
性
の
権
利
を

主
張
す
る
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
時
代
だ
っ
た
が
、
聖
職
者
た
ち

は
女
が
政
治
的
平
等
を
獲
得
す
る
こ
と
に
は
断
固
と
し
て
反
対
し
て
い

た
。
教
会
が
女
た
ち
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
女
が
聖
職
者
の
地
位
に
つ
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味

で
は
い
か
に
ア
メ
リ
カ
文
化
が
「
女
性
化
」
し
た
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ

の
女
に
対
す
る
政
治
的･

社
会
的
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
か
っ
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
父
権
制
社
会
の
精
神
土
壌
が
ア
メ
リ
カ
社

会
の
根
底
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

学
校
で
使
用
さ
れ
る
読
本
は
、
英
語
を
教
え
る
こ
と
に
そ
の
第
一
目

的
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
基
盤
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
父
権
制
度
を
教
え
る
こ
と
に
も
重
要
な
役
割
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
は
、

二
〇
世
紀
を
迎
え
て
も
は
や
支
配
的
な
英
語
教
科
書
で
は
な
く
な
っ
て

い
た
が
、
初
級
読
本
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
は
、
ア
メ

リ
カ
社
会
の
基
本
的
な
精
神
の
構
築
に
か
か
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
っ

た
。

５
　「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
を
詳
説
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
背
後
で
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
働
い
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は

こ
の
教
科
書
で
英
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
生
み
出
さ
れ
強
調
さ
れ
た
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
が
構
想
さ
れ
た
の
は
、
そ

れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
教
科
書
へ
の
反
省
か
ら
で
あ
っ
た
。
文
字
を
暗
記

さ
せ
、
難
解
な
文
章
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
そ
れ
ま

で
の
言
語
教
育
か
ら
、
も
っ
と
身
近
な
人
物
・
出
来
事
・
経
験
を
取
り
入

れ
て
、
子
供
た
ち
に
馴
染
み
や
す
い
題
材
を
扱
っ
た
読
本
に
す
る
こ
と
が

目
標
の
一
つ
だ
っ
た
。
視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
い
教
科
書
も
ま
た
目
標
の

一
つ
で
、
ふ
ん
だ
ん
に
絵
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　

　

教
科
書
作
成
チ
ー
ム
に
は
、
教
師
ば
か
り
で
な
く
、
編
集
者
・
作
家
・

心
理
学
者
な
ど
が
入
っ
て
い
た
が
、
主
人
公
に
な
る
少
年
少
女
に
は
、
四

文
字
の
覚
え
や
す
い
名
前
を
命
名
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
で
選

択
さ
れ
た
の
が
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン
で
あ
っ
た
が
、
二
人
に
苗
字
は
必

要
な
い
。
な
ぜ
な
ら
デ
ィ
ッ
ク
も
ジ
ェ
イ
ン
も
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な

「
オ
ー
ル
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
イ
」、「
オ
ー
ル
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ガ
ー
ル
」

で
あ
り
、
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
少
年
少
女
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
前
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提
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ッ
ク
は
長
男
で
独
立
独
歩
の
し
っ
か
り
し
た
男
の
子
。
強
い
個
性

を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
そ
の
個
性
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
の
な

い
、
誰
か
ら
も
好
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
少
年
の
「
典
型
」
と
し
て
登
場
す

る
。
デ
ィ
ッ
ク
は
二
人
の
妹
ジ
ェ
イ
ン
と
サ
リ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
妹
た

ち
は
兄
の
言
う
こ
と
に
素
直
に
従
う
。
デ
ィ
ッ
ク
は
い
つ
も
何
か
を
し
て

い
る
。
自
転
車
に
乗
っ
た
り
、
凧
を
揚
げ
た
り
、
犬
に
餌
を
や
り
、
し
つ

け
た
り
散
歩
を
さ
せ
た
り
退
屈
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
庭
の
芝
生
に
水

を
や
り
、
食
卓
の
準
備
を
す
る
。
大
人
の
前
で
礼
儀
正
し
く
、
機
嫌
が
悪

く
な
っ
た
り
泣
き
喚
い
た
り
し
な
い
。
妹
に
と
っ
て
デ
ィ
ッ
ク
は
頼
も
し

い
兄
、
親
に
と
っ
て
は
素
直
な
良
い
子
。

　

す
ぐ
下
の
妹
の
ジ
ェ
イ
ン
は
金
髪
で
輝
く
瞳
の
健
康
的
な
か
わ
い
い

女
の
子
。
太
り
過
ぎ
て
も
い
な
い
し
や
せ
て
も
い
な
い
。
自
分
よ
り
も
仲

間
を
優
先
し
、
一
番
し
あ
わ
せ
な
の
は
家
族
と
一
緒
に
い
る
と
き
。
思
慮

深
く
失
敗
す
る
こ
と
は
な
い
。
兄
の
よ
う
に
う
ま
く
自
転
車
に
乗
っ
た

り
、
早
く
走
っ
た
り
で
き
な
い
が
、
一
生
懸
命
に
努
力
す
る
。
台
所
で
母

親
の
手
伝
い
を
し
、
妹
の
お
守
り
も
す
る
。
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し
た
り

泣
い
た
り
す
る
問
題
児
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
ジ
ェ
イ
ン
は
い
つ
も
か

わ
い
ら
し
い
素
敵
な
洋
服
を
着
て
い
る
。
そ
の
洋
服
が
汚
れ
て
い
た
り
皺

く
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
兄
に
か
ら
か
わ
れ
た
り
し
な
い
。

幼
い
妹
の
憧
れ
の
対
象
。
両
親
・
祖
父
母
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
る
。
夢

の
よ
う
に
し
あ
わ
せ
な
女
の
子
。

　

唯
一
の
い
た
ず
ら
っ
子
は
三
歳
の
サ
リ
ー
で
、
無
邪
気
に
自
分
の
意
志

を
通
し
、
泥
ん
こ
に
な
っ
て
走
り
回
っ
て
い
る
。
活
発
な
振
る
ま
い
に
周

囲
の
者
は
笑
い
を
誘
わ
れ
る
。

　

父
親
は
若
く
て
ハ
ン
サ
ム
で
背
が
高
い
。
家
族
へ
の
思
い
や
り
は
深

く
、
穏
や
か
な
性
格
。
忍
耐
強
く
子
供
た
ち
に
縄
跳
び
を
教
え
、
肩
車
を

し
て
や
り
、
子
供
た
ち
が
自
分
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
、
決
し
て
拒
絶

し
な
い
。
職
業
は
何
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
出
世
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。

「
完
全
家
族
」
に
囲
ま
れ
満
足
し
て
い
る
父
親
は
い
つ
も
微
笑
ん
で
い
る
。

　

母
親
は
美
し
く
エ
レ
ガ
ン
ト
で
、
か
し
こ
く
女
ら
し
い
。
家
事
を
完
璧

に
こ
な
し
、
居
心
地
の
よ
い
家
庭
を
築
い
て
い
る
。
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ

ン
を
信
頼
し
、
子
供
た
ち
に
対
し
て
威
圧
的
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
ふ
ん

わ
り
し
た
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
着
て
、
髪
の
毛
一
本
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
家
事

が
終
わ
る
と
ソ
フ
ァ
に
腰
掛
け
静
か
に
雑
誌
を
読
む
。
専
業
主
婦
の
母
親

は
深
い
愛
情
を
家
族
へ
注
ぐ
。

　

農
村
地
帯
に
住
む
祖
父
母
が
い
る
が
、
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン
の
家
族

は
核
家
族
で
、
初
期
の
読
本
で
は
隣
人
も
登
場
し
な
い
。
ペ
ッ
ト
の
犬
と

猫
が
出
て
く
る
の
み
。

　

登
場
人
物
の
性
格
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
と

し
て
の｢

完
全
性｣

で
あ
る
。
少
年
と
し
て
少
女
と
し
て
息
子
と
し
て
娘

と
し
て
、
そ
し
て
母
親
と
し
て
父
親
と
し
て
完
全
な
の
で
あ
る
。「
オ
ー

ル
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
は
完
璧
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
完
全

無
欠
な
人
間
が
世
の
中
に
存
在
す
る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、「
オ
ー
ル
・

ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
イ
」
で
あ
る
デ
ィ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
し
て
家
族
の
そ

れ
ぞ
れ
が
完
璧
で
あ
り
、
強
い
個
性
や
否
定
的
な
性
質
を
持
っ
て
は
い
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
否
定
的
な
人
間
的
性
質
が
排
除
さ
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

よ
う
な
性
格
の
人
間
集
団
が
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン
の
一
家
で
あ
る
。
こ

の
世
の
中
に
駄
々
を
こ
ね
な
い
子
供
が
果
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
泣
か

な
い
子
供
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
叱
ら
な
い
親
が
い
る
の
か
。
怒
鳴
ら
な
い

親
が
い
る
の
か
。
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン
の
両
親
は
怒
る
こ
と
な
く
、
い

つ
も
微
笑
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
父
親
と
母
親
こ
そ
ア
メ
リ
カ
の
親
の
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———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

理
想
像
で
あ
り
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
で
育
っ
た

世
代
は
、
自
分
た
ち
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
父
親
・
母
親
に
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
強
迫
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
く
。

　

理
想
の
家
族
は
、
同
じ
よ
う
な
郊
外
の
家
に
住
み
、
同
じ
よ
う
な
も
の

を
食
べ
、
同
じ
よ
う
な
服
装
を
し
、
同
じ
よ
う
な
趣
味
を
持
ち
、
日
曜
日

に
は
だ
れ
も
が
同
じ
よ
う
に
庭
に
出
て
家
族
一
緒
に
庭
や
家
や
車
の
手

入
れ
を
す
る
、
そ
の
ま
わ
り
を
猫
や
犬
が
駆
け
巡
っ
て
い
る
。
こ
の
同
一

性
の
な
か
に
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
の
時
代
の
人
々
は
安
心
感
を
抱
い
た

の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
る
こ
と
へ
の
不
安
感
を
抱
い
た
の
で
あ

る
。
い
っ
ぽ
う
で
画
一
化
・
同
一
化
に
反
旗
を
翻
す
人
々
に
は
容
赦
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
安
心
感
を
揺
る
が
す
か
ら
で
あ
り
恐
怖
心

を
掻
き
た
て
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
的
意
図
に
よ
っ
て
作
為
的
に
掻
き
た

て
ら
れ
た
共
産
主
義
へ
の
恐
怖
心
が
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
を
引
き
起
こ
し

た
の
は
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
の
思
想
は
排
除
の
思

想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
「
オ
ー
ル
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
正
し
い
」
行
動
の

型
は
、
常
に
に
こ
や
か
に
笑
い
、
楽
し
く
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ
、
何
か
仕

事
を
し
、
退
屈
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ

イ
ン
」
の
世
界
は
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
を
あ
ら
わ
し
て
い

た
。
カ
ヴ
ァ
ー
ガ
ー
ル
の
「
健
康
的
な
」
笑
顔
が
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ

ン
・
ガ
ー
ル
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
笑
顔

は
決
し
て
「
健
康
的
」
で
あ
る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の

「
陰
」
の
領
域
が
忌
み
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。「
陰
」
を
否
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
よ
り
健
康
的
に
な
る
と
い
う
の
は
近
代
主
義
の
ひ
と
つ
の
傾
向

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
現
実
に
な
ろ
う
と
し
て
い

た
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
き
た
科
学
合
理
主
義
の
大
衆
化
が
ア

メ
リ
カ
で
起
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
八
五
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
万
国
博

覧
会
で
建
設
さ
れ
た
水
晶
宮
は
人
々
の
耳
目
を
引
い
た
が
、
そ
こ
で
は
透

明
で
す
べ
て
が
「
陽
」
の
世
界
に
な
る
館
が
美
し
い
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

「
陰
翳
礼
讃
」
の
美
は
、
あ
る
い
は
人
間
同
士
の
あ
り
か
た
は
ア
メ
リ
カ

的
な
「
理
想
の
世
界
」
か
ら
は
消
え
て
い
く
。

　

聖
書
の
物
語
を
解
釈
す
れ
ば
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
エ
デ
ン
の
園
か
ら

追
放
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
人
間
の
生
き
る
営
み
は
始
ま
ら
な
か
っ
た
。「
陰
」

の
な
い
健
康
的
な
楽
園
に
い
て
「
永
遠
の
豊
か
さ
」
の
よ
う
に
見
え
る
非

時
間
空
間
に
存
在
す
る
間
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
は
「
原
人
」
で
あ
っ
た

が
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
蛇
の
さ
さ
や
き
と
い
う
「
陰
」
を
体
験
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
か
れ
ら
は
人
間
に
な
っ
て
い
く
。
だ
が
初
級
読
本

「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
に
生
き
る
人
々
は
ま
だ
エ

デ
ン
の
園
の
中
に
い
る
。
絵
に
描
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
楽
園
の
中
に
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
は
、
絵
を
多
く
採
用
し
、
ヴ
ィ

ジ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
が
そ
の
改
良
点
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
単
語
習
得
の
役
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

の
特
徴
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン
一
家
の
家
族
構
成
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
一
家

の
第
一
子
は
男
の
子
で
あ
り
、
女
の
子
が
二
人
続
く
。
息
子
か
娘
か
ど
ち

ら
か
い
っ
ぽ
う
で
は
な
く
、
子
供
た
ち
の
年
齢
差
は
理
想
的
で
あ
る
。
犬

と
猫
を
飼
っ
て
い
る
。
父
親
は
背
が
高
く
、
母
親
は
父
親
ほ
ど
高
く
は

な
い
が
低
い
わ
け
で
も
な
い
。「
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」

と
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
の
み
の
夫
婦

は
嘲
笑
的
に
見
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
夫
婦
は
そ
の
点
で
も
理
想
的
で
あ

る
。
父
親
も
母
親
も
太
り
す
ぎ
で
も
や
せ
す
ぎ
で
も
な
い
。
子
供
た
ち
は
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三
人
と
も
普
通
の
顔
立
ち
、
ま
だ
幼
い
娘
は
飛
び
ぬ
け
て
美
人
と
い
う
評

価
を
す
る
年
齢
に
達
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
表
情
は
愛
く
る
し
く
、
だ

れ
か
ら
も
愛
さ
れ
る
女
の
子
で
あ
る
。
そ
の
う
え
常
に
か
わ
い
ら
し
い
洋

服
を
着
て
い
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
読
本
が
刊
行

さ
れ
続
け
た
四
〇
年
間
で
、
ジ
ェ
イ
ン
は
少
な
く
と
も
二
百
着
の
色
と
り

ど
り
の
洋
服
を
着
た
と
い
う
。
そ
れ
も
ま
た
豊
か
な
社
会
の
ア
メ
リ
カ
を

印
象
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
印
象
的
な
の
は
娘
も
母
親
も
三
人
と
も
に
金
髪
で

あ
る
こ
と
。
父
親
と
息
子
は
茶
色
の
髪
の
毛
で
金
髪
で
は
な
い
。
女
た
ち

の
み
が
金
髪
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
働
い
て
い
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
に
は
注
釈
が
必
要
だ
が
、「
デ
ィ
ッ

ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
最
初
の
版
で
は
、
か
れ
ら
は
金
髪
に
描

か
れ
て
は
い
な
い
。
早
い
段
階
で
あ
る
が
、
途
中
か
ら
三
人
の
女
た
ち

が
、
金
髪
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
改
変
の
背
後
で
い
か
な
る

討
論
が
な
さ
れ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
金
髪
碧
眼
が
美
の
基
準
で

あ
り
、
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
主
演
映
画
の
題
名
が
「
紳
士
は
金
髪
が
お

好
き
」
で
あ
り
、「
フ
ェ
ア
・
レ
デ
ィ
」
の
文
学
的
伝
統
が
あ
る
な
か
で
、

そ
れ
に
則
っ
た
変
更
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
公
立
小
学
校
で
使
用
さ

れ
る
初
級
読
本
に
、
す
で
に
一
方
的
な
身
体
的
価
値
基
準
が
刷
り
込
ま
れ

て
い
く
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
に
な
っ
た
結
果
、人
物
像
や
行
動
の
規
範
が「
言

葉
を
通
さ
ず
に
」
具
体
的
に
読
者
へ
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
に
備
わ
る
特
殊

な
力
に
な
っ
て
い
っ
た
。
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
な
り
う
る
力
で
あ
っ

た
。

　

核
家
族
で
完
全
家
族
の
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン
一
家
で
は
、
中
心
を

占
め
る
父
親
が
「
ノ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
は
一
度
も
な

い
。「
ノ
ー
」
と
い
う
否
定
の
言
葉
、
陰
を
作
る
言
葉
の
な
い
世
界
で
あ

る
。
父
親
は
常
に
精
力
的
で
何
か
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
壊
れ
た

お
も
ち
ゃ
を
直
し
、
バ
ー
ド
ハ
ウ
ス
を
庭
に
作
り
、
車
を
洗
う
。
す
べ
て

が
家
族
の
た
め
の
作
業
で
あ
る
。
父
親
も
母
親
も
「
完
全
な
家
庭
生
活
」

を
築
く
た
め
に
時
間
を
費
や
し
て
い
る
。
子
供
た
ち
を
子
守
り
に
預
け
て

二
人
が
音
楽
会
や
芝
居
へ
行
っ
た
り
、
一
人
で
部
屋
に
こ
も
っ
て
読
書
を

す
る
場
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
家
族
全
体
が
一
つ
の
行
動
単
位

に
な
っ
て
い
る
。
休
日
に
な
る
と
家
族
は
一
緒
に
父
親
の
運
転
す
る
車
に

乗
っ
て
農
村
に
住
む
祖
父
母
を
訪
ね
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
教
科
書
に
載
っ
た
絵
や
、
家
族
と
一
緒
に
行
う
共
同

作
業
の
場
面
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
は
英
語
を
学
ぶ
ば
か
り
で
な
く
、「
普

通
の
」家
庭
生
活
の
あ
り
か
た
を
視
覚
的
に
刻
印
さ
れ
て
い
く
。「
デ
ィ
ッ

ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
英
語
教
科
書

を
含
め
て
、
ア
メ
リ
カ
の
理
想
的
な
人
間
の
規
範
を
教
え
込
む
教
科
書
に

な
っ
て
い
く
。　

　

美
し
い
登
場
人
物
と
楽
し
い
暮
ら
し
が
強
調
さ
れ
る
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア

ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
は
、
あ
ま
り
に
理
想
的
で
あ
る
た
め
に
、
ア

メ
リ
カ
の
「
普
通
の
」
家
庭
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
実
性
が
喪
失
し
て
い
る
。『
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ

イ
ン
と
一
緒
に
育
つ
』（
一
九
九
六
）
の
編
者
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

　
「
夜
が
決
し
て
や
っ
て
こ
な
い
、
膝
に
擦
り
傷
の
な
い
、
親
が
怒
鳴
る

こ
と
の
な
い
、
そ
し
て
面
白
い
こ
と
が
絶
え
ず
起
き
る
世
界
」

16
。

　

す
な
わ
ち
現
実
に
は
な
い
世
界
で
あ
り
、
幻
想
の
世
界
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
教
科
書
で
毎
日
教
え
込
ま
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
子
供
た
ち
は
、
そ
こ
に

描
か
れ
た
家
族
像
が
あ
る
べ
き
ア
メ
リ
カ
の
家
族
の
姿
で
あ
り
、
自
分
の
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家
庭
と
は
か
け
離
れ
て
い
て
も
世
間
一
般
の
普
通
の
家
庭
な
の
だ
ろ
う

と
錯
覚
し
て
い
く
。
そ
れ
は
さ
ら
に
強
迫
観
念
に
な
っ
て
、
現
実
の
自
分

の
家
族
と
の
落
差
に
劣
等
意
識
を
植
え
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
。

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
は
、「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
を
越
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
に

は
全
米
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
小
学
生
が
こ
の
教
科
書
で
英
語
を
学
ん

で
い
る

17
。
二
〇
世
紀
の
後
半
か
ら
二
一
世
紀
を
迎
え
た
今
日
の
ア
メ
リ

カ
社
会
を
構
成
す
る
大
多
数
の
ア
メ
リ
カ
人
が
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
で
英
語
を
習
得
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
影
響
さ
れ

な
が
ら
育
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

６
　
ア
メ
リ
カ
の
夢
と
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
終
焉

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
が
企
画
さ
れ
出
版
さ
れ
た

当
時
の
三
〇
年
代
は
、
ア
メ
リ
カ
は
不
況
の
時
代
で
あ
っ
た
。
夢
を
追
い

か
け
る
よ
り
も
現
実
の
暮
ら
し
に
追
わ
れ
る
時
代
だ
っ
た
。「
デ
ィ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
に
描
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
生
活
に
は
、
お
そ

ら
く
自
分
た
ち
も
い
ず
れ
そ
の
よ
う
な
豊
か
な
暮
ら
し
を
し
た
い
と
い

う
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
四
〇
年
代
の
第
二
次
世
界
大
戦
を

経
て
、
戦
争
が
す
ば
や
く
過
去
の
出
来
事
に
な
っ
た
五
〇
年
代
に
な
る

と
、
ア
メ
リ
カ
は
い
わ
ゆ
る
「
豊
か
な
社
会
」
を
迎
え
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
で
描
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
像
は
、
ち
ょ
っ
と

努
力
す
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
背
伸
び
す
れ
ば
自
分
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
「
ア

メ
リ
カ
人
」
に
な
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
豊
か
な
暮
ら
し
が
で
き
る
現
実
的

な
姿
を
提
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
時
代
に
ア
メ
リ
カ
の
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
は
、
い
わ
ゆ
る
家
庭
物
、

ホ
ー
ム
・
ド
ラ
マ
が
人
気
で
、
そ
れ
は
私
た
ち
日
本
の
視
聴
者
も
夢
中
に

な
っ
て
見
る
番
組
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
「
パ
パ
は
何
で
も
知
っ
て
い
る

（Father K
now

s B
est

）」（
一
九
五
四
─
六
二
）
や
「
う
ち
の
マ
マ
は
世

界
一
（The D

onna R
eed Show

）」（
一
九
五
八
─
六
六
）
な
ど
、
日
本

で
も
放
映
さ
れ
て
い
た
番
組
が
五
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
人
気
が

あ
っ
た
の
は
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
よ
う
な
世
界
が

か
な
ら
ず
し
も
お
と
ぎ
の
国
の
話
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
現
実

あ
る
い
は
現
実
の
ほ
ん
の
少
し
先
を
行
く
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
身
近
に
感
じ

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
中
流
階
級
の
暮
ら
し
は
、
世
界
の

人
々
の
憧
憬
の
的
で
あ
り
、
映
画
で
は
ド
リ
ス
・
デ
イ
主
演
の
「
マ
マ
は

腕
ま
く
り
」
の
よ
う
な
シ
リ
ー
ズ
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。

　

映
画
「
マ
マ
は
腕
ま
く
り
」
で
象
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

大
都
会
で
仕
事
の
あ
る
父
親
と
、
理
想
の
子
育
て
を
し
よ
う
と
郊
外
の
一

戸
建
て
に
引
っ
越
す
こ
と
を
願
う
母
親
と
い
う
設
定
は
、
も
ち
ろ
ん
母
親

に
軍
配
が
あ
が
っ
た
。
街
中
の
ア
パ
ー
ト
か
ら
教
育
環
境
が
良
い
と
さ
れ

る
郊
外
の
一
戸
建
て
へ
引
っ
越
し
て
行
く
こ
と
が
両
親
の
教
育
責
任
で

あ
る
と
見
な
さ
れ
、
か
れ
ら
の
現
実
的
な
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
に
な
っ
た
。

五
〇
年
代
の
サ
バ
ー
ビ
ア
現
象
で
あ
る
。

　

戦
争
終
結
か
ら
の
一
〇
年
間
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
千
三
百
万
戸
の
家
が

建
築
さ
れ
、
そ
の
う
ち
千
百
万
戸
は
新
し
く
開
発
さ
れ
た
郊
外
地
区
に

建
設
さ
れ
た
と
い
う

18
。
近
代
化
さ
れ
た
模
範
的
な
家
々
の
立
ち
並
ぶ
典

型
的
な
郊
外
の
町
が
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
タ
ウ
ン
だ
っ
た
。
一
九
五
九
年
に
訪

米
し
た
ソ
連
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
首
相
を
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
は
レ

ヴ
ィ
ッ
ト
タ
ウ
ン
へ
案
内
し
よ
う
と
申
し
出
る

19
。
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
タ
ウ
ン
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は
ア
メ
リ
カ
の
誇
る
理
想
の
郊
外
住
宅
地
で
、
自
由
主
義
国
ア
メ
リ
カ
で

は
だ
れ
も
が
新
し
い
一
戸
建
て
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
例
だ
っ
た
。
こ
の
年
、
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
展
示

会
」
に
は
ア
メ
リ
カ
の
家
電
製
品
を
中
心
に
し
て
、ア
メ
リ
カ
の
モ
デ
ル
・

ハ
ウ
ス
の
内
容
が
強
調
さ
れ
た
。
近
代
設
備
の
整
っ
た
最
新
ス
タ
イ
ル
の

台
所
や
、
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
洗
濯
機
・
食
器
洗
浄
機
・
調
理
設
備
を
展

示
し
た
こ
の
展
示
会
は
、
さ
な
が
ら
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
シ
ョ
ウ
ケ
ー
ス
」

で
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ウ
エ
イ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
」
を
売
り
に
出
す
機
会

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

20
。「
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ア
イ
ク
」
の
時
代
だ
っ

た
五
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
は
、「
理
想
の
家
庭
生
活
」
を
世
界
に
誇
示
し
、

資
本
主
義
的
に
売
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
の
家
族
も
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
庭
や
自
然
の
な
い
都

会
の
真
ん
中
の
ア
パ
ー
ト
で
は
な
く
、
す
で
に
郊
外
の
一
戸
建
て
に
住
ん

で
い
る
家
族
だ
っ
た
。
理
想
的
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ラ
イ
フ
を
享
受
し
て
い

る
ア
メ
リ
カ
の
中
流
の
家
族
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
を
そ
の
ま
ま
表
象
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
を
信
奉
し
、
そ
の
社
会
規
範
に
順
応
す
る
コ
ン

フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
の
五
〇
年
代
を
経
て
、
六
〇
年
代
半
ば
に
「
デ
ィ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
が
終
焉
し
て
い
く
の
は
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ

社
会
の
変
容
の
兆
し
で
あ
っ
た
。「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
へ
の
疑
義
の
提
示

で
あ
り
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
に
即
し
て
言
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
女
た
ち
は
す
べ
て
金
髪
碧
眼
な
の
で
は
な
い
、
男
た
ち
の
背

が
高
い
の
で
は
な
い
、
父
親
は
い
つ
も
笑
っ
て
子
供
た
ち
の
た
め
に
お
も

ち
ゃ
を
直
し
て
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
母
親
は
や
さ
し
く
微
笑
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
、
面
白
い
こ
と
ば
か
り
が
起
き
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ

ら
が
す
べ
て
美
の
基
準
・
社
会
規
範
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
反
論
の

表
明
で
あ
っ
た
。
日
常
の
現
実
世
界
に
は
「
ノ
ー
」
が
あ
り
、否
定
が
あ
り
、

「
陰
」
が
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
健
康
的
に
見
え
る
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ
イ
ン

た
ち
は
、
実
は
ア
メ
リ
カ
の
「
健
康
信
仰
」
の
罠
に
陥
っ
た
、「
非
健
康
」

的
な
姿
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
が
「
健
康
」
的
な
の
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
「
非
健
康
」
的
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
、
小
説

作
品
の
な
か
で
展
開
し
た
の
が
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
モ

リ
ス
ン
は
第
一
作
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
で
実
践
し
て
い
る
。

７
　「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
ィ
ン
」
の
破
壊
的
断
片

　

モ
リ
ス
ン
は
こ
の
作
品
で
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本

の
断
片
を
「
枠
」
に
使
う
。
そ
の
「
枠
」
を
な
す
断
片
の
役
割
に
関
し
て
は
、

す
で
に
多
く
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
ナ
ル
ド
・
B
・
ギ
ブ
ス
ン
は
、「
こ
の
プ
リ
マ
ー
・
テ
ク
ス
ト
は
、

テ
ク
ス
ト
と
カ
ウ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
と
し
て
存
在
す
る
」
と
述
べ
、
テ
ク

ス
ト
と
し
て
は
「
主
テ
ク
ス
ト
と
の
明
白
な
関
係
は
な
く
背
後
に
横
た

わ
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
カ
ウ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
教
育
シ

ス
テ
ム
を
通
し
て
支
配
的
な
文
化
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
運
用
す
る
陰
険
な

や
り
か
た
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る

21
。
ギ
ブ
ス
ン
の
主
張

す
る
よ
う
な
、
断
片
的
「
枠
」
と
主
軸
の
物
語
に
有
機
的
な
関
連
は
な
く
、

「
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
」
だ
け
で
あ
る
と
い
う
断
片
的
「
枠
」
の
矮

小
化
は
、
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
作
品
解
釈
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
を
選
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
が
破
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壊
的
断
片
で
あ
る
こ
と
に
モ
リ
ス
ン
の
た
く
ら
み
と
意
図
が
な
い
は
ず

は
な
い
。
対
話
的
言
語
で
あ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
の
行
為
に
よ
っ

て
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
「
一
つ
の
真
実
」
を
描
き
出
そ
う
と

す
る
モ
リ
ス
ン
は
、「
背
後
に
横
た
」
え
る
た
め
だ
け
に
断
片
を
そ
こ
に

置
く
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
作
品
分
析
に
お
い
て
、
ア
フ
リ

カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
登
場
し
な
い
小
学
校
の
初
級
教
科
書
と
、
白
人
の

ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
物
語
と
の
対
照
を
指
摘
す
る
も
の
は
多
い

22
。
そ

の
内
容
は
テ
レ
サ
・
M
・
タ
ウ
ナ
ー
に
よ
る
、「
小
説
は
デ
ィ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
の
物
語
で
始
ま
る
。
教
科
書
の
な
か
の
家
族
の
物

語

─
白
人
の

─
は
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
偏
在
す
る
ナ
レ
ー
タ
ー
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
粗
い
肌
触
り
の
物
語
と
截
然
た
る
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
成
し
て
い
る
」

23
と
い
う
指
摘
に
収
斂
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
に
登
場
す
る
ア
メ
リ

カ
の
家
族
と
、
物
語
に
登
場
す
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
家
族
は

強
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
物
語
の
「
枠
」
に
使

わ
れ
た
、
作
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
書
き
直
さ
れ
た
プ
リ
マ
ー
の
断
片
を

詳
細
に
読
み
返
す
と
、
作
者
が
こ
の
「
枠
」
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を

強
調
す
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。　

　
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
物
語
は
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ

ン
」
読
本
の
断
片
の
、
三
つ
の
書
き
換
え
か
ら
始
ま
る
。
最
初
の
断
片
の

み
が
文
法
的
に
意
味
を
成
す
構
文
で
記
さ
れ
、
第
二
の
断
片
は
単
語
と
単

語
の
間
隔
は
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
も
は
や
句
読
点
は
外
さ
れ
「
意

識
の
流
れ
」
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。
第
三
の
断
片
は
出
だ
し
の
大
文
字

は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
後
は
ス
ペ
ー
ス
も
な
く
小
文
字
の
連
な
り
で

あ
る
。
そ
し
て
後
に
章
立
て
代
わ
り
に
引
用
さ
れ
る
小
断
片
は
、
小
文
字

か
ら
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
活
字
に
変
化
し
、
単
語
も
突
如
と
し
て
切
断
さ
れ
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
塊
に
な
る
。

　
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
第
一
行
目
は
「
こ
こ
に
そ
の
家
が
あ
り
ま
す
」

と
い
う
教
科
書
の
文
章
で
始
ま
る
。
こ
れ
は
第
二
行
目
の
「
こ
こ
に
そ
の

家
族
が
い
ま
す
」
と
い
う
文
章
と
連
動
し
て
い
る
が
、
両
方
と
も
に
不
定

冠
詞
で
は
な
く
、
定
冠
詞
「
そ
の
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
一
戸
建
て
の
「
家
」
も
、
登
場
す
る
「
家
族
」
も
、
定
冠

詞
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
る
と
と
も
に
究
極
化
さ
れ
て
い
る
。
定
冠
詞
に

よ
っ
て
家
と
家
族
の
決
定
的
な
代
表
性
が
強
調
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
理
想

の
「
家
庭
」
が
そ
こ
に
特
定
さ
れ
て
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
の
家
は
緑
色
と

白
色
で
、
赤
い
扉
が
つ
い
て
い
る
。「
母
親
、
父
親
、
デ
ィ
ッ
ク
と
ジ
ェ

イ
ン
が
こ
の
緑
色
と
白
色
の
家
に
住
ん
で
い
ま
す
」
と
続
く
文
章
で
は
、

そ
の
家
は
「
と
て
も
美
し
い
」
と
描
か
れ
、
家
族
は
「
と
て
も
し
あ
わ
せ

で
す
」
と
描
写
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
緑
と
白
の
ペ
ン
キ
の
塗
ら
れ
た
家
が

美
し
い
家
に
な
り
、
そ
の
家
に
暮
ら
す
家
族
は
し
あ
わ
せ
に
な
る
。
こ
こ

で
は
直
接
話
法
で
は
な
く
間
接
話
法
が
取
ら
れ
、
こ
の
家
と
こ
の
家
族
が

と
て
も
美
し
く
と
て
も
し
あ
わ
せ
な
の
が
、
一
般
的
事
実
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
断
片
の
物
語
で
は
ジ
ェ
イ
ン
が
中
心
に
い
て
、
赤
い
服
を
着
た

ジ
ェ
イ
ン
が
遊
び
た
が
っ
て
い
る
。
猫
と
遊
び
た
い
の
だ
が
、
猫
は
一
緒

に
遊
ん
で
は
く
れ
な
い
。
母
親
も
笑
う
だ
け
。
父
親
も
微
笑
む
だ
け
。
犬

は
逃
げ
て
行
く
。
よ
う
や
く
友
達
が
や
っ
て
き
て
二
人
で
楽
し
く
遊
ぶ
。

　

こ
こ
で
は
色
彩
を
あ
ら
わ
す
形
容
詞
が
頻
繁
に
使
わ
れ
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア

ル
な
要
素
が
生
ま
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ン
の
赤
い
洋
服
は
、
色
彩
の
一
つ
を

選
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
か
わ
い
い
」
色
合
い
と
し
て
選
ば
れ

る
。
そ
の
洋
服
を
着
て
い
る
ジ
ェ
イ
ン
は
、
す
で
に
か
わ
い
ら
し
い
女
の

子
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
母
親
は
「
と
て
も
す
て
き
（
ナ
イ
ス
）」
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と
形
容
さ
れ
、
父
親
は
「
大
き
く
て
強
い
」
と
描
写
さ
れ
、
父
親
の
身

体
的
な
特
徴
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
性
格
に
関
し
て
の
言
及
は
な
い
。

デ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
人
物
形
容
は
出
て
こ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

女
の
子
ジ
ェ
イ
ン
は
最
初
誰
も
相
手
に
し
て
く
れ
な
い
が
、
友
達
が

や
っ
て
き
て
よ
う
や
く
遊
び
に
興
じ
る
。
い
っ
ぽ
う
デ
ィ
ッ
ク
は
し
ば
し

ば
面
白
い
ゲ
ー
ム
を
考
案
す
る
。
ジ
ェ
イ
ン
は
、
知
性
を
働
か
す
生
産
的

な
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
な
く
、
た
だ
「
か
わ
い
い
」
だ
け
で
存
在
す

る
。
母
親
は
「
と
て
も
す
て
き
（
ナ
イ
ス
）」
だ
が
、父
親
の
よ
う
に
「
強

さ
」
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
。
父
親
は
「
強
い
」
か
ぎ
り
、
そ
の
性
質

が
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
は
問
題
で
は
な
く
、
母
親
と
同
じ
よ
う
に
「
す

て
き
」
な
人
物
で
あ
る
か
は
問
わ
れ
な
い
。　

　

こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
人
物
描
写
が
、
毎
日
の
よ
う
に
教

科
書
を
通
し
て
教
え
込
ま
れ
、
学
校
と
い
う
権
威
に
よ
る
た
め
に
「
正

式
な
諒
解
」
を
与
え
ら
れ
た
、
お
墨
付
き
を
得
た
理
想
像
に
な
っ
て
い

く
。「
体
制
」
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
る
一
つ
の
価
値
観
に
、
デ
ィ
ッ

ク
と
ジ
ェ
イ
ン
と
は
違
っ
た
家
庭
背
景
を
持
つ
子
供
た
ち
は
戸
惑
い
を

覚
え
る
。『
犠
牲
者
と
し
て
の
デ
ィ
ッ
ク
＆
ジ
ェ
イ
ン
』
を
著
わ
し
た
調

査
グ
ル
ー
プ
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
の
教
科
書
で
英
語
を
学
ぶ
子
供
た
ち

は
、次
の
よ
う
な
三
つ
の
選
択
肢
か
ら
自
分
の
態
度
を
選
ぶ
と
い
う
。「
自

分
た
ち
の
家
族
は
非
典
型
的
、
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
で
あ
り
、
自
分
た
ち
自
身

を
ま
た
家
族
を
非
難
す
る
。
社
会
規
範
に
無
理
に
あ
わ
せ
る
。
完
全
に
所

属
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
を
拒
否
す
る
」（
33
）。

　

こ
の
う
ち
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
家
庭
像
の
規
範
を
、

「
非
現
実
的
で
あ
り
、
展
開
さ
れ
る
考
え
か
た
は
有
害
で
あ
る
」
と
見
な

す
子
供
た
ち
は
、州
政
府
「
公
認
」
の
教
科
書
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
当
局
の
認
め
た
」
と
見
な
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
文
化
に
対
し
て
不
快

感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
、
と
報
告
書
は
伝
え
て
い
る
。

　

三
つ
の
選
択
肢
に
照
ら
せ
ば
、『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
に
登
場
す
る
ア

フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
主
人
公
は
、「
社
会
規
範
に
強
制
的
に
同
調

（
コ
ン
フ
ォ
ー
ム
）
す
る
」
こ
と
は
な
い
。
か
れ
ら
の
家
庭
は
、
読
本
に

描
か
れ
る
家
庭
と
は
違
っ
て
い
る
。
郊
外
の
美
し
い
一
戸
建
て
の
家
で
は

な
く
、
町
な
か
の
店
舗
兼
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
る
。
明
る
い
白

い
ペ
ン
キ
で
は
な
く
暗
い
緑
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
や
さ
し
い
母
親
と
た

く
ま
し
い
父
親
が
に
こ
や
か
に
笑
っ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
庭
で
犬
や
猫

と
遊
ん
だ
り
、
水
撒
き
を
す
る
暮
ら
し
で
は
な
い
。
何
よ
り
女
の
子
た
ち

は
金
髪
碧
眼
で
は
な
く
、
か
わ
い
ら
し
い
色
鮮
や
か
な
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
着

て
い
な
い
。
飢
え
の
た
め
に
「
ご
み
を
あ
さ
る
」
こ
と
さ
え
す
る
黒
人
の

子
供
た
ち
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
登
場
人
物
の
ロ
ー
テ
ィ
ー
ン
の
女
の
子
た
ち
は
、
自
分
た
ち

の
世
界
と
は
異
な
る
家
庭
像
が
描
か
れ
た
教
科
書
の
中
の
世
界
に
対
し

て
、
そ
れ
を
「
規
範
を
非
現
実
的
で
あ
り
、
展
開
さ
れ
る
考
え
か
た
は
有

害
で
あ
る
」
と
認
識
す
る
ほ
ど
成
熟
し
て
は
い
な
い
。
は
っ
き
り
し
な
い

ま
ま
に
教
科
書
に
描
か
れ
た
理
想
の
世
界
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え
て

い
る
。
そ
れ
が
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
出
だ
し
の
文
章
、「
誰
も
口
に

し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
一
九
四
一
年
の
秋
、
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
の
花
は
咲
か

な
か
っ
た
」
と
い
う
打
ち
明
け
話
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
種
を
植
え
て
も

花
は
咲
か
ず
、
新
し
い
命
は
誕
生
へ
到
ら
ず
、
そ
し
て
「
無
垢
（
イ
ノ
セ

ン
ス
）」
が
死
を
迎
え
る
と
い
う
物
語
を
導
入
す
る
最
初
の
一
行
で
あ
る
。

　

語
り
手
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
姉
妹
は
、
花
が
咲
か
な
か
っ
た
原
因
が
自
分

た
ち
に
あ
る
と
当
時
は
感
じ
、「
わ
た
し
た
ち
の
種
か
ら
は
緑
の
草
花
が

生
え
な
い
」（
9
）
と
失
望
す
る
。
だ
が
現
実
は
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
姉
妹
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の
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
ば
か
り
で
な
く
、
ど
こ
の
家
の
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
も
咲
か

な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
知
る
の
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
の
純
真
さ
（
イ
ノ
セ
ン
ス
）
や
信
念
は
何
も
生
産

し
な
い
」（
9
）
と
考
え
、「
ピ
コ
ー
ラ
と
不
毛
の
土
地
し
か
残
ら
な
い
」

（
9
）と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
語
る
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の「
理
由（
ホ

ワ
イ
）」
を
述
べ
る
の
は
至
難
の
技
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
代
わ
り
に
「
ど

の
よ
う
に
（
ハ
ウ
）」（
9
）
を
こ
れ
か
ら
物
語
ろ
う
と
主
人
公
は
言
う
。

　

た
し
か
に
「
わ
た
し
た
ち
の
」
と
い
う
所
有
格
が
強
調
さ
れ
る
と
、
他

の
種
、
他
の
土
地
な
ら
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
に
了
解
さ
れ
る
。
だ
が

「
誰
の
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
も
咲
か
な
か
っ
た
の
だ
。
湖
に
面
し
た
庭
の
マ
リ

ゴ
ー
ル
ド
さ
え
、
あ
の
年
は
咲
か
な
か
っ
た
」（
9
）
と
い
う
説
明
が
続

い
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
説
明
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
湖
に
面
し
た
庭

つ
き
の
家
の
持
ち
主
は
だ
れ
な
の
か
。
そ
れ
は
家
政
婦
を
雇
う
こ
と
が
で

き
る
、
中
流
階
級
の
豊
か
な
白
人
で
あ
る
。「
湖
に
面
し
た
家
々
は
一
番

き
れ
い
だ
っ
た
。
庭
に
置
か
れ
た
道
具
や
飾
り
物
。
窓
は
輝
く
目
が
ね
の

よ
う
だ
っ
た
」（
84
）
と
称
え
ら
れ
、「
あ
の
大
き
な
白
い
家
に
は
花
が
一

杯
の
手
押
し
車
が
あ
る
」（
82
）
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

の
友
達
ピ
コ
ー
ラ
の
母
親
は
、
そ
の
白
人
の
家
の
家
政
婦
と
し
て
働
い
て

い
る
。

　

マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
は
そ
の
白
人
の
家
の
庭
に
も
咲
か
な
か
っ
た
。「
生
み

出
さ
な
い
土
地
」
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
が
住
む
場
所
だ
け
で

は
な
い
。
白
人
の
家
の
庭
、
理
想
的
な
美
し
い
庭
に
植
え
て
も
咲
か
な

か
っ
た
の
だ
。
こ
の
最
初
の
前
提
の
文
章
を
よ
く
理
解
す
れ
ば
、
理
想
の

家
庭
で
す
ら
と
き
に
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
こ
と
が
、
こ
の
段
階
で
す
で

に
作
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
引
用

さ
れ
た
断
片
的
な
教
科
書
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
理
想

的
な
家
庭
像
と
、
続
く
物
語
に
登
場
す
る
ア
フ
リ
カ
ン･

ア
メ
リ
カ
ン
の

貧
し
い
家
庭
像
は
、
必
ず
し
も
両
極
的
な
対
照
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

　
「
枠
」
に
引
用
さ
れ
た
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の

断
片
は
、
音
の
な
い
世
界
で
あ
る
。
母
親
は
微
笑
み
、
父
親
は
笑
う
の
み
。

一
緒
に
遊
ぶ
と
も
遊
ば
な
い
と
も
か
れ
ら
は
声
に
出
し
て
言
わ
な
い
。
か

れ
ら
の
し
あ
わ
せ
そ
う
な
沈
黙
が
、
ピ
コ
ー
ラ
の
表
現
し
が
た
い
抑
圧
さ

れ
た
沈
黙
に
対
応
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
親
た
ち
は
、

そ
の
沈
黙
に
よ
っ
て
「
し
あ
わ
せ
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

モ
リ
ス
ン
は
、
沈
黙
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
語
ら
な
い
も
の
、
聞
こ
え
な
い

も
の
、
見
え
な
い
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
常
に
「
す

て
き
な
」
母
親
で
あ
る
こ
と
の
苦
痛
や
、
常
に
「
大
き
く
強
い
」
立
派
な

父
親
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
自
然
さ
と
不
健
康
さ
を
沈
黙
が
あ
ら
わ
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

喜
び
怒
り
哀
し
み
楽
し
む
の
が
人
間
の
自
然
な
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
感
情
の
一
部
が
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
両
親
か
ら

は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
喜
び
楽
し
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る

が
、
怒
り
哀
し
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
特
定
の
人
間
感
情
を
否
定

さ
れ
て
い
る
か
れ
ら
は
、
決
し
て
全
人
格
的
な
存
在
で
は
な
く
、
血
の

通
っ
た
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
完
全
な
人
間
」
の

よ
う
に
見
え
る
人
間
の
不
完
全
性
で
あ
り
、
完
璧
に
健
康
的
で
あ
る
こ
と

の
不
健
康
性
で
あ
る
。
モ
リ
ス
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
社
会
規
範
に
な
っ
て

い
る
英
語
教
科
書
を
、
破
壊
的
断
片
に
解
体
し
て
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
完
全
性
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
教
科
書
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
を
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そ
の
ま
ま
引
用
し
て
「
枠
」
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
断
片
化
し
解
体

し
な
が
ら
物
語
に
挿
入
し
て
い
る
。
教
科
書
を
全
体
像
と
し
て
代
表
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
偏
っ
た
断
片
を
引
用
し
、
そ
の
断
片
を
さ
ら
に
断
片
化

し
、
そ
の
う
え
解
読
困
難
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
連
な
り
へ
変
容
し
て

い
く
方
法
は
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
意
味
の
解

体
で
あ
り
、
描
か
れ
た
家
庭
像
の
破
壊
で
あ
る
。
す
で
に
モ
リ
ス
ン
は
そ

の
引
用
の
方
法
、
断
片
化
の
方
法
に
よ
っ
て
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
を
崩
壊
さ
せ
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ

ン
」
の
価
値
観
の
ま
や
か
し
を
、す
な
わ
ち
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
の
偽
善
を
、

破
壊
的
断
片
は
批
判
的
に
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
作
者
の
意

図
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

８
　「
健
康
的
」
な
「
狂
気
」
の
社
会

　

コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
を
推
進
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
、
あ
る
い
は
ア
フ
リ

カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
存
在
を
無
化
す
る
「
白
人
の
体
制
」
が
敷
か
れ
た

社
会
は
、
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
い
か
に
「
非
狂
気
の
無
情
な

言
語
」

24
が
支
配
し
て
い
る
社
会
で
あ
る
か
。
完
全
な
る
「
健
康
的
」
な

言
葉
が
い
か
に
「
無
情
」
で
あ
る
か
。
人
間
性
を
喪
失
し
て
い
る
か
。
近

代
化
と
と
も
に
「
狂
気
」
が
排
除
さ
れ
「
狂
人
」
が
隔
離
さ
れ
隠
蔽
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
ら
が
無
化
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
排
除
の
論

理
は
貧
困
・
弱
者
・
非
白
人
が
存
在
し
な
い
社
会
を
想
定
す
る
。「
ア
メ

リ
カ
の
夢
」
の
現
実
化
に
障
害
に
な
る
要
素
が
取
り
除
か
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
で
あ
り
、

「
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
プ
リ
マ
ー
」
に
始
ま
る
種
々
の
ア
メ
リ
カ

の
英
語
教
科
書
を
支
配
す
る
意
思
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
・

ス
ピ
ー
ク
」
を
含
め
た
多
声
的
な
「
ア
メ
リ
カ
英
語
」
が
認
識
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
そ
の
よ
う
な
偽
の
「
ア
メ
リ
カ
英
語
」
を
、
偽
の

ア
メ
リ
カ
社
会
を
解
体
す
る
た
め
に
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ

ン
」
読
本
を
断
片
化
し
、
解
体
し
、
ピ
コ
ー
ラ
を
創
造
す
る
。
破
壊
的
断

片
の
教
科
書
は
、
黒
人
社
会
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
対
照
さ
せ
る
た
め

に
「
枠
」
を
成
す
の
で
は
な
い
。
作
品
内
容
と
緊
密
に
絡
み
合
っ
て
い
る

た
め
に
、
モ
リ
ス
ン
は
「
枠
」
を
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
未
開
と
文
明
の
連
続
性
を
打
ち
た
て
よ
う

と
し
、
フ
ー
コ
ー
が
狂
気
と
理
性
の
包
摂
さ
れ
る
社
会
を
分
析
し
た
よ
う

に
、作
家
モ
リ
ス
ン
は
ピ
コ
ー
ラ
に
代
表
さ
れ
る
「
狂
気
」
と
「
非
健
康
」

と
、
そ
し
て
「
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
を
含
ん
だ
ア
メ
リ
カ
社
会

を
描
き
出
そ
う
と
し
た
。「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
と
と
も
に
融
合
し
て
存
在

す
る
否
定
的
な
面
を
強
調
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
真
の
姿
を
描
き

出
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
一
つ
の
真
実
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ

が
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
の
行
為
で
あ
る
。

　
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
最
後
の
章
で
、語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、「
ピ

コ
ー
ラ
は
狂
気
の
域
へ
足
を
踏
み
入
れ
た
」（
159
）
と
語
る
。
父
親
の
チ
ョ

リ
ー
は
救
貧
院
で
死
に
、
母
親
と
ピ
コ
ー
ラ
は
町
の
は
ず
れ
へ
引
っ
越
し

て
行
く
。
ピ
コ
ー
ラ
が
母
親
と
一
緒
に
住
む
の
は
「
小
さ
な
茶
色
の
家
」

で
、
そ
の
家
の
「
ど
こ
か
に
」
ピ
コ
ー
ラ
が
住
ん
で
い
る
。「
町
は
ず
れ

（
オ
ン
・
ジ
・
エ
ッ
ジ
）」
と
い
う
周
縁
性
、
お
よ
び
「
ど
こ
か
に
」
と
い

う
曖
昧
性
に
よ
っ
て
、
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
と
意
味
づ
け
は
実
体
を
薄
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
映
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
実
体
の
剥
奪
を
指
示
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し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ピ
コ
ー
ラ
は
「
今
日
で
も
、
と
き
お
り
」（
159
）

ご
み
を
漁
り
食
べ
物
を
探
し
て
い
る
姿
が
目
撃
さ
れ
る
。
ピ
コ
ー
ラ
は
生

き
長
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
消
滅
し
て
い
な
い
。
い
や
か

え
っ
て
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
と
意
味
づ
け
を
、
作
者
は
最
後
の
数
パ
ラ
グ
ラ

フ
で
描
き
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
の
部
分
が
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
最
終
的
な
主
張
に
な
っ
て
い

る
。
語
り
手
と
ピ
コ
ー
ラ
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
破
壊
的
断
片
と
作
品
全
体
の
意
味
と
が
統
合
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

モ
リ
ス
ン
は
ピ
コ
ー
ラ
が
「
狂
気
」
へ
と
向
か
う
道
筋
を
た
ど
り
な
が

ら
、
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
と
「
狂
気
」
の
存
在
を
認
識
す
る
社
会
を
、
肯
定

と
否
定
を
包
括
す
る
社
会
を
描
き
出
し
て
い
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・

ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
は
、
い
わ
ば
「
狂
気
」
を
排
除
し
た
世
界
で
あ
り
、「
健

康
」
が
支
配
す
る
楽
園
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
理
性
が
「
荒
れ
狂
う
非
理

性
」
に
対
し
て
「
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
に
支
配
権
を
ふ
る
う
」25
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
二
項
対
立
的
な
社
会
の
あ
り
か
た
を
否
定
す
る
た
め
に
、
モ

リ
ス
ン
は
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
と
い
う
作
品
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
。

フ
ー
コ
ー
は
『
狂
気
の
歴
史
』
を
、「
パ
ス
カ
ル
に
よ
る
と
『
人
間
が
狂

気
じ
み
て
い
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
の
で
、
狂
気
じ
み
て
い
な
い
こ
と

も
、
別
種
の
狂
気
の
傾
向
か
ら
い
う
と
、
や
は
り
狂
気
じ
み
て
い
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
』」（
7
）
と
書
き
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
パ
ス
カ
ル
を
引

用
し
な
が
ら
同
じ
こ
と
を
、「
狂
人
で
な
い
こ
と
は
、
別
の
流
儀
の
狂
気

に
よ
っ
て
狂
人
で
あ
る
こ
と
な
の
で
す
」（
369
）
と
語
っ
て
い
る
。
ピ
コ
ー

ラ
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
社
会
を

「
狂
気
」
の
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
を
な
く
し
て
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
メ
リ
カ
社
会
を
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
構
成
員
な
く
し
て
は
も

は
や
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
モ
リ
ス
ン
に
よ
る
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア

ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
破
壊
的
断
片
化
と
い
う
作
業
は
、「
狂
人
で
な
い

こ
と
は
、
別
の
流
儀
の
狂
気
に
よ
っ
て
狂
人
で
あ
る
こ
と
な
の
で
す
」
と

い
う
こ
と
を
例
証
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

フ
ー
コ
ー
は
『
狂
気
の
歴
史
』
の
第
二
部
第
一
章
「
種
の
園
に
お
け
る

狂
人
」
で
、
病
気
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
神
は
病
気
を
容
認
し
、
か
つ

て
そ
れ
は
人
間
へ
の
懲
罰
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
で
は
「
神
は
病
気
を

育
て
て
い
る
」（
214
）
と
い
う
。「
な
る
ほ
ど
人
間
の
側
で
は
病
気
は
無
秩

序
と
有
限
と
罪
の
印
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
病
気
を
創
り
だ
し
た
神
の
側
で

は
、
つ
ま
り
は
病
気
の
実
相
の
側
で
は
、
病
気
は
筋
道
の
と
お
っ
た
生
長

作
用
で
あ
る
」（
214
）
と
も
述
べ
て
い
る
。『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
に
お
け

る
ピ
コ
ー
ラ
の
狂
気
も
ま
た
「
筋
道
の
と
お
っ
た
生
長
作
用
」
と
し
て
眺

め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
フ
ー
コ
ー
の
言
葉
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
、
病
気

を
「
無
秩
序
と
有
限
と
罪
の
印
」
と
の
み
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
ピ
コ
ー
ラ
の
状
況
は
た
し
か
に
「
無
秩
序
と
有
限
と
罪
」
を
象
徴

し
て
い
る
よ
う
に
映
る
が
、
そ
れ
は
「
神
」
の
創
り
出
す
「
人
間
社
会
」

に
お
い
て
は
必
然
の
要
素
で
あ
り
、「
無
秩
序
と
有
限
と
罪
」
が
否
定
さ

れ
た
人
間
社
会
は
存
在
し
な
い
。

　

ピ
コ
ー
ラ
の
特
異
な
社
会
的
状
況
・
身
体
的
表
情
こ
そ
が
、
語
り
手
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
の
世
界
認
識
を
助
け
て
い
る
。
再
三
フ
ー
コ
ー
を
引
用
す
れ

ば
、「
狂
人
は
人
間
の
基
礎
的
な
真
理
を
明
る
み
に
出
す
」（
541
）
と
フ
ー

コ
ー
は
記
述
す
る
。
人
間
の
成
長
過
程
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
く
諸
々

の
人
間
的
な
欲
望
を
、「
狂
気
」
は
白
日
の
も
と
に
さ
ら
け
出
し
、
そ
の

結
果
、よ
う
や
く
真
理
が
明
示
さ
れ
る
。
物
語
の
最
後
で
「
狂
気
」
に
陥
っ

た
ピ
コ
ー
ラ
、
騙
さ
れ
て
も
凌
辱
さ
れ
て
も
死
ぬ
こ
と
の
な
か
っ
た
ピ

コ
ー
ラ
の
存
在
の
意
味
は
、
フ
ー
コ
ー
の
「
狂
気
」
の
解
釈
と
重
ね
合
わ
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せ
た
と
き
に
よ
く
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ピ
コ
ー
ラ
の「
狂
気
」に
よ
っ

て
「
人
間
の
基
礎
的
な
真
理
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
社
会
に
潜
む
「
一
つ
の
真
実
」
が
提
示
さ
れ
て
く
る
。『
青
い
目
が
ほ

し
い
』
の
最
後
の
数
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
、
モ
リ
ス
ン
は
人
間
社
会
の
、

ア
メ
リ
カ
社
会
の
相
反
す
る
様
相
・
表
現
を
さ
ま
ざ
ま
に
並
列
さ
せ
畳
み

掛
け
る
よ
う
に
描
写
し
な
が
ら
強
調
す
る
。

　

そ
の
例
と
し
て
第
一
に
、「
あ
い
だ
（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
と
い
う
単
語

に
注
目
し
よ
う
。「
あ
い
だ
（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
と
い
う
前
置
詞
が
つ
な

ぐ
二
つ
の
両
極
的
な
言
葉
は
、
そ
の
相
反
性
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、「
あ

い
だ
（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
と
い
う
空
間
的
状
況
が
重
要
で
あ
る
。
空
間

的
な
引
き
延
ば
し
を
あ
ら
わ
す
「
あ
い
だ
（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
が
、
実

は
質
的
な
引
き
延
ば
し
を
示
唆
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の「
純
粋
持
続
」

と
い
う
概
念
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
あ
い
だ

（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
と
い
う
相
の
も
と
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
あ

い
だ
（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
で
つ
な
が
れ
た
両
者
の
相
互
作
用
を
認
識
す

る
こ
と
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
し
つ
つ
な
お
一
方
が
他
方
に
影
響
を

及
ぼ
し
、
さ
ら
に
発
展
へ
向
か
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
「
持
続
」
の
な
か

に
お
い
て
、
ピ
コ
ー
ラ
は
運
動
作
用
を
行
う
。
ピ
コ
ー
ラ
が
ご
み
漁
り
を

す
る
姿
を
作
者
は
、
ピ
コ
ー
ラ
が
「
タ
イ
ヤ
の
輪
と
ひ
ま
わ
り
」、「
コ
カ

コ
ー
ラ
の
壜
と
ミ
ル
ク
ウ
ィ
ー
ド
（
と
う
わ
た
）」
と
の
間
、そ
し
て
「
世

界
中
の
排
泄
物
と
美
し
さ
」
の
な
か
で
歩
き
回
っ
て
い
る
と
書
く
。

　

自
然
の
美
し
さ
で
あ
る
ひ
ま
わ
り
や
ミ
ル
ク
ウ
ィ
ー
ド
と
対
照
さ
れ

る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
を
代
表
す
る
自
動
車
文
明
で
あ
り
ア
メ
リ
カ
の

代
表
的
な
人
工
的
飲
み
物
で
あ
る
コ
カ
コ
ー
ラ
で
あ
る
。
す
で
に
そ
の
二

項
対
立
に
よ
っ
て
モ
リ
ス
ン
は
白
人
文
明
と
隣
接
し
な
が
ら
命
を
つ
な

い
で
い
る
小
さ
な
自
然
の
植
物
を
描
き
出
し
、
白
人
文
明
の
な
れ
の
果
て

で
あ
る
不
必
要
に
な
っ
た
タ
イ
ヤ
の
「
輪
」
と
空
っ
ぽ
の
「
壜
」
を
強
調

す
る
。
文
明
が
排
泄
し
た
も
の
と
小
さ
な
自
然
の
間
を
ピ
コ
ー
ラ
は
、
そ

し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に
暮
ら
す
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
、
ど
う
に

か
自
分
の
道
筋
を
確
保
し
な
が
ら
歩
ん
で
い
る
。
ピ
コ
ー
ラ
の
動
き
は
す

で
に
踏
み
固
め
ら
れ
決
定
さ
れ
た
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ご
み
を
拾
っ
た
り
引
き
抜
い
た
り
し
な
が
ら
「
自
分
の
道
」（
159
）
を
確

保
し
て
歩
ん
で
い
る
。
そ
の
行
程
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
生
き
か
た
に
重
な
っ
て
い
く
。
か
れ
ら
に
決
定
さ
れ

た
道
筋
な
ど
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
文
明
の
「
排
泄
物
」
の
近
く
に
身
体
を

寄
せ
な
が
ら
ど
う
に
か
自
分
の
呼
吸
の
場
を
発
見
し
、
そ
の
空
間
を
摘
み

取
り
な
が
ら
細
々
と
生
命
を
つ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
を
中
心
に
捉
え
た
分
析
で
あ
る
。
作
者
の

強
調
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
が
対
照
的
な
二
つ
の
項
目
を
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
「
あ
い
だ
（
ビ
ト
ウ
ィ
ー
ン
）」
と
い
う
状
況
の
言
い
換
え
と
見

な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
世
界
中
の
排
泄
物
と
美
し
さ
、
そ
れ
こ
そ
ピ
コ
ー
ラ
そ
の
も
の
で
あ

る
」（
159
）
と
語
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
ピ
コ
ー
ラ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

取
り
込
み
う
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
周
囲
の
人
々
が
排
除
す
る
も
の

を
ピ
コ
ー
ラ
は
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
る
。
受
け
入
れ
に
お
い
て
ピ
コ
ー
ラ

の
意
志
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
状
態
を
語
り
手
の
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
わ
た
し
た
ち
が
ピ
コ
ー
ラ
の
上
に
投
げ
捨
て
た
あ
ら
ゆ
る
ご
み
・
排

泄
物
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
ピ
コ
ー
ラ
は
吸
収
し
た
の
で
あ
り
、
わ
た
し
た

ち
の
美
し
さ
は
ま
ず
最
初
は
ピ
コ
ー
ラ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ

を
ピ
コ
ー
ラ
は
わ
た
し
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
」（
159
）。
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社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
ピ
コ
ー
ラ
自
身
が
、
逆
説
的
に
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
吸
収
す
る
容
積
を
持
ち
、
無
力
に
映
る
ピ
コ
ー
ラ
が
そ
れ
ら
を
果
て
し

な
く
吸
収
す
る
強
い
力
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
に
お
け
る
ピ

コ
ー
ラ
の
存
在
理
由
で
あ
り
、
ピ
コ
ー
ラ
の
意
味
で
あ
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
一
面
的
な
世
界
を
想
起
し
な
が
ら
、ピ
コ
ー

ラ
の
身
体
的
世
界
＝
状
態
を
対
照
さ
せ
て
み
る
。「
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
を

含
む
ピ
コ
ー
ラ
こ
そ
、
現
実
的
な
人
間
社
会
の
姿
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
を
私
た
ち
に
教
授
す
る
ピ
コ
ー
ラ
は
、
今
や
ピ
コ
ー
ラ
自

身
が
新
し
い
教
科
書
、「
ニ
ュ
ー
・
プ
リ
マ
ー
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
が
語
っ
た
、「
ま
ず
最
初
に
ピ
コ
ー
ラ
の
も
の
で
あ
っ

た
」
美
し
さ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
作
者

は
具
体
的
に
指
示
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
読
者
は
次
に
続
く
文
章
か
ら
そ
の

「
美
し
さ
」
を
推
定
す
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
の
二
項

対
立
的
表
示
は
こ
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
語
り
手
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
。

　
「
わ
た
し
た
ち
は
み
ん
な
、
ピ
コ
ー
ラ
を
知
っ
て
い
る
者
は
み
ん
な
、

ピ
コ
ー
ラ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
自
身
を
清
め
た
の
だ
っ
た
。
ピ
コ
ー
ラ
の

醜
さ
に
ま
た
が
っ
て
立
つ
と
わ
た
し
た
ち
は
と
っ
て
も
美
し
か
っ
た
。
ピ

コ
ー
ラ
の
素
朴
さ
が
わ
た
し
た
ち
を
飾
り
立
て
て
く
れ
、
そ
の
罪
が
わ
た

し
た
ち
を
正
当
化
し
、
ピ
コ
ー
ラ
の
苦
痛
が
わ
た
し
た
ち
を
健
康
に
し
て

く
れ
、
そ
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
わ
た
し
た
ち
に
も
ユ
ー
モ
ア
感
覚
が
あ
る
の

だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
ピ
コ
ー
ラ
の
表
現
力
の
な
さ
は
わ
た
し
た
ち
を
雄

弁
だ
と
思
わ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
貧
し
さ
は
わ
た
し
た
ち
を
豊
か
に
し
て

く
れ
た
。
ピ
コ
ー
ラ
の
白
昼
夢
で
さ
え
わ
た
し
た
ち
は
利
用
し
た
。
わ
た

し
た
ち
の
悪
夢
を
鎮
め
る
た
め
に
」（
159
）。

　

す
な
わ
ち
ピ
コ
ー
ラ
と
は
周
囲
の
人
々
へ
こ
れ
だ
け
の
影
響
を
及
ぼ

す
力
を
持
っ
て
い
る
登
場
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ピ
コ
ー
ラ

は
否
定
的
な
属
性
の
持
ち
主
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
貧
し
く
醜

く
み
だ
ら
な
妊
娠
を
し
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
否
定
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
逆
に
周
囲
へ
の
力
を
発
揮
す
る
人
物
と
し
て
作
者
は
描
き
出
す
。
周

囲
の
人
々
が
勝
手
な
思
惑
と
利
己
的
な
目
的
で
ピ
コ
ー
ラ
に
接
す
る
の

を
寛
大
に
も
許
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
そ
の
結
果
「
わ
た
し
た
ち
」
を

自
由
に
し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。「
わ
た
し
た
ち
」
は
勝
手
に
自
分
た
ち

は
強
い
の
だ
と
い
う
幻
想
を
抱
く
が
、
そ
れ
は
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
が
あ
る

か
ら
可
能
で
あ
る
。
ピ
コ
ー
ラ
を
鏡
と
し
て
そ
の
反
対
の
極
に
自
分
た
ち

を
位
置
づ
け
、
自
分
た
ち
は
強
い
と
い
う
錯
覚
を
抱
い
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
錯
覚
は
現
実
で
は
な
く
、「
自
分
た
ち
の
強
さ
の
幻
想
」（
159
）
に
し

か
す
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
は
ま
た
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
に
登
場
す

る
人
々
が
抱
く
幻
想
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
の
強
さ

に
錯
覚
を
抱
き
、
そ
の
夢
を
追
う
こ
と
が
自
分
た
ち
の
強
さ
を
保
証
す
る

と
考
え
た
。
少
な
く
と
も
そ
う
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
現

実
に
お
い
て
か
れ
ら
は
そ
の「
夢
」に
幻
滅
し
て
い
く
。
そ
れ
が「
デ
ィ
ッ

ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
が
終
焉
し
て
い
く
六
〇
年
代
の
ア
メ

リ
カ
社
会
で
あ
っ
た
。
五
〇
年
代
の
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
テ
ィ
の
時
代
を
経

て
、
六
〇
年
代
に
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
悪
化
と
い
う
政
治
的
事
件
が
大

き
く
ア
メ
リ
カ
人
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
こ
の
時
代
に
ア

メ
リ
カ
的
価
値
観
に
対
し
て
初
め
て
疑
問
を
抱
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
ト

ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
を
破
壊
的

に
断
片
化
し
解
体
し
た
背
後
に
は
、
幻
想
で
し
か
な
い
「
自
分
た
ち
の
強

さ
」
を
認
識
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
続
け
て
次
の
よ
う

に
言
う
。

　
「
そ
し
て
そ
れ
は
幻
想
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
た
ち
は
強
く
な

か
っ
た
の
だ
か
ら
。
攻
撃
的
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
自

由
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
気
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
。
憐
れ
み
深
か
っ
た
の
で

も
な
い
。
お
高
く
と
ま
っ
て
い
た
だ
け
だ
。
善
良
だ
っ
た
の
で
は
な
く
行

儀
よ
く
し
た
だ
け
だ
っ
た
」（
159
）。

　

こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
を
並
べ
な
が
ら
、
ピ
コ
ー
ラ
と
い
う
対
象
へ
の

か
か
わ
り
が
ま
っ
た
く
の
二
項
対
立
的
な
距
離
を
保
っ
て
い
た
の
で
も

な
け
れ
ば
、
明
白
な
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
で
も
な
い

こ
と
を
、
語
り
手
は
反
省
し
な
が
ら
認
識
し
始
め
て
い
る
。
ピ
コ
ー
ラ
に

よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
自
分
た
ち
の
行
動
は
、
自
発
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え

て
、
じ
っ
さ
い
は
自
分
た
ち
の
「
弱
さ
」
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
も

あ
っ
た
。
弱
い
か
ら
攻
撃
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
精
神
的
に
本
当
に

自
由
で
あ
れ
ば
精
神
的
に
寛
大
に
な
れ
る
。
と
こ
ろ
が
自
分
た
ち
の
ほ
う

が
ピ
コ
ー
ラ
に
比
べ
て
自
由
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
は
、
実
質
の

伴
わ
な
い
優
越
感
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
後
に
な
っ

て
よ
う
や
く
「
ピ
コ
ー
ラ
」
と
い
う
読
本
が
自
分
た
ち
に
教
え
て
く
れ
た

こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
わ
た
し
た
ち
は
よ
き
語
法
を
英
知
の
代
わ
り
に
し
た
。
習
慣
を
ひ

ね
っ
て
変
え
て
成
熟
を
刺
激
し
た
。
数
々
の
嘘
を
並
べ
替
え
て
そ
れ
を
真

理
と
呼
ん
だ
」（
159
）
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
言
う
。

　
「
よ
き
語
法
」
と
は
「
習
慣
」
と
相
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
短
絡
的
に
言

え
ば
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
に
見
ら
れ
る
習
慣
・
価

値
観
・
文
法
と
み
な
し
う
る
。
本
来
、
個
人
が
知
性
を
働
か
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
だ
が
、
人
間
は
「
よ
き
語
法
」
と
世
間
が
認
め
る
言
葉
遣
い
・
文
法

に
依
存
す
る
。
迎
合
す
る
ほ
う
が
気
楽
だ
か
ら
だ
が
、
そ
れ
は
「
自
己

信
頼
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
世
間
の
習
慣
や
価
値
観
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
個
人
で
判
断
し
行
動
で
き
る
独
立
し
た
人
間
に
な
る
こ
と
を
自
分

た
ち
は
避
け
て
き
た
の
だ
と
、
語
り
手
は
こ
こ
で
初
め
て
諒
解
す
る
。
世

間
を
取
り
繕
う
た
め
に
「
数
々
の
嘘
」
を
つ
く
。
少
な
く
と
も
自
分
の
考

え
・
感
覚
を
排
除
し
て
世
間
の
価
値
観
を
取
り
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
が

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
数
々
の
嘘
」
の
姿
勢
を
取
り
な
が
ら
、
自
己
を

正
当
化
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
「
真
理
」
と
呼
び
慣
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ピ
コ
ー
ラ
を
取
り
囲
ん
だ
人
々
は
、
と
り
わ
け
語
り
手
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

は
、
偽
り
の
真
理
の
構
築
に
苦
悩
し
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
自
身
が
ア
メ
リ

カ
的
価
値
観
の
虚
偽
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
は
、
子
供
の
こ
ろ
ク
リ
ス
マ
ス

の
贈
り
物
に
も
ら
っ
た
青
い
目
の
人
形
を
破
壊
す
る
行
為
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
作
品
は
破
壊
的
断
片
に
よ
っ
て
「
枠
」
づ
け
ら
れ
て
い

た
が
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
人
形
を
壊
し
、
親
に
言
葉
の
な
い
抵
抗
を
示
す
。

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
知
性
で
理
解
し
了
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ

カ
的
価
値
観
の
虚
偽
を
本
能
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た
。

　

ピ
コ
ー
ラ
の
教
訓
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
ピ
コ
ー
ラ
が

そ
の
存
在
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
た
ち
の
悪
夢
を
鎮
め
」
さ
せ
て
く
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
わ
た
し
た
ち
か
ら
蔑
ま
れ
た
」（
159
）
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ピ
コ
ー
ラ
が
「
わ
た
し
た
ち
に
そ
う
さ
せ
て
く
れ
た
」

（
159
）
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
ピ
コ
ー
ラ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
エ

ゴ
を
研
ぎ
す
ま
し
、
自
分
た
ち
の
性
格
を
ピ
コ
ー
ラ
の
壊
れ
や
す
さ
で

取
り
繕
い
、
自
分
た
ち
は
強
い
と
い
う
幻
想
の
な
か
で
あ
ぐ
ら
を
掻
き

あ
く
び
を
し
た
」（
159
）
の
で
あ
っ
た
。
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
は
そ
の
よ
う

な
安
心
感
を
わ
た
し
た
ち
に
与
え
、
そ
れ
が
社
会
の
安
定
を
生
み
出
し

て
い
た
。
子
供
の
こ
ろ
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
理
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由
を
、
大
人
に
な
っ
た
語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
理
解
す
る
。
自
分
た
ち

は
「
古
い
考
え
を
新
し
く
並
び
替
え
た
だ
け
の
も
の
を
神
の
御
言
葉
の
啓

示
」（
159
）
と
見
な
し
て
い
た
の
だ
っ
た
と
い
う
認
識
に
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

は
到
達
す
る
。

　

い
っ
ぽ
う
ピ
コ
ー
ラ
は
「
狂
気
」
の
領
域
に
入
っ
て
行
く
。
そ
れ
は
ピ

コ
ー
ラ
を
受
け
入
れ
な
い
周
囲
の
精
神
的
環
境
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
わ
た

し
た
ち
か
ら
自
分
を
守
る
た
め
」（
159
）
の
「
狂
気
」
で
あ
っ
た
。「
狂
気
」

の
領
域
に
入
っ
た
ピ
コ
ー
ラ
に
、
わ
た
し
た
ち
は
も
は
や
関
心
を
抱
か
な

く
な
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
ピ
コ
ー
ラ
は
自
分
を

守
っ
た
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、
子
供
時
代
に
あ
っ
た
ピ
コ
ー
ラ
と
の
関
係

の
終
焉
を
述
べ
て
い
る
。

　

だ
が
そ
の
終
焉
が
無
意
味
で
無
産
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
に
と
っ
て
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
は
振
り
か
え
っ
て
そ
の
精
神
形
成
を

助
け
た
の
で
あ
り
、
人
生
観
を
根
本
的
に
左
右
す
る
大
き
な
出
来
事
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
と
い
う
回
想
の
物
語
が
成

立
す
る
。
語
り
手
の
回
想
は
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
に
収
斂
し
て
い
る
。
こ
の

物
語
は
ア
メ
リ
カ
の
中
西
部
の
小
さ
な
町
に
住
む
醜
い
黒
人
の
女
の
子
と

語
り
手
の
個
人
的
な
か
か
わ
り
、
社
会
と
孤
立
し
た
女
の
子
ど
う
し
の
少

女
時
代
の
瑣
末
な
体
験
が
語
ら
れ
る
「
少
女
小
説
」
で
は
な
く
、
ア
メ
リ

カ
社
会
と
そ
こ
に
「
生
き
る
」
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
認
識
し
、

そ
の
存
在
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
壮
大
な
テ
ー
マ
を
含
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

９
　
攻
撃
的
な
沈
黙
・
ピ
コ
ー
ラ

　
「
黙
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
け
れ
ど
一
九
四
一
年
の
秋
、
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド

の
花
は
咲
か
な
か
っ
た
」（
９
）
と
い
う
書
き
出
し
で
『
青
い
目
が
ほ
し

い
』
は
始
ま
っ
た
。「
そ
し
て
今
、
ピ
コ
ー
ラ
が
ご
み
を
あ
さ
っ
て
い
る

の
を
見
る
と

─
い
っ
た
い
何
を
。
わ
た
し
た
ち
が
殺
し
て
し
ま
っ
た
も

の
を
？　

わ
た
し
が
語
っ
た
の
は
、
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
の
種
を
土
中
深
く

埋
め
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
咲
か
な
か
っ
た
の
は
地
面

の
、
土
地
の
、
こ
の
町
の
せ
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
」（
160
）。
こ
れ
が
結

び
の
文
章
で
あ
る
。

　
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
で
作
者
が
も
っ
と
も
語
り
た
か
っ
た
の
は
、
花

が
咲
か
な
か
っ
た
の
は
種
を
蒔
い
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
少

女
の
せ
い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
周
囲
の
地
理
的
な
要
素
と
環
境
的
な

要
素
の
せ
い
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、「
あ
の
年
、
国
中
の
地
面
が
マ
リ
ゴ
ー
ル
ド
に
敵
愾
心
を

抱
い
て
い
た
と
今
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
」（
160
）
と
打
ち
明
け
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。「
あ
の
年
」、
す
な
わ
ち
一
九
四
一
年
と
い
う
年
が
意
味
を

持
っ
て
く
る
。
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
年
で
あ
る
。

　

語
り
手
は
、
こ
の
土
壌
で
は
特
定
の
草
木
は
花
を
咲
か
せ
ず
、
特
定
の

果
樹
は
実
を
結
ば
な
い
、
と
続
け
る
。
土
地
が
そ
の
「
意
志
行
為
」（
160
）

を
拒
絶
し
た
と
き
に
は
、「
わ
た
し
た
ち
」
は
そ
の
「
犠
牲
に
な
る
も
の

に
生
き
長
ら
え
る
権
利
は
な
い
」（
160
）
と
み
な
し
て
甘
受
す
る
が
、
そ

れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
語
り
手
は
、
具
体
的
な
こ
と
は
も
は
や

ど
う
で
も
よ
い
と
言
う
。

　
「
す
で
に
遅
い
の
だ
か
ら
。
少
な
く
と
も
わ
た
し
の
町
の
は
ず
れ
で
、

わ
た
し
の
町
の
ご
み
と
ひ
ま
わ
り
の
な
か
で
は
、
も
は
や
ひ
ど
く
、
ひ
ど

く
、
ひ
ど
く
遅
す
ぎ
る
の
だ
か
ら
」（
160
）。

　

こ
の
よ
う
に
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
回
想
物
語
は
終
わ
る
。

　

ピ
コ
ー
ラ
は
「
狂
気
」
の
領
域
に
入
り
込
み
、
も
は
や
何
を
語
ろ
う
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に
も
遅
す
ぎ
る
。「
町
の
は
ず
れ
で
、
わ
た
し
の
町
の
ご
み
と
ひ
ま
わ
り
」

の
な
か
に
い
る
の
は
ピ
コ
ー
ラ
で
、
青
い
目
が
欲
し
い
、
美
し
く
な
り
た

い
と
い
う
ピ
コ
ー
ラ
の
「
意
志
行
為
」
は
拒
絶
さ
れ
た
。「
青
い
目
」
は

白
人
の
美
の
基
準
で
あ
り
、
拒
絶
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ピ
コ
ー
ラ

に
生
き
長
ら
え
る
権
利
が
な
い
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
す
べ
て
遅
す
ぎ

る
か
も
し
れ
な
い
。「
ひ
ど
く
、
ひ
ど
く
、
ひ
ど
く
遅
す
ぎ
る
」
と
三
度

に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
強
調
は
、
ピ
コ
ー
ラ
と
い
う
生
身
の
個
人

を
「
正
気
」
の
世
界
に
戻
す
こ
と
の
不
可
能
性
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
語
り
手
を
含
め
た
周
囲
の
人
々
に
と
っ
て
、「
間
違
っ
て
い
た
」

と
反
省
す
る
こ
と
が
遅
す
ぎ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
ピ

コ
ー
ラ
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
悲
惨
な
現
実
を
抱
え
な
が
ら

も
、
今
、
回
想
し
て
い
る
語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
社
会
状
況
は
、「
あ

の
年
」、
あ
の
時
代
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
が
反
省
し
て
い
る
よ

う
に
「
わ
た
し
た
ち
は
間
違
っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
意
志
行
為
」
を
、

社
会
が
抹
殺
し
て
も
な
お
生
き
延
び
る
権
利
を
、
放
棄
し
て
は
な
ら
ぬ
と

い
う
認
識
に
語
り
手
は
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
狂
気
」
の
ピ
コ
ー
ラ
の
存
在
が
、
語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
を
含
め
た

読
者
に
象
徴
的
に
伝
え
て
い
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
悲
惨
な
ピ
コ
ー
ラ

の
存
在
を
最
後
に
映
し
出
し
て
物
語
が
終
わ
る
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
世

界
に
生
き
る
人
々
、
醜
い
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
少
女
と
白
人
社

会
の
美
し
い
人
々
を
対
照
的
に
描
き
出
す
の
が
目
的
な
の
で
も
な
い
。

　
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
に
表
象
さ
れ
る
「
正
気
」

の
世
界
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
の
は
、「
狂
気
」
の
ピ
コ
ー
ラ
と
い
う
現
実
で

あ
っ
た
。
抹
殺
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
ピ
コ
ー
ラ
は
生
き
長
ら
え
て

い
る
。「
狂
気
」
の
ピ
コ
ー
ラ
を
眺
め
る
、
他
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ

カ
ン
も
生
き
長
ら
え
て
い
る
。
か
れ
ら
は
「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ

イ
ン
」
の
世
界
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
社
会

に
存
在
し
、
そ
の
社
会
の
構
成
員
に
な
っ
て
い
る
。
ピ
コ
ー
ラ
の
教
訓
と

は
そ
の
事
実
の
認
識
で
あ
り
、そ
れ
が
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
ク
」
で
あ
る
。

　

ピ
コ
ー
ラ
は
作
品
の
な
か
で
饒
舌
に
自
分
の
境
遇
を
語
る
こ
と
は
な

く
、
言
葉
を
発
す
る
機
会
も
ご
く
稀
で
あ
る
。
ジ
ル
・
メ
イ
タ
ス
は
「
ピ

コ
ー
ラ
は
小
説
の
全
般
に
わ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
沈
黙
し
て
い
る
」

26
と
述

べ
、
逆
説
的
な
が
ら
そ
の
沈
黙
ゆ
え
に
饒
舌
に
な
り
、「
モ
リ
ス
ン
は
ピ

コ
ー
ラ
を
沈
黙
す
る
犠
牲
者
に
仕
立
て
て
、
そ
の
苦
悩
を
き
わ
め
て
力
強

く
表
現
し
て
い
る
」

27
と
分
析
す
る
。
沈
黙
す
る
ピ
コ
ー
ラ
は
、
究
極
的

な
理
性
の
沈
黙
で
あ
る
「
狂
気
」
の
領
域
へ
入
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ

え
さ
ら
に
「
饒
舌
に
」
存
在
を
主
張
す
る
。
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
は
そ

の
よ
う
な
饒
舌
な
沈
黙
を
「
攻
撃
的
な
沈
黙
」
と
表
現
し
た
。

　
「
狂
気
」
の
ピ
コ
ー
ラ
の
現
在
へ
注
意
を
向
け
て
語
り
を
終
え
る
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、
キ
ャ
ス
リ
ン
・
ア
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、「
自
己
を
大

胆
に
肯
定
」

28
し
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
子
供
の
こ
ろ
金
髪
碧
眼
の

人
形
を
解
体
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
具
体
的
な
人
形
を
壊
し
た
の
で

は
な
く
、
ま
た
コ
ッ
プ
に
描
か
れ
た
子
役
の
シ
ャ
ー
リ
ー
・
テ
ン
プ
ル
を

嫌
っ
た
の
で
は
な
く
、「
外
観
の
み
で
価
値
判
断
を
す
る
文
化
」

29
を
破

壊
し
た
か
っ
た
の
で
あ
り
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
白
人
文
化
と
黒

人
文
化
と
い
う
対
照
あ
る
い
は
対
立
を
助
長
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
白
人

の
価
値
判
断
の
み
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
皮
相
な
価
値
判
断
を
下
す

「
世
間
」
を
批
判
し
、
愚
か
な
人
間
の
無
批
判
的
な
同
調
性
を
弾
劾
し
て

い
る
。

　

私
た
ち
読
者
に
は
、『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
を
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ

リ
カ
ン
と
白
人
の
価
値
観
の
対
立
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ

ン
」
の
世
界
と
黒
人
の
世
界
の
対
照
を
描
い
た
作
品
と
見
な
し
て
納
得
す
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る
傾
向
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
作
品
が
普
遍
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
、

「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
世
界
や
シ
ャ
ー
リ
ー
・
テ
ン
プ
ル
、

ベ
ビ
ー
・
ド
ー
ル
の
文
化
が
代
表
し
て
い
る
も
の
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に

お
け
る
白
人
と
黒
人
の
対
立
と
い
う
領
域
に
留
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
も
は
や
ア
メ
リ
カ
社
会
の
内
部
に
お
け
る
価
値
観
で
は
な
く
、
一

般
に
白
人
文
化
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
姿
勢
と
読
み
換
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ペ
レ
ス
＝
ト
レ
ス
は
次
の
よ
う
に

言
う
。

　
「
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
（
あ
る
い
は
わ
た
し
た
ち
の
社
会
で
）
ホ

ワ
イ
ト
と
は
人
種
的
範
疇
で
は
な
い
。
む
し
ろ
非
人
種
的
な
も
の
で
あ

り
、
規
範
で
あ
り
普
遍
的
な
基
準
で
あ
る
」

30
。

　
「
ホ
ワ
イ
ト
」
＝
「
白
人
」
は
も
は
や
人
種
の
違
い
を
指
示
す
る
用
語

で
は
な
く
な
り
、「
非
人
種
的
な
も
の
」、
人
種
の
範
疇
を
超
え
た
も
の
を

指
示
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
千
数
百
年
の
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は

キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
代
表
さ
れ
る
思
想
体
系
・
文
化
の
型
が
、
私
た
ち
の

知
的
世
界
・
日
常
社
会
を
支
配
的
に
構
築
し
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
＝
白
人
が
世
界
の
規
範
、
普
遍
的
な
基
準
で
あ
る
か
の
ご
と
く

に
思
い
込
ま
せ
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
過
去
二
百
年
間
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

世
界
が
近
代
主
義
を
標
榜
し
、
近
代
化
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
中
心
的

指
導
力
を
発
揮
し
、
世
界
の
多
く
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に

そ
の
規
範
・
価
値
基
準
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、「
ホ
ワ
イ
ト
」

と
は
そ
の
よ
う
な
欧
米
の
白
人
が
生
み
出
し
築
い
て
い
る
政
治
体
系
・
文

化
お
よ
び
そ
の
価
値
体
系
に
直
結
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
「
ホ
ワ
イ
ト
」
の
文
化
へ
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
の
が
ピ
コ
ー

ラ
の
存
在
で
あ
る
。
白
人
の
近
代
主
義
が
踏
み
に
じ
り
、
排
除
し
無
視
し

て
き
た
の
は
、「
ピ
コ
ー
ラ
」
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
い
は
ま
た
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
、
そ
の
他
の
周
縁
的
な
女
た
ち

を
例
に
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
母
親
が
忌
み

嫌
い
、
ピ
コ
ー
ラ
は
愛
情
と
や
さ
し
さ
を
求
め
て
近
づ
い
て
い
っ
た
、
ピ

コ
ー
ラ
の
一
家
が
住
ん
で
い
た
店
舗
の
上
の
ア
パ
ー
ト
に
住
む
三
人
の

娼
婦
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
名
前
が
マ
リ
ー
（
ま
た
は
マ
ジ
ー
ノ
・
ラ
イ

ン
＝
フ
ラ
ン
ス
）、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ャ
イ
ナ
と
い
う
不
思
議
な
組
み
合

わ
せ
で
あ
る
の
に
も
作
者
の
意
図
は
あ
る
だ
ろ
う
。「
か
れ
ら
の
名
前
に

は
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
姿
勢
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
」
と
ガ
ー

リ
ー
ン
・
グ
リ
ュ
ワ
ル
は
言
う

31
。
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
取
り
込
ま
れ
、
中
国
は
日
本
に
取
り

込
ま
れ
た
。
周
縁
的
な
登
場
人
物
で
あ
る
三
人
の
娼
婦
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム

的
な
父
権
社
会
へ
、
中
産
階
級
的
な
社
会
へ
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
す

り
抜
け
て
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の
職
業
じ
た
い
が
支
配
的
価
値
観
の
正
道

を
行
く
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
か
れ
ら
三
人
は
よ
く
笑
い
、
よ
く
食
べ
、
そ
し
て
よ
く
性

的
欲
望
を
満
た
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
幸
せ
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
楽
天
的
で
に
ぎ
や
か
で
楽
し
そ
う
に
見
え
る
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア

ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
母
親
と
父
親
が
声
も
立
て
ず
に
微
笑
ん
で
い

る
様
子
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
三
人
の
娼
婦
の
描
写
か
ら
か
れ
ら
の
声

が
聞
こ
え
て
く
る
ば
か
り
か
、
食
べ
物
の
味
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
に

日
常
を
逆
転
さ
せ
る
バ
フ
チ
ン
の
「
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
な
笑
い
」
を
見
る

よ
り
も
、「
こ
れ
ら
の
場
所
（
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
中
国
）
の
文

化
的
価
値
が
崩
壊
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」

32
と
い
う
指
摘
に
深
い
意
味

が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
三
人
の
娼
婦
は
そ
の
周
縁
的
な
職
業
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
こ
そ
逆
説
的
で
は
あ
る
が
根
源
的
に
人
間
ら
し
い
欲

望
を
満
た
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
こ
に
支
配
的
な
価
値
観
、
取
り
込
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み
支
配
し
よ
う
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
見
ら
れ
る
父
権
的
な

姿
勢
に
立
ち
向
か
う
女
た
ち
の
姿
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
「
男
た
ち
と
戦
っ

て
い
る
」

33
三
人
の
女
で
あ
る
。

　
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
は
、「
ホ
ワ
イ
ト
」
の
文
化
・
価
値
体
系
の
ひ
ず

み
を
三
人
の
女
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
ピ
コ
ー
ラ
に
よ
っ
て
あ
ら

わ
し
強
調
し
た
小
説
作
品
で
あ
る
。「
ホ
ワ
イ
ト
」
と
は
も
は
や
人
種
的

な
指
示
語
と
し
て
の
「
ホ
ワ
イ
ト
」
で
は
な
く
、
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

主
義
の
価
値
体
系
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
「
ホ
ワ
イ
ト
」
の
文
化
を
指

示
す
る
言
葉
に
な
る
。

　

資
本
主
義
的
合
理
主
義
の
近
代
化
の
世
界
で
は
、
有
無
を
言
わ
さ
ず

画
一
性
・
同
一
性
の
価
値
を
奨
励
し
た
。「
正
し
い
」
人
間
で
あ
れ
ば
だ

れ
も
が
同
じ
も
の
を
欲
望
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
同
一
性
信
仰
」
が

「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
。『
青
い
目
が
ほ
し
い
』

の
登
場
人
物
た
ち
は
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
の
文

化
的
価
値
観
が
推
進
し
た
そ
の
あ
や
ま
り
を
問
い
た
だ
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
の
追
求
は
、
同
一
性
か
ら
離
反
す
る
精

神
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
体
制
の
価
値
観
で
は
な
く
自

己
を
頼
り
に
理
想
を
実
現
す
る
、
そ
の
頑
強
な
姿
勢
こ
そ
「
ア
メ
リ
カ

の
夢
」
の
追
求
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
。
本
来
そ
れ
は
個
人
的
な
も
の
で

あ
り
、
個
人
主
義
・
自
己
信
頼
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
い
っ
ぽ
う
で
は
、
建
国
の
歴
史
的
展
開
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ

ム
」
に
収
斂
さ
れ
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
と
差
異
化
し
つ

つ
、
ひ
と
つ
の
ア
メ
リ
カ
人
像
を
想
定
し
、
そ
れ
に
だ
れ
も
が
近
づ
い
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
同
一
性
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
新

世
界
」
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
ア
メ
リ

カ
の
夢
」
は
、
そ
の
意
味
で
は
同
一
の
夢
の
追
求
で
あ
っ
た
。
土
地
所
有
、

金
銭
的
に
豊
か
な
暮
ら
し
、
信
教
の
自
由
、
階
級
制
度
か
ら
の
自
由
な
ど

で
あ
っ
た
。

　

近
い
過
去
に
お
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
の
夢
」
が
も
っ
と
も
画
一
化
し

た
と
思
わ
れ
る
時
代
は
、「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本

が
全
米
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
小
学
校
で
使
用
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
。

一
九
五
〇
年
代
の
個
性
が
喪
失
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
二
一
世
紀
の
今
を

生
き
る
私
た
ち
は
、
複
合
文
化
主
義
・
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
が
唱

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
七
〇
年
代
・
八
〇
年
代
を
経
験
し
て
い
る
。
そ

の
複
合
文
化
主
義
・
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
肯

定
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
が
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
で
あ
っ
た
。
複
合
的

価
値
観
が
ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
母
親
が
歌
う
ブ
ル
ー
ス

は
、「
困
難
な
時
代
、
悪
い
時
代
、、
誰
か
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
」

（
24
）
と
い
う
悲
惨
な
内
容
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
母

親
の
歌
声
の
甘
さ
、
う
っ
と
り
と
し
た
母
親
の
目
を
見
つ
め
な
が
ら
、「
つ

ら
い
時
代
に
自
分
の
身
を
お
い
て
み
た
い
」（
24
）と
願
う
。こ
れ
は
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
し
て
自
覚
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。「
悲
し
み
も
か
あ
さ
ん
の
歌
声
に
よ
っ
て
グ
リ
ー
ン
や
ブ
ル
ー

に
色
づ
け
ら
れ
、
歌
の
言
葉
か
ら
あ
ら
ゆ
る
悲
嘆
の
意
味
を
取
り
除
い
て

し
ま
う
の
だ
っ
た
」（
24
）
と
さ
え
感
じ
る
。
苦
痛
は
耐
え
う
る
ば
か
り

か
甘
美
で
も
あ
り
、
歌
う
瞬
間
に
よ
っ
て
か
れ
ら
は
生
き
延
び
る
力
を
確

か
な
も
の
に
す
る
。

　

ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
ブ
ル
ー
ス
に
つ
い
て
、『
初
め
て
の
ジ
ャ

ズ
の
本
』
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
悲
し
い
歌
だ
。
仕
事
に
あ
ぶ
れ
た
り
、文
無
し
だ
っ

た
り
、
す
き
っ
腹
だ
っ
た
り
、
ふ
る
さ
と
遠
く
離
れ
て
い
た
り
、
汽
車
に
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乗
り
た
い
の
に
切
符
が
な
い
。
好
き
な
人
が
去
っ
て
行
き
一
人
ぼ
っ
ち
」

（
22
）に
な
っ
て
し
ま
う
歌
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ブ
ル
ー
ス
に
は
、「
そ

の
悲
し
み
の
背
後
に
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
笑
い
と
力
が
あ
る
」（
23
）。

　

ブ
ル
ー
ス
は
こ
の
よ
う
に
両
極
的
な
特
質
を
備
え
、
悲
し
み
を
う
た
い

な
が
ら
も
「
笑
い
と
力
」
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
音
楽
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
人
々

に
ブ
ル
ー
ス
や
ジ
ャ
ズ
が
好
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
と
ヒ
ュ
ー
ズ
は
言
う
。
悲

惨
な
状
況
を
歌
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
吹
き
飛
ば
す
「
笑
い
と
力
」
が
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
生
へ
の
執
着
と
、
し
た
た
か
に
生
き
延
び

る
巧
み
な
知
恵
が
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ル
イ
ス
・
ゲ
イ
ツ
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
、

そ
れ
を
「
シ
グ
ニ
フ
ァ
イ
イ
ン
グ
・
モ
ン
キ
ー
」
と
い
う
伝
統
を
通
し
て

検
討
し
て
い
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
次
の
よ
う
な
ブ
ル
ー
ス
の
歌
詞
を
紹
介

し
な
が
ら
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
生
へ
の
し
た
た
か
さ
を
示
し

て
い
る
。

　
「
俺
は
鉄
道
線
路
へ
向
か
っ
て
歩
く
。
そ
し
て
頭
を
レ
ー
ル
に
の
せ
て
、

鉄
道
線
路
へ
、
そ
し
て
頭
を
レ
ー
ル
に
の
せ
て

─
そ
い
で
列
車
が
見
え

た
な
ら
、
ひ
ょ
い
と
頭
を
持
ち
上
げ
る
」（
23
）。

　

こ
の
歌
詞
に
は
、「
シ
グ
ニ
フ
ァ
イ
イ
ン
グ
・
モ
ン
キ
ー
」
と
い
う
身

振
り
と
同
様
の
ユ
ー
モ
ア
感
覚
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
場
面
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、
ク
リ
ス
マ

ス
の
贈
り
物
に
は
白
人
の
青
い
目
の
ベ
ビ
ー
ド
ー
ル
を
も
ら
う
よ
り
、
祖

父
母
と
と
も
に
過
ご
し
た
か
っ
た
と
回
想
す
る
。「
自
分
の
も
の
に
す
る

こ
と
、
物
を
所
有
す
る
な
ん
て
金
輪
際
い
や
だ
っ
た
」
と
言
う
。
そ
れ

よ
り
も
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
日
に
は
何
か
を
感
じ
た
か
っ
た
」、「
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
台
所
で
小
さ
な
椅
子
に
す
わ
っ
て
、
膝
に
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
花
を

い
っ
ぱ
い
の
せ
て
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
自
分
の
た
め
だ
け
に
弾
い
て
く
れ

る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
聴
い
て
い
た
か
っ
た
」（
21
）。

　

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
い
、
品
物
を
所
有
し
、
即
物
崇
拝
の
文
化
を
教
え

込
ま
れ
る
よ
り
、
祖
父
母
か
ら
の
お
話
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の

文
化
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
子
供
だ
っ
た

当
時
、
そ
の
理
由
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

の
感
性
は
無
意
識
に
、
自
分
の
民
族
的
存
在
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
望
み
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
文
化
を
渇
望
す
る
。
画
一
的
な

ア
メ
リ
カ
的
価
値
観
・
単
一
性
の
ア
メ
リ
カ
文
化
へ
抵
抗
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

　

ブ
ル
ー
ス
が
即
興
で
歌
わ
れ
、
歌
詞
の
変
容
が
許
さ
れ
る
の
み
な
ら

ず
、
変
容
こ
そ
が
ブ
ル
ー
ス
の
特
質
で
あ
る
と
き
、
ま
さ
に
「
デ
ィ
ッ

ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
が
描
き
出
し
て
い
る
画
一
化
さ
れ
固
定

化
さ
れ
、
硬
直
し
た
ア
メ
リ
カ
的
理
想
像
と
は
相
反
す
る
資
質
が
奨
励
さ

れ
る
。
ブ
ル
ー
ス
に
拠
り
所
を
見
出
す
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、
同
一
化
・
固

定
化
に
恐
怖
す
る
と
さ
え
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
固
定
さ
れ
た
秩
序
・
同

一
化
・
規
格
品
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
夢
は
偽
善
で
し
か
な
い

と
、
少
女
だ
っ
た
語
り
手
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
直
感
し
て
い
た
。

　

ピ
コ
ー
ラ
は
最
後
に
ご
み
漁
り
を
し
て
い
る
が
、
ご
み
の
な
い
世
界
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
「
魔
法
の
王
国
」
が
目
指
す
極
度
に
清
潔
な
世
界
は
現
実

で
は
な
い
。
そ
れ
は
非
現
実
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の

世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
完
璧
に
清
潔
な
「
王
国
」
こ
そ
、
私
た
ち
に
不
安

と
恐
怖
を
生
み
出
し
植
え
つ
け
る
。
民
族
純
粋
主
義
と
同
様
に
、
熱
狂
的

な
清
潔
信
仰
こ
そ
「
狂
気
」
の
領
域
に
か
ぎ
り
な
く
近
づ
い
て
い
く
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

ピ
コ
ー
ラ
の
醜
さ
も
「
狂
気
」
と
い
う
精
神
の
逸
脱
も
ア
メ
リ
カ
社
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会
の
現
実
で
あ
る
。『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
の
ピ
コ
ー
ラ
が
教
え
る
の
は
、

金
髪
碧
眼
と
い
う
美
の
基
準
の
不
健
全
さ
、
い
つ
も
健
康
的
に
微
笑
ん
で

い
る
と
い
う
「
健
康
信
仰
」
の
欺
瞞
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
青

い
目
が
ほ
し
い
』
は
、
ピ
コ
ー
ラ
を
登
場
人
物
と
す
る
新
し
い
教
科
書
、

「
ニ
ュ
ー
・
プ
リ
マ
ー
」
に
変
身
す
る
。

　

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
に
よ
っ
て
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・

ス
ピ
ー
ク
」
を
実
践
し
た
。
新
し
い
教
科
書
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
作
者
が
ま
ず
行
っ
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
の
典
型
的
な
教
科
書

「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
読
本
を
断
片
化
し
解
体
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
破
壊
的
断
片
の
表

示
は
、
そ
の
世
界
が
支
持
す
る
規
範
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同

時
に
、
画
一
化
さ
れ
た
完
璧
な
世
界
は
す
で
に
内
部
か
ら
崩
壊
し
て
い
る

こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
モ
リ
ス
ン
の
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』

は
、
二
項
対
立
を
際
立
た
せ
た
の
で
は
な
く
、
ピ
コ
ー
ラ
の
「
狂
気
」
が

自
然
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
ピ
コ
ー
ラ
が
「
狂
気
」
に
陥
っ
た
の
は
青

い
目
を
獲
得
し
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
完
璧
で
あ
る
こ
と
を
押
し
つ

け
て
く
る
社
会
の
規
範
に
対
応
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ご
み
漁
り
を
す
る
ピ
コ
ー
ラ
を
、
清
潔
、
す
な
わ
ち
「
人
間
ら
し
さ
」

か
ら
ほ
ど
遠
く
、
そ
の
生
き
か
た
を
、
健
康
的
な
社
会
の
構
成
員
の
姿
か

ら
ほ
ど
遠
い
と
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。「
狂
気
」
で
あ

る
の
は
ピ
コ
ー
ラ
な
の
か
、
画
一
的
な
社
会
の
規
範
で
あ
る
の
か
。
社
会

の
精
神
構
造
の
根
源
的
な
問
題
を
俎
上
に
の
せ
、
私
た
ち
に
既
成
の
規
範

に
疑
義
を
呈
す
る
強
い
姿
勢
と
勇
気
を
教
え
て
い
る
の
が
モ
リ
ス
ン
の

『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
と
い
う
「
ニ
ュ
ー
・
プ
リ
マ
ー
」
で
あ
る
。

10
　
娼
婦
の
呪
文
「
健
康
は
不
健
康
、
不
健
康
は
健
康
」

　

モ
リ
ス
ン
は
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ウ
の
『
ア
ー
サ
ー
・
ゴ
ー
ド

ン
・
ピ
ム
の
物
語
』
を
分
析
し
、
白
い
イ
メ
ー
ジ
に
注
意
を
向
け
、
主
人

公
が
肌
の
色
の
黒
い
人
間
と
遭
遇
し
た
あ
と
、
あ
た
り
の
情
景
描
写
で
白

さ
が
異
様
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。

　
「
白
い
経
帷
子
の
よ
う
な
人
間
の
形
」、「
雪
の
よ
う
に
完
璧
に
白
い
」
肌

と
い
う
描
写
が
、
す
べ
て
「
黒
さ
」
と
出
会
っ
て
か
ら
始
ま
る
と
モ
リ
ス

ン
は
指
摘
し
、「
現
地
の
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
た
の
は
白
さ
で
あ
っ
た
」

34

と
述
べ
る
。

　

こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
ピ
コ
ー
ラ
の
「
狂
気
」
が
恐
怖
で
あ
る
の
か
、

「
デ
ィ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
イ
ン
」
の
白
い
完
璧
な
「
健
康
性
」
が
恐

怖
で
あ
る
の
か
と
問
い
直
す
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
こ
う

問
い
直
し
て
も
い
い
。
ピ
コ
ー
ラ
が
本
当
に
「
狂
気
」
の
人
に
な
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
健
康
幻
想
こ
そ
「
狂
気
」
な
の
か
。

　
『
青
い
目
が
ほ
し
い
』
に
は
三
人
の
娼
婦
が
登
場
し
た
。
愛
と
美
に
つ

い
て
語
る
三
人
の
娼
婦
は
、『
マ
ク
ベ
ス
』
の
三
人
の
魔
女
を
想
起
さ
せ

る
。「
き
れ
い
は
き
た
な
い
、
き
た
な
い
は
き
れ
い
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が

ら
大
鍋
を
か
き
混
ぜ
る
魔
女
た
ち
を
、「
本
当
の
愛
」
を
解
体
し
曖
昧
化

さ
せ
る
娼
婦
と
並
べ
て
み
て
も
い
い
。
ピ
コ
ー
ラ
は
三
人
の
娼
婦
の
お
気

に
入
り
で
、
ピ
コ
ー
ラ
も
か
れ
ら
が
好
き
だ
っ
た
。
語
り
手
は
そ
の
場
面

を
回
想
の
現
在
に
お
い
て
遠
く
か
ら
眺
め
、「
健
康
は
不
健
康
、
不
健
康

は
健
康
」
と
つ
ぶ
や
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
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。
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こ
れ
は
八
月
後
半
の
ベ
ル
リ
ン
滞
在
を
回
転
軸
に
し
た
、〈
東
〉
と
〈
西
〉

を
め
ぐ
る
、
二
〇
〇
六
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
ご
く
私
的
な
ト
ポ
ロ

ジ
ー
で
あ
る
。

プ
ロ
ロ
ー
グ
＝
『
鵺
／N

U
E

』、
一
一
月
三
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

　
「
そ
こ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
某
国
に
あ
る
国
際
空
港
。
外
国
語
の
空
港
ロ

ビ
ー
に
流
れ
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
聞
こ
え
る
。
そ
の
音
の
あ
い
だ
に
う
っ

す
ら
と
椅
子
の
姿
だ
け
が
見
え
て
い
た
が
、
次
第
に
舞
台
は
明
る
く
な
っ

て
、
そ
の
雰
囲
気
が
わ
か
る
。
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
ル
ー
ム
だ
。
椅
子
の
ひ
と

つ
に
黒
ず
く
め
の
男
が
い
る
」
―
一
一
月
初
め
に
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ

ア
タ
ー
は
シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム
で
観
た
、
宮
沢
章
夫
（
一
九
五
六
～
）
作
・
演

出
『
鵺
／N

U
E

』
の
冒
頭
場
面
だ
。
と
あ
る
空
港
と
い
う
の
が
ど
こ
で
あ

る
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
待
合
室
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
演
を
終
え

た
日
本
の
演
劇
人
た
ち
が
足
止
め
を
食
っ
て
、ひ
と
り
煙
草
を
く
ゆ
ら
す「
黒

ず
く
め
の
男
」
と
出
会
い
、
次
第
に
時
空
が
ね
じ
れ
て
い
く
。

　

男
は
何
者
で
何
年
そ
こ
に
い
る
の
か
。
し
か
し
炙
り
出
し
の
よ
う
に
だ
ん

だ
ん
に
想
起
さ
れ
て
い
く
の
は
一
九
七
〇
年
前
後
の
新
宿
で
、
そ
の
頃
の

清
水
邦
夫
（
一
九
三
六
～
）
の
作
品
群

が
（
戯
曲
に
は
『
朝
に
死
す
』
か
ら
『
ぼ

く
ら
が
非
情
の
大
河
を
く
だ
る
時
―
新

宿
薔
薇
戦
争
』
ま
で
の
四
作
か
ら
で
あ
る

こ
と
が
明
示
さ
れ
て
）
劇
中
劇
と
し
て
随

所
に
引
用
さ
れ
る
。
と
な
る
と
、
演
出

家
と
は
蜷
川
幸
雄
（
一
九
三
五
～
）
で
、

「
黒
ず
く
め
の
男
」
は
そ
の
頃
の
現

代
人
劇
場
の
俳
優
だ
っ
た
岡
田
英
次

（
一
九
二
〇
～
一
九
九
五
）
か
、
蟹
江
敬

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
・
ベ
ル
リ
ン
─
あ
る
い
は
〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
川
道
子

宮沢章夫作・演出『鵺』、世田谷パブリッ
クシアター（シアタートラム）、舞台写真。
ⓒ宮内勝

演
出
家「
…
よ
く
似
た
人
間
が
こ
ん
な
場
所
に
い
る
と
思
っ
て
不
思
議
だ
っ
た
。
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
か
？　

や
っ
ぱ
り
、足
止
め
か
？
」

黒
ず
く
め
の
男
「
ず
っ
と
こ
こ
に
い
る
。
あ
い
に
く
パ
ス
ポ
ー
ト
を
な
く
し
ち
ま
っ
て
ね
、
日
本
に
戻
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、

　
　
　
　
　
　
　

か
と
い
っ
て
ど
こ
か
の
国
に
入
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
こ
こ
で
も
う
何
年
も
生
き
て
い
る
。
…
」

宮
沢
章
夫
作
『
鵺
／N

U
E

』
よ
り

ⅰ
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6 7

三
（ 一 九 四 四 ～ ）

か 、 と い う よ う な こ と が 連 想 さ れ る 。 し か も

「 黒 ず く め の 男 」 を 演 じ る 若 松 武 史 は 、 故 寺 山 修 司 が 率 い た 天井 桟 敷 の 出 身 だ か ら 「 ア ン グ ラ 演 劇 」 の 時 代 が 、 演 出 家 を 演 じる 上 杉 祥 三 は 、 演 出 家 野 田 秀 樹 と 夢 の 遊 民 社 時 代 を 同 走 し て いた か ら 、 そ の 後 の 小 劇 場 演 劇 時 代 が 想 起 さ れ る 。 つ い で に 言 えば 、 何 故 か 彼 女 だ け が 「 桐 山 雅 子 」 と い う 固 有 名 で 登 場 す る 制作 者 役 の 中 川 安 奈 は 築 地 小 劇 場 出 身 で 新 劇 の 祖 ・ 千 田 是 也 の お孫 さ ん で あ り 、 新 国 立 劇 場 監 督 の 栗 山 民 也 夫 人 で あ る 。 配 役 の俳 優 陣 も 、 そ う い う こ と を 知 る 観 客 に と っ て は そ れ だ け で 、 まる で ア ン グ ラ 演 劇 運 動 の 時 代 を は さ ん だ 日 本 の 現 代 演 劇 史 が体 現 さ れ て い る か の よ う だ 。 読 み 取 る 側 の 世 代 や 体 験 に よ っ て見 え 方 も 違 っ て く る と い う 、 勝 手 な 連 想 や 想 起 に す ぎ な い の だろ う が 。 そ し て 二 〇 〇 六 年 の 劇 作 家 宮 沢 章 夫 の 言 葉 に よ る 演 劇空 間 と 、 一 九 六 〇 ～ 七 〇 年 代 の 清 水 邦 夫 の 言 葉 に よ る 劇 中 劇 空間 が 、 引 用 の 織 物 や そ の 「 ず れ 」 と し て 、 か つ 同 じ 俳 優 た ち をク ロ ス さ せ な が ら の 四 〇 年 を は さ ん だ 時 空 と し て 対 峙 す る 仕掛 け も 、 面 白 い 。　
こ れ は 世 田 谷 パ ブ リ ッ ク シ ア タ ー の 芸 術 監 督 野 村 萬 斎 に よ

る 、  「 狂 言 劇 場 」 と 並 ぶ 企 画 で あ る 「 現 代 能 楽 集 シ リ ー ズ 」 の第 三 弾 。 も ち ろ ん 三 島 由 紀 夫 の 『 近 代 能 楽 集 』 を 先 駆 と し て いよ う が 、 能 の 物 語 や 様 式 を 大 胆 に 現 代 演 劇 へ と 融 合 さ せ る こ とを 目 指 し て 始 ま っ た も の で 、 ち な み に 第 一 弾 は 川 村 毅 作 ・ 演 出『

A
OI

／

K
O

M
A

C
HI

』  、 第 二 弾 は 鐘 下 辰 男 作 ・ 演 出 『 求 塚 』  。 毎

回 意 欲 的 で 、 い つ も 興 味 深 く フ ォ ロ ー し て い る 試 み な の だ が 、今 回 も 日 本 で 久 し ぶ り に 演 劇 的 な 思 考 を そ そ ら れ る 、 秀 逸 な 舞

台 だ っ た 。　
世 阿 弥 の 作 と 言 わ れ る 能 の 『 鵺 』 は 、 旅 の 僧 が 熊 野 詣 で の 道

す が ら 出 会 っ た あ や し い 舟 人 が 、 怪 物 「 鵺 」 に つ い て 語 る と ころ か ら 始 ま る 。  「 頭 は 猿 、 尾 は 蛇 、 足 手 は 虎 の 如 く 、 鳴 く 声 鵺に 似 た り け る 」 と 恐 れ ら れ 、 夜 毎 に 御 所 の 上 を 飛 ん で 都 を 悩 まし 続 け て い た と い う 鵺 が 、 あ る 夜 に 討 伐 に 現 れ た 源 頼 政 の 矢 によ っ て 退 治 さ れ 、 そ の 亡 骸 は 空 舟 に 押 し 込 め ら れ 淀 川 に 流 さ れた … と い う 経 緯 を 舟 人 が す べ て 語 り 終 え る と 、 旅 の 僧 は 鵺 の 霊を 弔 い 、 鵺 は 正 体 を 現 わ し て 弔 い に 感 謝 し 、 ふ た た び 海 中 に 消え て い く … と い う 夢 幻 能 だ 。 そ れ を 宮 沢 章 夫 は 、 国 際 空 港 の待 合 室 ＝ 宙 ぶ ら り ん の ど こ で も な い 場 所 で の 、 二 ヶ 月 間 の ヨ ーロ ッ パ 公 演 を

（ 作 品 中 で ベ ル リ ン も 公 演 地 と し て 言 及 さ れ て い る

が 、 ア ン グ ラ 劇 団 は 天 井 桟 敷 を 筆 頭 に 海 外 公 演 に 打 っ て 出 た 日 本 新劇 団 の 先 駆 で も あ っ た だ ろ う ）

終 え た 日 本 演 劇 人 た ち 、 と い う ま

さ に ト ラ ン ジ ッ ト 空 間 に お き か え 、 か つ て 、 た と え ば 六 〇 ～七 〇 年 代 の 「 新 宿 文 化 ア ー ト シ ア タ ー 」 と い う ト ポ ス の 中 を 激し く 生 き て 伝 説 と な っ て 今 は 忘 れ ら れ て し ま っ て い る 、 た と えば 過 去 の 清 水 邦 夫 の 言 葉 と 蜷 川 幸 雄 の 舞 台 を 、 ど う や っ て 現 在に 蘇 ら せ る こ と が で き る か と い う 問 い か け に 変 え 、 か つ て の 演劇 の 時 代 の 想 起 と し て 現 代 に 蘇 ら せ よ う と す る 。 つ ま り 「 黒 ずく め の 男 」 の 語 る 「 鵺 」 は 、 演 劇 の 言 葉 と 時 間 、 記 憶 、 個 の 記憶 、 集 団 的 記 憶 、 歴 史 の 認 識 、 記 憶 を 継 承 し 更 新 す る 文 化 装 置で あ り え る は ず の 演 劇 だ 、 と い う こ と に な る の だ ろ う か … し かし そ の 霊 を 弔 っ て 成 仏 さ せ る べ き は ず の 演 出 家 に は 、 そ の 意 思も 力 も な い 。 逆 に 鵺 に よ っ て 向 こ う 側 の 彼 岸 に 引 っ 張 ら れ て いく 。  『 鵺 』 か ら 『 鵺 ／

N
U

E

』 へ の 変 換 … 。
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ト
ラ ン ジ ッ ト ル ー ム は 言 わ ば さ な が ら 東 と 西 の 中 継 点 だ ろ

う 。

「 東 」 は 日 出 ず る 此 岸 、  「 西 」 は 日 没 す る 彼 岸 、 西 方 浄 土 の あ

の 世 。 形 象 を 失 っ た も の た ち や 言 葉 や 成 仏 し そ び れ た も の た ち は 、そ こ を め ざ し つ つ 、 そ の 間 の 待 合 室 ＝ ト ラ ン ジ ッ ト ル ー ム で 待 ち続 け る 。 虚 実 皮 膜 の 間 の ラ イ ブ 空 間 で あ る 演 劇 は 、 記 憶 に し か 残ら な い ト ポ ス 、 そ れ ゆ え 死 者 た ち の 霊 の 帰 っ て く る 場 所 で 、 そ れを 何 よ り も 明 確 に 構 造 化 し て く れ て い る の が 能 、 な か で も 夢 幻 能の 形 式 だ 。 言 い 換 え れ ば 能 ／ 演 劇 は 、 本 源 的 に 集 団 的 想 起 の メ タシ ア タ ー で あ る 。  「 現 代 能 楽 集 」 は 、 そ の 伝 統 と 現 代 を 架 橋 さ せよ う と い う 試 み で も あ ろ う 。 こ の  『 鵺 ／

N
U

E

』  も 、  〈 演 劇 の 六 八 年 〉

を 知 る 私 に は な お さ ら 、 実 に さ ま ざ ま な も の ／ こ と を 想 起 さ せ 、震 撼 さ せ て く れ た が （

か つ て は 例 え ば 清 水 邦 夫 の 新 作 と て 、 そ の つ

ど 追 っ か け た も の だ ）

、 し か し 、 今 の 若 い 世 代 に そ れ が 果 た し て ど

の く ら い 伝 わ っ た の だ ろ う ？

　
歴 史 の 断 絶 の 顕 著 な 日 本

―
し

か し だ

か ら こ そ そ れ は 、 必 要 な 営 為 な の で は な い か 。

八 月 の ベ ル リ ン そ の 一 ＝ 「 ベ ル リ ン ― 東 京 展 」  、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

＠ ベ ル リ ン 新 国 立 美 術 館

　
演 劇 が ト ポ ス の 文 化 的 な 記 憶 装 置 だ と い う な ら 、 都 市 も そ う

だ ろ う 。 な か で も ベ ル リ ン は 文 字 通 り ト ポ ス の 街 。 ど の 場 所 や建 物 に も 、 一 八 世 紀 初 頭 の プ ロ イ セ ン 王 国 成 立 か ら 一 八 七 一 年の ド イ ツ 帝 国 、 ヒ ト ラ ー ・ ナ チ ス の 時 代 、 東 西 ド イ ツ か ら 再 統一 ま で 、 そ の 歴 史 性 は い た る と こ ろ に 、 そ れ ぞ れ く っ き り と 刻印 さ れ て い る 。 言 わ ば い た る と こ ろ に 鵺 が 潜 ん で い る 、 と で も

言 お う か 。　
た と え ば ベ ル リ ン の 中 心 に 位 置 す る ご 存 知 ブ ラ ン デ ン ブ ル

ク 門 も 、 近 ・ 現 代 の ド イ ツ と ベ ル リ ン の 歴 史 を 見 つ め て き た ラン ド マ ー ク 。 そ も そ も は プ ロ イ セ ン 王 国 隆 盛 の 象 徴 の 凱 旋 門 とし て 、 目 抜 き 通 り の ど 真 ん 中 に 一 七 九 一 年 に 造 ら れ 、 上 の 飾 りの 四 頭 立 て の 馬 車 に 引 か れ た 戦 車 に 乗 る 勝 利 の 女 神 像

（ ク ヴ ァ

ド リ ガ ）

は 、 フ ラ ン ス 皇 帝 ナ ポ レ オ ン が 一 八 〇 六 年 の 侵 略 戦 争

の 際 に 持 っ て い っ た が 、 そ の 没 落 後 の 一 八 一 四 年 に 返 還 さ れ たも の 。 ヒ ト ラ ー 時 代 を 含 め て 長 ら く ド イ ツ 帝 国 の 繁 栄 の 象 徴だ っ た し 、  「 ベ ル リ ン の 壁 」 建 設 の 一 九 六 一 年 か ら 「 崩 壊 」 の八 九 年 ま で の 三 〇 年 近 く は 、 東 西 ベ ル リ ン を 隔 て る 「 ド イ ツ 分断 の 象 徴 」  、 壁 が 崩 壊 し ド イ ツ が 再 統 一 さ れ る と 「 統 一 の 象 徴 」と 呼 ば れ る よ う に な っ た 。 私 な ど 一 九 七 二 年 に 初 め て ベ ル リ ンを 訪 れ た と き か ら 「 壁 」 は あ る も の だ っ た し 、 い つ か こ こ を 歩い て 通 れ る 日 が 来 よ う と は 、 何 故 か 思 い も し な か っ た 。　　
夏 休 み の 八 月 後 半 に 半 月 ほ ど ベ ル リ ン 滞 在 。 い つ も の よ う に

ま ず は そ の ブ ラ ン デ ン ブ ル ク 門 を 訪 れ た あ と 、 西 南 に 下 っ て新 国 立 美 術 館 を 訪 ね る 。  「 ベ ル リ ン

―
東 京 」 展 を 見 る た め だ 。

二 〇 〇 五 ～ 〇 六 年 の 「 日 本 に お け る ド イ ツ 展 」 の 末 尾 を 飾 る 企画 と し て 一 月 か ら 五 月 ま で は 六 本 木 ヒ ル ズ の 森 美 術 館 で 開 催さ れ て い た も の が 、 六 月 か ら 一 〇 月 ま で ベ ル リ ン に 巡 回 。 日 本の 森 美 術 館 と ド イ ツ ・ ベ ル リ ン の 新 国 立 美 術 館 の 共 同 企 画 だ とい う こ と も 、 そ の 規 模 に お い て も 画 期 的 な も の で 、 謳 い 文 句 には 、 一 九 九 四 年 か ら の 姉 妹 都 市 で あ る 「 両 都 市 の 文 化 ・ 芸 術 の変 遷 を た ど る 二 都 物 語 」 と あ っ た

ⅱ 。
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た し か に 日 本 と ド イ ツ は 、 一 九 世 紀 後 半 の 明 治 維 新 に ド イ ツ

帝 国 成 立 と い う 近 代 国 家 と し て の 遅 れ た ス タ ー ト に お い て 軌を 一 に し 、 村 山 知 義 や 千 田 是 也 な ど 日 本 人 も た く さ ん ベ ル リ ンに 留 学 し た し 、 第 一 次 世 界 大 戦 で 戦 場 に な っ て 廃 墟 と 化 し た ベル リ ン と 関 東 大 震 災 で ガ レ キ に な っ た 東 京 の 復 興 、 遅 れ た 近 代国 家 同 士 の 日 独 伊 は 三 国 同 盟 を 結 ん で 第 二 次 大 戦 に と も に 突入 、 そ し て 敗 戦 に 戦 後 復 興 、 六 〇

～
七 〇 年 代 の 高 度 経 済 成 長 期 、

ネ オ ・ ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド の 芸 術 文 化 運 動 、 ひ い て は 現 代 ア ー トま で 、 そ の 政 治 ・ 社 会 ・ 文 化 の 面 で の 両 者 の 歩 み は 驚 く ほ ど にパ ラ レ ル で 、 影 響 関 係 も 深 い 。 そ の こ と を こ の 展 覧 会 は あ ら ため て 明 瞭 に 示 し て く れ る も の で あ っ た 。 そ の 百 有 余 年 に わ た って 繰 り 広 げ ら れ て き た 軌 跡 を 、 美 術 に 限 ら ず 、 建 築 、 写 真 、 デザ イ ン 、 演 劇 な ど 幅 広 い ジ ャ ン ル で 、 興 味 深 い 交 流 や 接 点 の 歴史 を 追 い な が ら 、 十 一 の セ ク シ ョ ン に 分 け 、 約 五 百 点 が 紹 介 され て い る 。　
ベ ル リ ン の 新 国 立 美 術 館 は 、 有 数 美 術 館 の 殆 ど が 東 ベ ル リ ン

に 位 置 し て い た た め に 、 壁 建 設 の 直 後 に 急 遽 ベ ル リ ン ・ フ ィ ルと 並 ん で 作 ら れ た 、 西 ベ ル リ ン の モ ダ ン な 美 術 館 だ 。 二 〇 〇 三年 に 開 設 さ れ た 六 本 木 ヒ ル ズ ・ 森 タ ワ ー 五 三 階 の 森 美 術 館 で の

展 覧 会 も 、  そ の フ ロ ア ー全 部 を 使 っ た ス ケ ー ルに 驚 か さ れ た が 、 こ っち は そ の 三 倍 く ら い 大き い 。 基 本 的 に は 同 じ共 同 コ ン セ プ ト の 展 覧会 と は い え 、 東 京 で の

展 覧 会 が ド イ ツ か ら の 視 角で ど う 反 転 さ せ ら れ る の か 、と い う 興 味 も あ っ て 訪 ね たが 、 や は り 見 え 方 が 微 妙 に 、し か し 決 定 的 に 違 う 。 日本 で は 、 近 代 化 ＝ 資 本 主 義化 ＝ 西 欧 化 ＝ 文 明 開 化 の 中で 、 西 欧 文 化 の ひ と つ の 範 と し て の ド イ ツ 文 化 が ど う い う 影 響を 与 え て き た か と い う 見 取 り 図 が 浮 か び 上 が っ て き た の に 対 し 、ベ ル リ ン で は 、 江 戸 期 ま で の 日 本 文 化 ＝ ジ ャ ポ ニ ズ ム が 、 ド イツ を 手 本 に し た 模 倣 的 な 西 欧 化 で ど う 駆 逐 さ れ 変 化 し て い っ たか 、 と い う 流 れ で と ら え ら れ 、 そ の う ち モ ノ に よ っ て は 、 解 説を み な く て は 日 独 ど ち ら の 作 品 か も わ か ら な く な っ て い く 。 しか し パ ラ レ ル な 見 せ か け の 裏 で や は り 似 て 非 な る も の が か い ま見 え 、 い っ た い そ れ が 何 な の か も 、 い ろ い ろ に 考 え さ せ ら れ る 。西 欧 か ら 見 た ア ジ ア の 中 の 日 本 と 、 脱 亜 入 欧 で ひ た す ら 近 代 化の 道 を 戦 争 へ と 進 ん で い っ た 日 本 の 矛 盾 … 。 と く に 十 一 の う ち 、最 後 の 三 つ の セ ク シ ョ ン は 戦 後 で 、 六 〇 年 代 は ニ ュ ー ヨ ー ク 発信 の フ ル ク サ ス の 運 動 が ネ オ ・ ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド の 流 れ と し て東 京 と ベ ル リ ン を 連 動 さ せ る な ど 、 ア メ リ カ 化 の 影 響 も 顕 著 にな り 、 ま た 締 め の コ ン テ ン ポ ラ リ ー ア ー ト は 、 伊 東 豊 雄 や 草 間彌 生 な ど の 現 代 美 術 に 宮 本 隆 司 の 写 真 、 ド イ ツ の 若 者 に 人 気 の漫 画 や ビ デ オ 、 コ ン ピ ュ ー タ ー ア ー ト ま で 、 東 京 と ベ ル リ ン にな じ み の あ る 二 五 〇 名 も の 作 家 に よ る 作 品 が 、 東 京 で は 見 ら れな か っ た ほ ど の 規 模 で 並 ぶ と 、 こ れ が グ ロ ー バ リ ズ ム か と 圧 倒さ れ た り … 。

「 東 京 ─ ベ ル リ ン 、 ベ ル リ ン
─ 東 京 展 」 の 宮 本 隆 司 に よ る
ポ ス タ ー 。

「 東 京 ─ ベ ル リ ン 、 ベ ル リ ン ─
東 京 展 」 の カ タ ロ グ の 表 紙 。
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帰
国 後 の 一 一 月 一 二 日 に シ ア タ ー ト ラ ム で

AI
C

T

（ 国 際 演 劇

批 評 家 協 会 ）

日 本 セ ン タ ー 主 催 に よ る シ ン ポ ジ ウ ム 「 都 市 と 演

劇
　
東 京

v sベ ル リ ン 」 が 開 催 さ れ た の だ が 、 パ ネ リ ス ト が そ の

写 真 家 の 宮 本 隆 司 と 、 ベ ル リ ン で 『 風 の 駅 』 を 日 独 共 作 で 演 出し た 太 田 省 吾 、 ド イ ツ 関 連 で は 私 と 、  『 演 劇 都 市 ベ ル リ ン 』 で今 回 「 シ ア タ ー ア ー ツ 」 賞 を 受 賞 し た 新 野 守 広 。 各 自 が そ れ ぞれ ベ ル リ ン と の 関 わ り を 語 っ た の だ が 、 こ こ で も 話 題 に な っ たの が 両 者 の 似 て 非 な る 部 分

―
と く に 森 美 術 館 が 民 営 で 新 国

立 美 術 館 が 公 立 、  『 風 の 駅 』 を 招 聘 し た 芸 術 家 会 館 ベ タ ニ エ ンも ベ ル リ ン 市 の 助 成 に よ る も の だ っ た り と 、 そ の 落 差 に 、 日 本に は 「 官 」 と 「 民 」 は あ っ て も 「 公 」 の 概 念 の な い こ と が 指 摘さ れ た

ⅲ
。

　
と も あ れ 、 こ こ で の 〈 東 〉 と 〈 西 〉 は 東 洋 と 西 洋 。 聖 徳 太 子

が 隋 の 皇 帝 に あ て て 書 い た 手 紙 に お い て だ け で な く 、 ド イ ツ 語で も  「 東 」  は 日 出 ず る と こ ろ ＝

Morgenland

＝ 朝 の 国 ＝ 東 洋 、  「 西 」

は 日 没 す る と こ ろ ＝

Abendland

＝ 夜 の 国 ＝ 西 洋 。 し か し か つ て

ギ リ シ ア を 初 め て 訪 れ た と き 、 ル ネ サ ン ス を 介 し て 西 洋 文 明 の源 と い わ れ て い る こ こ は 、 西 洋 か ら 見 れ ば 東 洋 で は な い か と 、呆 然 と し た こ と が あ る 。 そ の 後 で サ イ ー ド の 『 オ リ エ ン タ リ ズム 』 を 読 ん で 、  「 西 洋 」 が 専 制 的 な 意 識 に よ っ て 生 み 出 し た 「 東洋 」 理 解 ＝ 認 識 の コ ロ ニ ア リ ズ ム と い う こ と を 考 え さ せ ら れ たも の だ 。

八 月 の ベ ル リ ン そ の 二 ＝ 「 ベ ル リ ン の ベ ケ ッ ト 」 展 、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

＠ ベ ル リ ン 文 学 館

　
新 国 立 美 術 館 の 数 日 後 に ベ ル リ ン 文 学 館

（ リ テ ラ ト ゥ ー ア ハ

ウ ス ・ ベ ル リ ン ）

を 訪 ね た 。 ベ ケ ッ ト 生 誕 百 年 を 記 念 し て 七 ～

一 〇 月 に 「 ベ ル リ ン の ベ ケ ッ ト 」 展 を や っ て い た か ら だ 。

　 　

　
こ こ は 西 ベ ル リ ン 目 抜 き 通 り の 繁 華 街 ク ー ダ ム を 少 し 脇 に

は い っ た 所 に あ る 瀟 洒 な 建 物 で 、 一 九 世 紀 末 に 建 て ら れ た 館（ ヴ ィ ラ ）

を そ の ま ま 使 い 、 一 階 と 庭 が カ フ ェ レ ス ト ラ ン 、 地

下 が 本 屋 で 、 二 階 が 講 演 会 場 に も な る 小 ホ ー ル や サ ロ ン 、 三 階が ア ー ト ス ペ ー ス に な っ て い る 。 こ こ も ベ ル リ ン に 行 く と 必 ず訪 ね る お 気 に 入 り の 場 所 な の だ が 、 そ こ の 狭 く 薄 暗 い 階 段 を上 っ て い く と 、 す で に も う ひ そ や か な ベ ケ ッ ト の 声 が マ イ ク で聞 え て き た 。 そ れ に 導 か れ た 先 が 三 階 の 展 示 会 場 。 入 場 料 五ユ ー ロ

（ 約 八 百 円 ）

。

　
ベ ケ ッ ト

（ 一 九 〇 六 ～ 八 九 ）

が 初 め て ベ

ル リ ン を 訪 れ た の は 一 九 三 六 年 だ っ た そう だ が 、 そ こ か ら 始 ま っ て ベ ル リ ン で 自ら 『 ゴ ド ー 』 の 演 出 を し た と き と か 、 さま ざ ま な 関 連 の 日 記 や 写 真 や 文 献 な ど 縁の も の が 置 い て あ っ た り 、 映 像 空 間 もあ っ て 、 時 間 を 決 め て ベ ケ ッ ト 作 品 の 映像 が 見 ら れ る よ う に な っ て い た り 。 午 前中 で 殆 ど 他 に 客 が い な か っ た せ い も あ った ろ う が 、 そ こ に は ベ ケ ッ ト に ふ さ わ しい 、 小 さ な プ ラ イ ベ ー ト で か つ パ ー ソ ナ

Lit e r at u r h a u s B e rli n,  内 部 写 真 。
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———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

ル
な
小
宇
宙
が
成
立
し
て
い
た
。
並
行
し
て
建
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
空
間

で
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
朗
読
会
や
対
話
・
討
論
会
や
上
映
会
な
ど
、

毎
日
毎
夜
違
う
催
物
が
開
催
さ
れ
て
い
た

ⅳ
。

　
「
東
の
ブ
レ
ヒ
ト
―
西
の
ベ
ケ
ッ
ト
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
い
つ
頃
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
小
説
家
だ
っ
た
ベ
ケ
ッ
ト
の
劇

作
家
と
し
て
の
鮮
烈
な
デ
ビ
ュ
ー
は
、『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
が

一
九
五
三
年
に
パ
リ
の
小
劇
場
バ
ビ
ロ
ン
座
で
初
演
さ
れ
た
と
き
だ
っ

た
。
無
名
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
作
家
の
作
品
に
客
な
ど
入
ら
な
い
と
思
わ

れ
て
い
た
の
に
、
な
ぜ
か
大
入
り
で
、
そ
の
芝
居
の
余
波
は
一
年
も
立
た

な
い
う
ち
に
ロ
ン
ド
ン
や
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
に
ま
で
広
が
っ
て
い
っ

た
と
い
う
。
ほ
ぼ
時
を
接
し
た
一
九
五
四
年
、
パ
リ
国
際
演
劇
祭
で
ベ
ル

リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
ブ
レ
ヒ
ト
作
・
演
出
の
『
母
・
肝
っ
玉

と
そ
の
子
供
た
ち
』
が
グ
ラ
ン
・
プ
リ
を
受
賞
。
パ
リ
っ
子
が
大
喝
采
し
、

演
劇
人
の
み
な
ら
ず
バ
ル
ト
や
ブ
ラ
ン
シ
ョ
な
ど
の
哲
学
者
ま
で
、
そ
こ

に
「
演
劇
革
命
」
と
認
識
論
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
読
み
取
っ
た
。
こ

の
と
き
ブ
レ
ヒ
ト
も
戦
後
に
ま
た
、
一
躍
に
し
て
世
界
的
名
声
を
得
た
。

五
〇
年
代
以
降
の
世
界
の
演
劇
界
を
二
分
し
た
「
ブ
レ
ヒ
ト
と
ベ
ケ
ッ
ト

の
時
代
」
は
、
奇
し
く
も
同
じ
パ
リ
で
ほ
ぼ
時
を
接
し
て
、
同
時
並
行
で

始
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

　
「
ブ
レ
ヒ
ト
vs
ベ
ケ
ッ
ト
」
と
も
言
わ
れ
る
が
、
実
は
両
者
は
共
通
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
の
線
上
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
か
た
や

異
化
演
劇
、
か
た
や
不
条
理
劇
と
い
う
形
で
、
と
も
に
従
来
の
近
代
戯
曲

の
規
範
を
批
判
し
て
、
ア
ン
チ
・
ド
ラ
マ
、
反
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
演
劇
へ

の
軌
道
修
正
を
行
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
ブ
レ
ヒ
ト
は
叙
事
的
な
形
式
の

戯
曲
（
ド
ラ
マ
）
を
異
化
的
な
演
技
と
舞
台
に
よ
っ
て
演
劇
（
シ
ア
タ
ー
）

の
場
と
連
動
さ
せ
、
意
味
す
る
も
の
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
意
味
さ
れ
る

も
の
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
の
間
で
、
表
象
の
記
号
が
多
様
・
多
層
に
媒
介
さ

れ
る
こ
と
が
ま
さ
に
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
し
た
。

対
し
て
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
近
代
演
劇
が
内
包
す
る
自
閉
空
間
を
劇
的
出
来
事

が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
戯
曲
の
側
か
ら
穿
っ
て
、「
ゴ
ド
ー
」
を
た
だ
待

ち
続
け
る
こ
と
の
中
に
ひ
そ
む
演
劇
性
を
あ
ぶ
り
出
し
た
。
彼
の
戯
曲
の

中
に
は
す
で
に
演
劇
／
シ
ア
タ
ー
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ベ

ケ
ッ
ト
は
ト
書
き
を
も
含
め
て
、
自
作
を
台
本
通
り
に
上
演
す
る
こ
と
を

要
求
し
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。
若
い
頃
の
劇
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー

が
即
演
出
家
と
い
う
演
劇
人
に
つ
な
が
っ
て
近
代
演
劇
総
体
の
変
革
を

め
ざ
し
た
ブ
レ
ヒ
ト
と
、
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
そ
の
隘
路
か
ら

五
〇
歳
近
く
で
『
ゴ
ド
ー
』
に
よ
っ
て
演
じ
る
と
い
う
地
平
へ
と
風
穴
を

開
け
劇
作
家
と
し
て
も
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ベ
ケ
ッ
ト
、
二
人
は
文
学
／
ド
ラ

マ
と
演
劇
／
シ
ア
タ
ー
と
い
う
対
極
か
ら
し
か
し
、
同
じ
問
題
を
見
据
え

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
両
者
を
契
機
に
、
表
象
言
語
や
上
演

や
批
評
に
対
し
て
も
記
号
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
様
に
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。

　

カ
ッ
セ
ル
市
の
実
験
美
術
祭
「
ド
ク
メ
ン
タ
」
の
向
こ
う
を
張
っ
て
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
に
実
験
演
劇
祭
「
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
」
が
誕
生
し

た
の
が
一
九
六
六
年
、
そ
の
第
一
回
の
テ
ー
マ
は
「
ブ
レ
ヒ
ト
vs
ベ
ケ
ッ

ト
」
だ
っ
た
。
東
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ブ
レ
ヒ
ト
未
亡
人
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
率
い
る

ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
ブ
レ
ヒ
ト
と
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
を
客

演
し
、
演
劇
を
め
ぐ
っ
て
の
対
話
が
展
開
し
た
と
い
う
。
と
き
は
世
界
中

で
革
新
的
演
劇
の
ニ
ュ
ー
・
ウ
ェ
ー
ブ
が
、
日
本
で
も
ア
ン
グ
ラ
演
劇
と

い
う
運
動
が
席
捲
し
始
め
て
い
く
頃
だ
っ
た
。
一
九
六
九
年
の
第
三
回

「
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
」
に
は
、日
本
か
ら
寺
山
修
司
の
天
井
桟
敷
が
『
犬
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神 』 で 参 加 し て い る 。　
日
本 に 帰 国 後 の 一 〇 月 に 、 三 つ

の ま っ た く 相 異 な る ア プ ロ ー チ から の ベ ケ ッ ト を 観 た 。 世 田 谷 パ ブリ ッ ク シ ア タ ー の ベ ケ ッ ト 生 誕 百年 記 念 「 ベ ケ ッ ト の 秋

i n世 田 谷 」

と い う 企 画 で 、 こ ん な に 集 中 的 にベ ケ ッ ト に 向 き 合 え る 機 会 も 、 日本 で は そ う な い だ ろ う 。 佐 藤 信 演出 の 『 エ ン ド ゲ ー ム 』 は 柄 本 明 と 手 塚 透 と 渡 辺 美 佐 子 と 三 谷 昇が 演 じ て 、 人 間 存 在 の 根 源 的 な 滑 稽 さ を そ れ ぞ れ の 演 戯 で 浮 かび 上 が ら せ た 。 太 田 省 吾 演 出 の 『 あ る 夜

―
老 い た 大 地 よ 』 は

能 楽 師 の 観 世 栄 夫 と 元 転 形 劇 場 女 優 鈴 木 理 江 子 が 演 じ て 、 後期 散 文 の 短 編 集 『 ま た 終 わ る た め に 』 よ り 二 作 品 を 使 い な がら 、 逆 に ベ ケ ッ ト 的 演 劇 性 を 引 き 出 し 、 抱 き し め た い ほ ど い とお し い 人 間 身 体 、 せ つ な い ほ ど に 懐 か し い 身 体 へ の 憧 憬 を 掻 き立 て る 。 対 極 に 立 つ の が 豊 島 重 之 演 出 の モ レ キ ュ ラ ー シ ア タ ーに よ る 『 オ ハ イ オ 即 興 曲 』 ＋ 『 カ タ ス ト ロ フ ィ 』 だ ろ う 。 ベケ ッ ト を 分 裂 的 な 分 子 に 解 体 し 、 メ デ ィ ア を 介 し た 非 身 体 的な 声 は 、 フ ロ ッ ピ ー に コ ピ ー さ れ て は そ の つ ど 何 度 も ク ラ ッシ ュ ＝ 消 失 さ れ る 。 ベ ケ ッ ト が こ う も 三 者 三 様 に 読 め る か と 感心 も し 、 太 田 省 吾 ＋ 豊 島 重 之 ＋ 宇 野 邦 一 の ま っ た く 噛 み あ わ ない ポ ス ト ト ー ク も 、 逆 に 実 に 痛 快 だ っ た 。　
マ ル ク ス 曰 く 「 市 民

（ ブ ル ジ ョ ア ）

社 会 の な か の 人 間 は 自 由

で あ る 。 し か し 限 り な く 孤 独 で あ る 」  。 だ か ら 彼 は 新 し い 共 同を め ざ し た の だ ろ う 。 ハ イ ナ ー ・ ミ ュ ラ ー は 一 九 九 五 年 の 「 テア タ ー ・ ホ イ テ 」 誌 の イ ン タ ビ ュ ー で こ う 語 っ て い る 。

東 で 生 き て い た 時 に は ま だ 歴 史 が 存 在 し て い た 。 歴 史 の 売 れ 残り が ま だ あ っ た 。 そ こ で は ま だ 、 今 で は も う 消 費 し つ く し てし ま っ た 歴 史 の 実 質 を 消 費 で き た 。 そ し て 今 や 我 々 も こ の 東 で 、ベ ケ ッ ト の と こ ろ に 行 き 着 い た 。 も は や 歴 史 の 存 在 し な い こ の場 所 で 。 … つ ま り 、 歴 史 は 今 や ど こ か 他 の と こ ろ に あ る 。 … けれ ど 我 々 に は ベ ケ ッ ト が 分 か り す ぎ る ほ ど 分 か っ て し ま う 。 それ 故 に 何 か 別 の も の を 探 さ ね ば な ら な い の で す

ⅴ 。

　
そ の ミ ュ ラ ー の 生 前 最 期 の 仕 事 が 、  ブ レ ヒ ト の 『 ア ル ト ゥ ロ  ・

ウ イ の 興 隆 』 の 演 出 だ っ た 。 現 代 の ネ オ ナ チ 問 題 と 重 ね た こ の『 ウ イ 』  は 大 ヒ ッ ト し て 、  一 〇 年 余 た っ て な お ロ ン グ ラ ン 中 。  「 ドイ ツ 年 」 の 二 〇 〇 五 年 に は こ の 作 品 で 、 ベ ル リ ー ナ ー

･

ア ン サ

ン ブ ル の 初 来 日 公 演 を 果 た し た 。　
戯 曲

（ ド ラ マ ）

で ひ た す ら 個 ／ 弧 を 追 い 詰 め て い っ た ベ ケ ッ

ト と 、 演 劇

（ シ ア タ ー ）

で そ れ を あ え て 集 ／ 衆 の 中 に 置 こ う と

し た ブ レ ヒ ト 。 ミ ク ロ に 捉 え ら れ る 個 人 も マ ク ロ か ら 見 れ ば 皆同 じ エ ブ リ マ ン 、 つ ま り 両 者 は 同 じ メ ダ ル の 両 面 で 、 こ の 二 人の Ｂ の ク ロ ス の 先 に 、 演 劇 の も う ひ と つ の 未 来 形 が 見 え る の では な い だ ろ う か 。

太 田 省 吾 演 出 ： ベ ケ ッ ト 作 『 あ る 夜 ― 老
い た 大 地 よ 』 舞 台 写 真 、 鈴 木 理 江 子 と 観
世 栄 夫 。 ⓒ 宮 内 勝
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八
月
の
ベ
ル
リ
ン
そ
の
三
＝
「
ブ
レ
ヒ
ト
祭
」、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

　

今
回
の
旅
の
主
な
目
的
は
、
没
後
五
〇
年
の
八
月
一
四
日
の
命
日
を
挟

ん
だ
三
週
間
余
に
わ
た
っ
て
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
開
催
さ

れ
た
「
ブ
レ
ヒ
ト
祭
」
を
訪
ね
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

別
名
ブ
レ
ヒ
ト
劇
場
と
呼
ば
れ
る
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が

東
ベ
ル
リ
ン
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
だ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
は
プ
ロ
イ
セ

ン
時
代
に
建
て
ら
れ
た
シ
フ
バ
ウ
ア
ー
ダ
ム
劇
場
で
、
ワ
イ
マ
ル
時
代
の

バ
ブ
ル
期
に
建
て
な
お
さ
れ
、
一
九
二
八
年
の
改
築
杮
落
し
公
演
が
、『
三

文
オ
ペ
ラ
』
だ
っ
た
。
戦
後
に
ブ
レ
ヒ
ト
（
一
八
九
八
～
一
九
五
六
）
が

劇
団
を
作
っ
た
と
き
に
専
用
劇
場
と
し
て
与
え
ら
れ
て
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
な
っ
た
も
の
。
壁
が
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

通
り
駅
の
検
問
を
通
っ
て
、
ボ
デ
ィ
ー
チ
ェ
ッ
ク
と
持
物
検
査
を
受
け
、

強
制
両
替
を
払
っ
て
、
よ
う
や
く
、
し
か
し
夜
な
夜
な
西
ベ
ル
リ
ン
か
ら

東
の
こ
の
劇
場
に
通
っ
た
も
の
だ
。

　

朝
日
新
聞
で
も
紹
介
し
た
が
、
劇
場
前
の
ブ
レ
ヒ
ト
広
場
に
は
、
舞
台

美
術
家
へ
ル
マ
ン
に
よ
る
記
念
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
巨
大
な
オ
ブ
ジ
ェ
が

聳
え
て
い
て
、
催
物
の
前
後
に
は
ネ
オ
ン
が
つ
き
、
ブ
レ
ヒ
ト
自
身
の
声

で
歌
や
詩
の
朗
読
を
マ

イ
ク
で
響
か
せ
、
周
囲
に

は
彼
の
写
真
や
テ
ク
ス

ト
の
ポ
ス
タ
ー
が
は
た

め
く
。
初
日
の
ガ
ラ
・
コ

ン
サ
ー
ト
は
、
ブ
レ
ヒ
ト

歌
手
／
俳
優
で
一
世
を

風
靡
し
た
ミ
ル
バ
や
ギ
ゼ
ラ
・
マ
イ
、
ケ
ー
テ
・
ラ
イ
ヒ
ェ
ル
ら
が
歌
い

語
り
、
縁
の
人
物
の
勢
揃
い
で
テ
レ
ビ
放
映
も
さ
れ
た
。
二
日
目
か
ら
は

本
劇
場
に
ロ
ビ
ー
、
稽
古
場
、
パ
ビ
リ
オ
ン
、
作
業
場
、
野
外
舞
台
を
駆

使
し
た
同
時
並
行
で
、
演
劇
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
サ
ー
ト
に
朗
読
会
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
討
論
会
、
映
画
祭
な
ど
、
そ
の
数
は
の
べ
一
五
〇
、
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
七
〇
余
、
し
か
も
世
界
各
地
か
ら
一
五
も
の
客
演
と
い

う
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
初
め
て
日
本
か
ら
東
京
演
劇
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が

『
ガ
リ
レ
イ
の
生
涯
』
で
参
加
。

　

ベ
ル
リ
ン
文
学
館
の
ベ
ケ
ッ
ト
と
は
対
極
的
な
、
ま
さ
に
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
広
場
が
そ
こ
に
は
成
立
し
て
い
た
。
こ
う
い
う
祭
を

可
能
に
す
る
と
こ
ろ
が
、〈
ブ
レ
ヒ
ト
〉
た
る
所
以
な
の
だ
ろ
う
。
八
年

前
の
生
誕
百
年
の
と
き
は
、
ド
イ
ツ
の
国
を
挙
げ
て
と
い
う
祝
わ
れ
方

で
、
時
の
大
統
領
が
式
典
で
挨
拶
、「
彼
の
誕
生
日
は
今
世
紀
の
ド
イ
ツ

の
悲
劇
と
誤
り
、
そ
の
夢
と
希
望
の
歴
史
と
触
れ
合
っ
て
い
る
」。
対
し

て
今
年
の
没
後
五
〇
年
は
、
む
し
ろ
ブ
レ
ヒ
ト
を
異
化
す
る
と
い
う
か
、

個
人
像
よ
り
も
彼
の
作
品
／
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
・
対
峙
の
仕
方
の
自
在

さ
や
楽
し
さ
、
多
様
性
が
際
立
っ
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン
を
代
表
す
る
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
自
由
劇
団
の
『
聖
ヨ

ハ
ン
ナ
』
は
、「
モ
ダ
ン
で
賢
く
刺
激
的
」
と
劇
評
に
あ
っ
た
が
、実
に
ポ
ッ

プ
。
ロ
ッ
ク
や
ラ
ッ
プ
を
歌
い
踊
り
な
が
ら
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
／

資
本
主
義
の
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
ビ
デ
オ
や
デ
ー
タ
で
映
し

出
し
、
そ
こ
に
二
〇
年
代
シ
カ
ゴ
缶
詰
市
場
を
舞
台
に
し
た
ブ
レ
ヒ
ト
の

テ
ク
ス
ト
が
引
用
さ
れ
る
仕
掛
け
だ
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
タ
リ
ア
劇
場
の『
イ

エ
ス
と
い
う
こ
と
と
ノ
ー
と
い
う
こ
と
』
は
、原
作
『
イ
エ
ス
マ
ン
／
ノ
ー

マ
ン
』
を
、
現
代
の
会
社
で
の
指
導
者
育
成
セ
ミ
ナ
ー
に
変
え
て
み
せ
る
。

ニ
ー
ス
国
立
劇
場
の
『
ジ
ュ
ル
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
悲
劇
』
は
、
ス
ペ
イ

ベルリーナー・アンサンブル
「ブレヒト祭」記念モニュメ
ント。©Franziska Poreski
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ン 出 身 の 作 家 ホ ル ヘ ・ セ ン プ リ ン の 作 。 一 九 四 一 年 の 南 仏 ジ ュル の 強 制 収 容 所 で ド イ ツ 人 俳 優 エ ル ン ス ト

・ ブ ッ シ ュ が 多 国 籍

の 捕 虜 仲 間 と 『 処 置 』 を 稽 古 す る と い う 劇 中 劇 仕 立 て で 、 戦 争の 最 中 で の 個 人 と 政 治 の 関 わ り を 問 う 、 等 々 。　
ブ レ ヒ ト の テ ク ス ト は 、 そ れ ぞ れ が 書 か れ た 時 点 や 時 代 と の

実 践 的 な 対 話 ・ 対 決 で 、 旧 来 の ジ ャ ン ル 概 念 を 脱 構 築 し な が ら 、内 容 も 形 式 も 試 み の 意 図 も 様 々 だ 。 こ ち ら が ブ レ ヒ ト の 精 神 で対 峙 す れ ば 、 そ こ か ら 引 き 出 せ る も の は ま だ ま だ 多 様 で 、 演 劇の 可 能 性 を 豊 か に し て く れ る は ず の も の だ ろ う 。　
ベ ル リ ン に 着 く 前 に 、 実 は エ ジ ン バ ラ 演 劇 祭 に も 立 ち 寄 っ た

の だ が 、 そ の オ ー プ ニ ン グ の メ イ ン プ ロ グ ラ ム の ひ と つ と し て見 た リ ヨ ン ・ オ ペ ラ 座 の 、  『 リ ン ド バ ー グ の 飛 行 』 ＋ 『 七 つ の大 罪 』 も 抜 群 だ っ た 。 二 部 構 成 で 、 つ な ぎ 役 に ブ レ ヒ ト ら し き司 会 者 が 自 前 の テ ク ス ト で 語 り か け る 。 機 械 文 明 の 功 罪 を 問 う原 作 の ラ ジ オ 劇 が 、 欧 と 米 を つ な ぐ 大 西 洋 の 地 図 を 背 後 に 映 して 、 飛 行 機 に 乗 っ た リ ン ド バ ー グ 役 を バ リ ト ン に し た オ ペ ラ 仕立 て に な り 、 本 来 は バ レ エ の 『 小 市 民 の 七 つ の 大 罪 』 は 、 ア ンナ １ が 歌 手 で 、 ア ン ナ ２ が 七 人 の ダ ン サ ー に な っ て ソ ロ と 群 舞を 織 り 交 ぜ な が ら 、 こ れ も 姉 妹 が 遍 歴 す る ミ シ シ ッ ピ ィ か ら シカ ゴ ま で の ア メ リ カ の 地 図 を 背 景 に 映 し 、 両 者 あ い ま っ て 欧 から 見 た 米 ＝ 資 本 主 義 社 会 へ の 批 判 的 な ま な ざ し と い う か 、 知 的な エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト が 見 事 に 成 立 し て い た 。　
ブ レ ヒ ト 生 誕 百 年 祭 の と き の ロ バ ー ト ・ ウ ィ ル ソ ン 演 出 の 、

ミ ュ ラ ー 作 『 メ デ ィ ア マ テ リ ア ル 』 と ド ス ト エ フ ス キ ー 作 『 地下 生 活 者 の 手 記 』 を 加 え て 三 部 構 成 に し た 『 大 洋 横 断 飛 行 』 の

舞 台 も 思 い 出 し た が 、 そ れ は ベ ル リ ー ナ ー ・ ア ン サ ン ブ ル の 劇場 監 督 だ っ た 生 前 の ハ イ ナ ー ・ ミ ュ ラ ー の 肝 煎 り で 成 立 し た もの だ っ た と い う 。　エ ピ ロ ー グ ＝ 『 ハ ム レ ッ ト ／ マ シ ー ン 』  、 一 一 月 終 わ り 頃 、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

＠ 劇 場

I
 W

AT
O

　
一 一 月 も 終 わ る 頃 、 東 京 は 神 楽 坂 に 居 を 移 し た 劇 団 黒 テ ン ト の

劇 場

I
 W

A
T

O

で 、  佐 藤 信 構 成  ・  演 出 の 鴎 座 公 演  『 ハ ム レ ッ ト ／ マ シ ー

ン 』 を 観 た 。　　
ブ レ ヒ ト の 後 継 者 と 目 さ れ て い た ミ ュ ラ ー

（ 一 九 二 九 ～

一 九 九 五 ）

の  『 ハ ム レ ッ ト マ シ ー ン 』  は 、  西 ド イ ツ の  『 テ ア タ ー  ・

ホ イ テ 』 誌 で の 七 七 年 の 初 出 掲 載 で は わ ず か 二 頁 余 と い う 、 およ そ 戯 曲 と は 言 い が た い 極 小 の テ ク ス ト だ 。 ミ ュ ラ ー 曰 く 、「 三 〇 年 間 、  『 ハ ム レ ッ ト 』 は 私 に と っ て 強 迫 観 念 だ っ た 。 だ から 『 ハ ム レ ッ ト 』 を 破 壊 し よ う と し て 短 い テ ク ス ト 『 ハ ム レ ット マ シ ー ン 』 を 書 い た 」  。 厳 し い 東 西 冷 戦 下 で 東 ド イ ツ で は 上演 ど こ ろ か 出 版 も さ れ な か っ た が 、 し か し 西 側 で い わ ば 〈 謎 の塊 〉 と し て 一 人 歩 き し て い く 。 七 八 年 に 西 ド イ ツ ・ ケ ル ン で の初 演 計 画 が 挫 折 し て な ぜ 挫 折 し た か が ベ ケ ッ ト を も じ っ て 『 エン ド ゲ ー ム 』 と い う 題 の 本 に な り 、 翌 年 ブ リ ュ ッ セ ル と パ リ で初 演 さ れ た 後 も 、 八 六 年 の ア メ リ カ 「 ポ ス ト モ ダ ン 演 劇 」 の 旗手 ウ ィ ル ソ ン 演 出 に よ る 舞 台 が そ の 世 界 的 な 上 演 伝 説 の 頂 をつ く り つ つ 、 他 に も 幾 多 の 演 劇 人 を 挑 発 し 続 け て … そ う い う 中
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に
登
場
し
た
の
が
、
九
〇
年
の
東
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
座
で
の
ミ
ュ
ラ
ー

自
身
の
演
出
に
よ
る
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／
マ
シ
ー
ン
』
だ
っ
た
。

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』と
自
作
の『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー

ン
』
を
合
わ
せ
鏡
に
し
、
随
所
で
効
果
的
に
使
わ
れ
る
紗
幕
は
「
壁
」
を

象
徴
し
、
亡
霊
は
ス
タ
ー
リ
ン
も
ド
イ
ツ
銀
行
も
暗
喩
し
、
東
西
ド
イ
ツ

統
一
へ
の
振
動
を
も
映
し
出
す
か
の
こ
の
約
七
時
間
の
舞
台
自
体
が
、
揺

れ
動
く
演
劇
表
象
の
「
壁
」
の
多
層
の
隠
喩
（
シ
グ
ナ
ル
）
で
も
あ
っ
た
が
、

ま
た
そ
れ
は
、
自
国
東
ド
イ
ツ
で
は
排
斥
さ
れ
て
い
た
ミ
ュ
ラ
ー
が
、
西

側
で
「
遅
れ
て
き
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
デ
ィ
ス
ト
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て

い
く
道
程
と
も
重
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
同
年
に
西
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
で
一
五
年
ぶ
り
に
再
開
さ
れ
た
実
験
演
劇
祭
「
エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン

タ
６
」は
、ミ
ュ
ラ
ー
一
人
を
一
七
日
間
に
わ
た
っ
て
特
集
。
根
底
に
あ
っ

た
の
は
お
そ
ら
く
、
近
代
演
劇
の
文
法
を
う
ち
や
ぶ
る
何
か
が
そ
こ
に
あ

る
、
と
い
う
予
感
だ
っ
た
。

　

こ
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／
マ
シ
ー
ン
』
の
稽
古
は
八
九
年
夏
に
始
ま
り
、

劇
団
員
も
参
加
し
た
秋
の
D
D
R
民
主
化
運
動
と
冬
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁

崩
壊
を
挟
ん
で
展
開
し
、
三
月
の
初
日
は
東
西
統
一
ド
イ
ツ
総
選
挙
の

日
。
そ
し
て
そ
の
選
挙
で
D
D
R
は
消
滅
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
だ
っ

た
。
東
西
冷
戦
体
制
の
終
焉
。
し
か
し
何
が
消
え
、
何
が
終
焉
し
た
の
だ

ろ
う
。
一
九
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
語
ら
れ
た
自
伝
『
闘
い
な
き
戦
い
』

で
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

─
D
D
R
（
東
ド
イ
ツ
）
終
焉
前
後
の
数
年
間
に
は
ど
ん
な
思
い
が

あ
り
ま
す
か
。

…
社
会
的
な
諸
矛
盾
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
て
表
面
化
し
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
湾
岸
戦
争
に
つ
い
て
の
何
人
か
の
ド
イ
ツ
知
識
人
た

ち
の
歓
声
、
新
た
な
ヒ
ト
ラ
ー
出
現
へ
の
密
か
な
喜
び
、
そ
れ
ら
は
敵
の

姿
の
な
い
生
活
へ
の
不
安
を
示
す
も
の
。
D
D
R
を
悪
玉
に
仕
立
て
る
こ

と
、
国
家
公
安
局
（
シ
ュ
タ
ー
ジ
）
を
悪
魔
呼
ば
わ
り
す
る
こ
と
、
そ
れ

ら
は
あ
の
お
定
ま
り
の
反
共
産
主
義
の
恍
惚
感
を
与
え
て
く
れ
る
だ
け
で

な
く
、
こ
の
不
安
に
麻
酔
を
か
け
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
敵

を
も
は
や
持
た
な
い
人
間
は
、
鏡
の
中
の
自
分
と
出
会
う
。
…

―
一
九
九
二
年
の
今
の
時
点
で
、
こ
の
消
え
去
り
行
く
国
家
に
何
を
思

い
ま
す
か
。

一
生
の
う
ち
に
三
つ
の
国
家
、
つ
ま
り
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

国
家
と
D
D
R
が
没
落
し
消
え
て
い
く
の
を
見
る
と
い
う
の
は
、
作
家

に
と
っ
て
は
特
権
的
な
こ
と
で
す
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
滅
亡
は
、
私

に
は
き
っ
と
も
う
体
験
で
き
な
い
で
し
ょ
う
が
ね
。

―
つ
ま
り
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
は
幻
視
痛
は
な
い
…

亡
霊
は
か
つ
て
過
去
か
ら
や
っ
て
き
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
今
で
は
未
来

か
ら
や
っ
て
く
る

ⅵ
。

　

佐
藤
信
は
黒
テ
ン
ト
で
八
〇
年
代

か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
中
心
と
す
る
東

南
ア
ジ
ア
の
演
劇
人
た
ち
と
共
同
作

業
も
重
ね
て
き
た
。
そ
の
柱
は
自
作

品
と
ブ
レ
ヒ
ト
だ
っ
た
が
、
並
行
し

て
ベ
ケ
ッ
ト
に
も
こ
だ
わ
り
続
け
、

二
〇
〇
〇
年
に
は
『
ゴ
ド
ー
』
を
、

〇
六
年
に
は
『
エ
ン
ド
ゲ
ー
ム
』
を

演
出
。

　

そ
う
い
え
ば
か
つ
て
の
自
由
劇
場

佐藤信演出、鴎座公演：シェイクスピア＋
ハイナー・ミュラー作『ハムレット／マ
シーン』舞台写真。
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の
盟
友
で
『
上
海
バ
ン
ス
キ
ン
グ
』（
こ
れ
は
斎
藤
憐
版
の
『
三
文
オ
ペ
ラ
』

だ
！
）
の
演
出
家
・
串
田
和
美
も
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
ベ
ケ
ッ
ト
に
こ
だ
わ
り

続
け
て
い
る
一
人
。
松
た
か
子
主
演
の
『
セ
チ
ュ
ア
ン
の
善
人
』
も
串
田

が
緒
方
拳
と
自
ら
演
じ
た
『
ゴ
ド
ー
』
も
忘
れ
が
た
い
。
ち
な
み
に
「
シ

ア
タ
ー
ア
ー
ツ
」
最
新
号
二
九
号
は
「
ブ
レ
ヒ
ト
vs
ベ
ケ
ッ
ト
」
特
集
で
、

巻
頭
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
の
は
そ
の
串
田
和
美
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
佐
藤
信
は
、
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
も
こ
だ
わ
り
続
け
て
い

る
。
佐
藤
の
演
出
し
た
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
は
九
五
年
に
鴎
座
で

ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
演
劇
祭
フ
リ
ン
ジ
に
参
加
、
お
か
げ
で
私
も
翻
訳
者
と
し
て

ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
何
週
間
か
滞
在
し
て
演
劇
祭
も
堪
能
さ
せ
て
貰
っ
た
。
学

芸
大
表
現
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ゼ
ミ
で
も
ワ
ー
ク
・
イ
ン
・
プ
ロ
グ
レ

ス
で
さ
ま
ざ
ま
な
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
の
試
み
を
重
ね
、
今
回
の
鴎

座
の
公
演『
ハ
ム
レ
ッ
ト
／
マ
シ
ー
ン
』と
な
っ
た
。今
度
の
佐
藤
信
の
構
成
・

演
出
は
、
む
し
ろ
ミ
ュ
ラ
ー
が
一
九
九
〇
年
に
何
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
か

と
い
う
こ
と
の
探
り
な
お
し
と
言
え
よ
う
か
。シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
作『
ハ

ム
レ
ッ
ト
』
を
新
訳
か
つ
解
体
・
脱
構
築
し
な
お
し
、
そ
れ
に
『
闘
い
な
き

戦
い
』
も
含
め
た
ミ
ュ
ラ
ー
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
や
『
ハ
ム
レ
ッ

ト
マ
シ
ー
ン
』
を
挿
入
し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
ダ
ン
ス
、
映
像
、
字
幕
な

ど
を
駆
使
し
て
、
い
ろ
ん
な
演
劇
的
仕
掛
け
が
記
憶
爆
弾
の
よ
う
に
断
片
に

炸
裂
す
る
感
じ
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
な
ぜ
私
た
ち
は
演
劇
を
す
る
の
か
と

い
う
根
源
的
な
問
い
か
け
が
あ
る
。
欲
を
言
え
ば
、
そ
こ
に
構
成
者
と
し
て

だ
け
で
な
い
劇
作
家
と
し
て
の
佐
藤
信
の
言
葉
も
、
私
は
欲
し
か
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
私
た
ち
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
に
こ
だ
わ
っ
て
そ
れ

を
上
演
し
よ
う
と
す
る
の
は
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
と
い
う
舞
台
作

品
を
つ
く
る
た
め
で
は
な
く
、
過
去
の
死
者
た
ち
の
亡
霊
と
の
対
話
の
方
法

論
を
探
り
、
そ
の
対
話
の
場
と
し
て
の
演
劇
の
再
生
・
蘇
生
の
可
能
性
を
探

ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト

マ
シ
ー
ン
』
と
て
、
四
百
年
前
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
亡
霊
／
骸
骨
だ
。
自

ら
の
探
り
方
の
方
法
論
が
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
と
き
、
き
っ
と
亡
霊
の
鵺
は

そ
こ
に
潜
ん
で
い
て
、
そ
こ
か
ら
成
仏
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
た

ぶ
ん
宮
沢
章
夫
も
ミ
ュ
ラ
ー
の
方
法
論
に
関
心
を
持
っ
て
、
ミ
ュ
ラ
ー
を
内

在
受
容
し
て
き
た
一
人
で
は
な
い
か
と
、
二
〇
〇
六
年
の
遊
園
地
再
生
事
業

団
の
『
ト
ー
キ
ョ
ー
／
不
在
／
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
見
な
が
ら
思
い
、『
鵺
／

N
U

E

』
で
勝
手
に
（
！
）
い
っ
そ
う
の
確
信
を
深
め
た
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

と
も
あ
れ
こ
の
世
は
な
べ
て
〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
間
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト

ル
ー
ム
。
こ
の
世
と
あ
の
世
、
東
洋
と
西
洋
、
東
陣
営
と
西
陣
営
…
し
か

し
そ
も
そ
も
ど
こ
ま
で
が
東
で
、
ど
こ
か
ら
が
西
な
の
だ
ろ
う
。
人
生
は

百
代
の
過
客
、
人
は
旅
人
…
そ
う
い
う
境
界
や
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
空
間
が
な

く
な
っ
て
、
鵺
の
立
ち
現
れ
る
時
空
が
抹
消
さ
れ
た
と
き
、
も
し
か
し
た

ら
そ
こ
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
コ
ピ
ー
の
、
自
分
の
夫
や
妹
を
す
ら
切

り
刻
む
よ
う
な
、
人
間
ゾ
ン
ビ
し
か
い
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

生
贄
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
人
た
ち　

ゾ
ン
ビ
ど
も
の

行
進
が
C
M
の
コ
ピ
ー
に
パ
ン
チ
さ
れ
て
い
く

昨
日
の
流
行
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て　

午
前

今
日
の
若
者
た
ち　

そ
れ
は
幽
霊
た
ち

明
日
起
こ
る
だ
ろ
う
戦
争
の　

死
者
た
ち

（
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
『
メ
デ
ィ
ア
マ
テ
リ
ア
ル
』
よ
り
）

ⅶ
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注

ⅰ　

宮
沢
章
夫
作
『
鵺
』
は
世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
発
行
「
Ｓ
Ｐ
Ｔ
03
」、

一
四
二
～
一
八
八
頁
に
所
収
、
引
用
は
一
六
二
頁
、
本
文
中
の
冒
頭
引
用
文
は
五
頁
。

清
水
邦
夫
作
品
は
『
清
水
邦
夫
全
仕
事1958~1980

』
上
・
下
巻
を
参
照
。

ⅱ　

こ
の
『
東
京
―
ベ
ル
リ
ン
展
』
の
大
部
な
カ
タ
ロ
グ
も
、
日
独
双
方
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

ⅲ　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
はAICT

に
本
セ
ン
タ
ー
の
機
関
誌
「
シ
ア
タ
ー
ア
ー
ツ

２
０
０
６
冬
」
三
五
～
五
七
頁
に
掲
載
。

ⅳ　

 “B
eckett in B

erlin”

（
ベ
ル
リ
ン
の
ベ
ケ
ッ
ト
）
も0

、
単
行
本
と
し
て
ド
イ
ツ
で

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

ⅴ　

T
heater heute (D

as Jahrbuch) 1995, pp.9~30 

の
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
本

田
雅
也
訳
で
「
ユ
リ
イ
カ
―
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
特
集
号
」
一
九
九
六
年
五
月

号
の
九
六
～
一
一
四
頁
に
掲
載
、
引
用
は
そ
の
一
一
四
頁
。

ⅵ　

 H
einer M

üller : “K
rieg ohne Schlacht”, K

iepenheuer, 1992

は
谷
川
他
共
訳
で

『
闘
い
な
き
戦
い
』
と
し
て
未
來
社
か
ら
一
九
九
三
年
に
刊
行
、
引
用
は
そ
の
二
九

二
～
二
九
三
頁
。

ⅶ　

 

邦
訳
は
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
テ
ク
ス
ト
集
第
二
巻『
メ
デ
ィ
ア
マ
テ
リ
ア
ル
』（
岩

淵
＋
越
部
＋
谷
川
共
訳
）、
引
用
は
そ
の
二
四
頁
。
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は
じ
め
に

　

あ
の
と
き
何
が
ジ
ダ
ン
を
そ
う
さ
せ
た
の
か
？　

世
界
中
が
注
目
す

る
な
か
国
の
威
信
を
か
け
て
勝
利
を
目
指
す
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
し

か
も
、
自
分
の
サ
ッ
カ
ー
人
生
の
成
否
を
決
す
る
最
高
に
し
て
最
後
の
檜

舞
台
に
立
ち
な
が
ら
。

　

等
し
く
こ
と
ば
を
対
象
と
し
て
学
ぶ
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
、
件
の
場

面
は
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
を
め
ぐ
っ
て
様
々
に
分
析
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
筆
者
は
と
言
え
ば
、
瞬
時
に
、
個
人
の
レ
ベ
ル

を
越
え
た
民
族
の
魂
が
そ
う
さ
せ
た
に
違
い
な
い
と
確
信
し
た
。
真
相
は

と
も
か
く
、
そ
ん
な
歴
史
的
柵
を
感
じ
て
し
ま
う
雰
囲
気
の
な
か
で
の
出

来
事
だ
っ
た
（
＊
）。

　

筆
者
は
現
在
、
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
、
さ
ら
に
は
社
会
的
に
も
多

様
な
言
語
状
況
を
呈
す
る
イ
ン
ド
の
文
学
を
総
体
と
し
て
捉
え
な
お
し
、

あ
ら
た
な
イ
ン
ド
文
学
史
を
記
述
す
る
試
み
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
を
扱

う
研
究
者
と
と
も
に
共
同
し
て
遂
行
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
文
学
・

文
芸
が
言
語
を
超
え
て
行
き
交
う
さ
ま
に
強
く
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ

う
し
た
視
点
を
、
本
稿
で
は
大
胆
に
も
、
南
ア
ジ
ア
圏
か
ら
さ
ら
に
ユ
ー

ラ
シ
ア
全
体
に
ひ
ろ
げ
、
説
話
の
あ
る
一
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
題
材
と
し

て
、
広
汎
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
文
化
の
往
来
を
追
っ
て
み
た
い
。

　

言
語
お
よ
び
民
族
を
超
え
う
る
文
学
・
文
芸
を
と
お
し
て
人
間
の
感
性

を
探
求
す
る
こ
と
は
、
民
族
間
の
対
立
・
紛
争
が
い
か
に
愚
蒙
で
あ
る
か

を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
情
報
伝
達
手
段
が
ご
く
限
ら
れ

て
い
た
時
代
の
人
間
た
ち
が
互
い
に
理
解
し
合
い
な
が
ら
生
き
よ
う
と

し
た
智
慧
に
も
思
い
を
至
ら
し
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
温
故
知
新
を
気
取

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
提
示
す
る
一
つ
の
文
芸
の
、
世
界
を
渡

り
歩
く
さ
ま
が
人
類
共
生
の
証
左
と
な
ら
ん
こ
と
も
、
ほ
の
か
に
期
待
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
説
話
モ
テ
ィ
ー
フ
研
究
は
、
筆
者
に
と
っ
て
初
の
試
み
で
、
そ

の
方
法
も
先
達
の
例
に
倣
い
な
が
ら
の
試
行
錯
誤
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。
文
献
学
を
旨
と
す
る
立
場
か
ら
、
民

俗
学
の
成
果
を
も
踏
ま
え
つ
つ
進
め
る
作
業
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
話

題
は
筆
者
の
専
門
領
域
を
超
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ン
ド
以
外
の
ア
ジ

ア
諸
国
に
も
及
ぶ
か
ら
、
諸
方
面
の
専
門
研
究
者
の
ご
意
見
を
是
非
と
も

賜
り
た
く
思
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
が
、
今
回
は
「
死
の
手
紙
」
お
よ
び
「
書

き
換
え
ら
れ
た
手
紙
」
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
じ
つ
は
以
前
、
世
界
の
表

現
文
化
に
関
す
る
研
究
会
に
参
加
し
た
お
り
、
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
手
紙

死
の
手
紙
、
東
へ
？
西
へ
？
─
説
話
伝
承
研
究
の
試
み
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
善
文
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が 設 定 さ れ 、 筆 者 は イ ン ド の 古 代 か ら 中 世 、 近 代 の 一 部 ま で 、文 学 作 品 を 中 心 に 調 査 を 担 当 し た こ と が あ っ た

1。

　
ま た 、 口 頭 伝 承 に 大 き く 依 存 し て き た イ ン ド の 文 化 史 ・ 文 献

史 を 探 究 す る う え で 必 須 で あ る に も か か わ ら ず 等 閑 に さ れ てき て 、 最 近 に な っ て 漸 く 注 意 が 向 け ら れ る よ う に な っ た 視 点 、つ ま り 、 文 学 ・ 文 芸 の 伝 承 過 程 を 注 視 す る こ と の 必 要 性 を 筆 者も か ね が ね 感 じ て い た 。 そ う し た 口 頭 伝 承 と 文 献 伝 承 の 様 相 を観 察 す る と い う 意 図 か ら 、 民 話 を ベ ー ス に そ の 殊 勲 の 主 人 公 は実 は 前 世 の ブ ッ ダ で あ っ た と 位 置 づ け て ま と め ら れ た ジ ャ ータ カ の 中 か ら 、 手 紙 の 描 写 部 分 を 拾 い 出 し 、 口 頭 で の 伝 達 が 主な 手 段 で あ っ た 時 代 に お け る 文 字 文 化 の 一 端 を 探 る と い う 作業 を お こ な っ た こ と も あ る

2。

　
今 回 、 説 話 伝 承 研 究 の 対 象 モ テ ィ ー フ と し て 手 紙 を 選 択 し た

の は 、 そ う し た 成 り 行 き か ら な の だ が 、 文 字 と い う 形 で 残 さ れた 声 の 文 化 （ ＝ 説 話 ） の な か に ま た 文 字 の 文 化 （ ＝ 手 紙 ） を 探る こ と に な り 、 そ う い っ た 意 味 で ユ ニ ー ク な ト ピ ッ ク と 言 え るだ ろ う 。 手 紙 を 書 く と い う 習 慣 は 識 字 と い う 条 件 を 必 須 と す るか ら 、 手 紙 を モ テ ィ ー フ と す る 説 話 そ の も の も 、 当 然 、 文 字 文化 の 発 達 し た 地 域 で な け れ ば 受 容 さ れ え な い も の で は あ る だろ う 。 だ が 、 た と え 自 分 は 文 字 が 読 め ず と も 、 手 紙 と 言 う も のの 存 在 さ え 知 っ て い れ ば 、 つ ま り 、 あ る 水 準 の 文 字 文 化 環 境 下に あ り さ え す れ ば 、 手 紙 に ま つ わ る 話 を 楽 し む こ と は 可 能 で ある 。 ま た 実 際 、 文 字 が 読 め な い 人 に 当 人 が 不 利 と な る 内 容 の 手紙 が 託 さ れ る と い う 例 も で て く る か ら 、 社 会 に お け る 識 字 の 微妙 な 差 異 が 物 語 自 体 を 成 立 さ せ て い る と い う こ と も あ り う るだ ろ う 。 こ の 拙 論 で は 、 そ う し た 文 字 文 化 の 様 相 を 詮 索 す る こ

と は 傍 ら に お き 、 あ く ま で も 手 紙 を モ テ ィ ー フ と す る 一 文 芸 のダ イ ナ ミ ッ ク な 展 開 を 追 う こ と を 主 眼 と す る 。チ ャ ン ド ラ ハ ー サ 物 語　

1 1─

1 2世 紀 頃 の 成 立 と 見 な さ れ る  ［

Derrett : 27

］  サ ン ス ク リ ッ

ト 作 品 『 ジ ャ イ ミ ニ  ・  バ ー ラ タ （

Jai
mini-bhārata ）  』 は 、  『 マ ハ ー

バ ー ラ タ （

Mahābhārata

）  』 の 第

1 4巻 、 馬 祠 の 巻 （

āśva
medhika-

parvan

） の 体 裁 を 模 倣 し な が ら 、 本 家 に は な い 多 く の 伝 説 や 説

話 を 含 ん で い る ［ ヴ ィ ン テ ル ニ ッ ツ

1965

：

285

］

3と い う が 、

そ の ひ と つ に チ ャ ン ド ラ ハ ー サ の 物 語 が あ る 。　
そ の 『 ジ ャ イ ミ ニ ・ バ ー ラ タ 』 の サ ン ス ク リ ッ ト 原 典 は ム ン バ

イ ー （

1
8
5
0, 

1
8
6
0, 

1
8
6
3, 

1
8
8
5, 

1
9
3
2

）  、 コ ル カ タ （

1
8
7
0

）［

S
mith : 

194

］  、 プ ネ ー （ 出 版 年 不 明 ）  ［ ヴ ィ ン テ ル ニ ッ ツ

1965

：

455

］

で 刊 行 さ れ て い る と の こ と だ が 、 世 界 中 の サ ン ス ク リ ッ ト 学者 か ら 継 子 扱 い さ れ た ［

Derrett : 19

］ た め か 本 邦 で も ほ と ん ど

研 究 さ れ た 形 跡 が な く 、 諸 機 関 で の 所 蔵 を 確 認 で き ず に い た 。や っ と の こ と で シ ッ ク に よ る ベ ル リ ン 版 か ら チ ャ ン ド ラ ハ ーサ 物 語 の テ ク ス ト 部 分 だ け が 抜 き 刷 り 製 本 さ れ た も の を 見 つけ る こ と が で き た ［
Schick

］

4。  『 ジ ャ イ ミ ニ ・ バ ー ラ タ 』 の 第

5 0章 、 第

2 1偈 か ら 第

5 8章 ま で 、 合 計

6 1 3偈 （

8音 節 ×

4脚 の シ ュ

ロ ー カ 、 お よ び

1 1音 節 ×

4脚 の イ ン ド ラ ヴ ァ ジ ラ ー な ど の 韻 律

か ら な る ） で 構 成 さ れ て い る 。  （ 今 回 は 精 読 す る 時 間 的 余 裕 がな く 文 字 通 り 斜 め 読 み で あ る こ と を 白 状 せ ね ば な ら な い 。 いず れ 全 体 を 翻 訳 す る つ も り だ 。  ） 民 話 の 形 を と る も の も 含 め て 、
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数
多
く
存
在
す
る
近
代
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
ま
ず

は
、
そ
の
物
語
の
梗
概
を
グ
リ
ヤ
ソ
ン
が
英
語
で
概
要
紹
介
す
る
中
世
ヒ

ン
デ
ィ
ー
（
以
下
Hi
）
語
（
ブ
ラ
ジ
・
バ
ー
シ
ャ
ー
）
の
聖
者
列
伝
『
バ

ク
ト
ゥ
・
マ
ー
ル（Bhakt-m

āl

）』の
注
釈
書（
一
七
一
二
年
）5［G

rierson 
1910

］
に
主
に
依
拠
し
て
示
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
が
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー

ラ
タ
』
所
収
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
以
下
Skt
）
版
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物

語
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
適
宜
Skt
版
と
異
な
る
部
分

を
補
い
な
が
ら
、
語
り
部
調
に
記
し
て
み
る
。〈　

〉
内
は
、
筆
者
に
よ

る
補
足
で
あ
る
。

　

ケ
ー
ラ
ラ
地
方
〈
南
イ
ン
ド
〉
に
メ
ー
ダ
ー
ヴ
ィ
ー
と
い
う
王
が
お
っ

た
そ
う
じ
ゃ
。
そ
の
王
に
は
ま
だ
乳
飲
み
子
の
王
子
が
お
っ
た
が
〈
Hi
版

で
は
既
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
と
命
名
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
Skt
版
で

は
未
だ
名
前
は
出
て
こ
な
い
〉、
隣
接
競
合
す
る
他
国
の
王
に
侵
攻
さ
れ

討
ち
死
に
、王
妃
も
世
の
習
い
で
自
ら
後
を
追
っ
て
自
害
し
て
し
ま
っ
た
。

〈
Skt
版
に
は
サ
テ
ィ
ー
（
寡
婦
殉
死
）
と
い
う
語
は
出
な
い
が
Hi
版
に
は

あ
る
よ
う
だ
。〉
幼
い
王
子
は
乳
母
が
連
れ
だ
し
、
カ
ウ
ン
タ
ラ
プ
ラ
と

い
う
国
に
逃
れ
た
そ
う
じ
ゃ
。
乳
母
は
そ
の
町
の
行
政
長
官
ド
ゥ
リ
シ
ュ

タ
ブ
ッ
デ
ィ
の
家
に
仕
え
、
孤
児
を
我
が
子
と
し
て
育
て
て
い
た
ん
じ
ゃ

が
、
三
年
ほ
ど
す
る
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

か
わ
い
そ
う
に
な
ぁ
、
五
才
に
し
て
天
涯
孤
独
と
な
っ
た
少
年
が
路
上

生
活
を
送
っ
て
い
る
と
、
ナ
ー
ラ
ダ
仙
人
が
慈
悲
を
た
れ
て
な
、
シ
ャ
ー

リ
グ
ラ
ー
マ
石

6
で
で
き
た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
ご
神
体
を
授
け
称
名
の
功

徳
も
説
い
て
く
れ
た
ん
じ
ゃ
。
少
年
は
言
わ
れ
た
ま
ま
日
々
実
行
、実
行
。

　

あ
る
日
、
ド
ゥ
リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ
デ
ィ
の
家
で
バ
ラ
モ
ン
の
饗
応
が
な
さ

れ
る
と
な
、
町
の
子
供
た
ち
も
集
ま
っ
て
き
た
そ
う
じ
ゃ
。
ド
ゥ
リ
シ
ュ

タ
ブ
ッ
デ
ィ
が
自
分
の
娘
の
結
婚
運
を
バ
ラ
モ
ン
に
訊
ね
る
と
、
そ
こ
に

い
た
孤
児
の
少
年
を
指
さ
し
て
、「
あ
の
子
が
あ
な
た
の
娘
さ
ん
の
婿
に

な
る
で
し
ょ
う
」
と
予
言
し
た
ん
じ
ゃ
よ
。
ド
ゥ
リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ
デ
ィ
は

恥
辱
に
お
も
っ
た
ん
じ
ゃ
ね
、
そ
の
少
年
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
、
手

下
〈
Skt
版
で
は
賤
民
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
〉
に
人
里
離
れ
た
と
こ
ろ
へ
連
れ
出

し
て
殺
す
よ
う
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
じ
ゃ
、
い
ざ
手
に
掛
け
よ
う
と
す
る

が
、
少
年
の
幼
気
で
い
か
に
も
利
発
そ
う
な
顔
を
み
て
逡
巡
し
て
し
ま
っ

た
。そ
ん
な
手
下
の
前
で
少
年
は
、口
に
入
れ
て
隠
し
持
っ
て
い
た
シ
ャ
ー

リ
グ
ラ
ー
マ
を
取
り
出
し
、
水
で
浄
め
花
を
供
え
て
礼
拝
す
る
ん
じ
ゃ
。

す
る
と
な
、
手
下
は
憐
憫
の
情
が
湧
き
、
力
抜
け
地
に
伏
す
。
同
時
に
神

へ
の
信
仰
心
も
お
こ
っ
て
き
た
。
少
年
の
片
方
の
足
〈
Skt
で
は
左
足
〉
に

六
本
め
の
指
が
あ
る
の
を
見
つ
け
て
な
、
そ
れ
を
殺
害
の
証
拠
と
す
べ
く

切
り
取
っ
て
少
年
を
逃
が
し
て
や
っ
た
ん
じ
ゃ
よ
。

　

カ
ウ
ン
タ
ラ
プ
ラ
国
チ
ャ
ン
ダ
ナ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
地
方
に
カ
リ
ン
ダ
と

い
う
領
主
が
お
っ
て
な
、森
へ
狩
り
に
出
掛
け
た
お
り
、鹿
の
群
に
ぐ
る
っ

と
守
ら
れ
頭
上
は
鳥
が
飛
び
か
う
、
神
々
し
い
少
年
を
見
つ
け
、
宝
物
を

発
見
し
た
か
の
よ
う
に
近
づ
き
抱
き
か
か
え
た
ん
じ
ゃ
。
領
主
に
は
世
継

ぎ
が
お
ら
な
か
っ
た
の
で
、
我
が
子
と
し
て
〈
月
の
よ
う
な
顔
で
良
く
笑

う
か
ら
、チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
（
月
の
笑
い
）
と
名
付
け
（
Skt
版
）〉
育
て
、

成
長
し
た
そ
の
子
に
領
土
を
譲
っ
た
そ
う
な
。

　

稼
ぎ
を
神
事
に
ば
か
り
費
や
し
、
カ
ウ
ン
タ
ラ
プ
ラ
王
へ
の
献
納
を
怠

た
っ
た
ら
し
い
？　

長
官
ド
ゥ
リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ
デ
ィ
が
軍
勢
と
も
ど
も
派

遣
さ
れ
て
き
た
ん
じ
ゃ
。
歓
待
す
る
領
主
の
親
子
。
ド
ゥ
リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ

デ
ィ
は
そ
の
息
子
の
ほ
う
が
、
あ
の
孤
児
だ
っ
た
や
つ
に
違
い
な
い
と
気

づ
き
、ま
た
も
や
殺
害
を
画
す
ん
じ
ゃ
。手
紙
を
書
い
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー

サ
に
渡
し
、
中
身
を
決
し
て
見
な
い
よ
う
釘
を
さ
し
、
郷
里
の
息
子
マ
ダ
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ナ
に
届
け
る
よ
う
頼
ん
だ
ん
じ
ゃ
よ
。
気
安
く
請
け
負
っ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ

ハ
ー
サ
。
手
紙
を
届
け
る
旅
の
道
す
が
ら
、
す
で
に
長
官
所
有
の
逍
遙
林

に
あ
っ
て
シ
ャ
ー
リ
グ
ラ
ー
マ
を
拝
ん
で
い
る
と
、
そ
の
ご
加
護
な
ん
だ

ろ
う
ね
、
眠
気
を
催
し
寝
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
。

　

そ
こ
に
女
友
だ
ち
〈
Skt
版
で
は
、国
王
の
娘
〉
と
遊
び
に
き
て
い
た
ド
ゥ

リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ
デ
ィ
長
官
の
娘
、
ヴ
ィ
シ
ャ
ヤ
ー
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
が
、

一
人
仲
間
と
離
れ
た
す
き
に
、
寝
込
ん
で
い
る
ハ
ン
サ
ム
な
青
年
を
見
つ

け
、
一
目
惚
れ
し
て
し
ま
っ
た
。
ふ
と
、
彼
の
懐
か
ら
半
分
ほ
ど
の
ぞ
い

て
い
る
手
紙
に
、父
の
筆
跡
で
兄
マ
ダ
ナ
の
宛
名
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
れ
を
そ
っ
と
取
り
出
し
、
き
れ
い
に
開
封
し
て
読
む
と
「
す
ぐ
に
、
こ

の
手
紙
の
持
参
者
に
毒
（viṣḥa
）
を
与
え
よ
」
っ
て
書
い
て
あ
る
じ
ゃ
な

い
か
。
父
へ
の
怒
り
、
こ
の
少
年
へ
の
思
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
の
も
と
、

自
分
の
睫
の
墨
〈
Skt
版
で
は
マ
ン
ゴ
ー
の
樹
液
〉
でvisha

の
う
し
ろ
に

yā

を
加
え
て
、
自
分
の
名
前
ヴ
ィ
シ
ャ
ヤ
ー
と
し
、
父
の
筆
跡
を
真
似
て

封
印
も
し
、
手
紙
を
も
と
に
戻
し
た
ん
じ
ゃ
。

　

眠
り
か
ら
覚
め
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
。
約
束
通
り
届
け
ら
れ
た
手
紙

を
マ
ダ
ナ
が
読
む
と
、そ
こ
に
は
「
す
ぐ
に
、こ
の
手
紙
の
持
参
者
に
ヴ
ィ

シ
ャ
ヤ
ー
を
与
え
よ
」
と
書
い
て
あ
る
。
マ
ダ
ナ
は
目
出
度
き
こ
と
と
歓

喜
し
、
そ
の
と
お
り
即
座
に
、
バ
ラ
モ
ン
を
呼
び
荘
厳
な
婚
儀
を
催
し
て

し
ま
っ
た
。

　

カ
リ
ン
ダ
を
捕
縛
し
チ
ャ
ン
ダ
ナ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
の
住
民
も
虐
殺
し
た

り
と
、悪
業
無
尽
の
ド
ゥ
リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ
デ
ィ
が
我
が
家
に
帰
還
。
さ
ー
、

吃
驚
だ
。
マ
ダ
ナ
に
問
い
た
だ
す
も
、
確
か
に
手
紙
に
は
娘
を
与
え
よ
と

書
い
て
あ
る
。
怒
り
と
動
揺
を
内
に
隠
し
、
次
の
策
を
考
え
て
チ
ャ
ン
ド

ラ
ハ
ー
サ
に
言
う
ん
じ
ゃ
。「
我
が
家
に
は
仕
来
り
が
あ
っ
て
、
花
婿
は

ド
ゥ
ル
ガ
ー
女
神
〈
Skt
版
で
は
チ
ャ
ン
デ
ィ
カ
ー
〉
に
詣
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
、
寺
院
参
詣
を
し
む
け
、
ま
た
殺
し
屋
を
手
配
し
た
ん
じ
ゃ
。

折
し
も
、
跡
継
ぎ
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
カ
ウ
ン
タ
ラ
プ
ラ
国
の
王
が
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
の
人
品
聞
き
及
び
、
自
分
の
後
継
者
と
決
心
し
て
し

ま
っ
た
。
ま
ず
長
官
の
息
子
マ
ダ
ナ
を
呼
び
だ
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ

を
召
し
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
ん
じ
ゃ
。
マ
ダ
ナ
は
我
が
こ
と
の
よ
う
に
喜

び
い
さ
ん
で
、
花
と
香
を
も
っ
て
寺
に
向
か
っ
て
い
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー

サ
を
呼
び
止
め
、
至
急
王
宮
に
登
る
よ
う
伝
え
る
と
な
、
寺
参
り
は
代
わ

り
に
自
分
が
行
く
っ
て
言
う
じ
ゃ
な
い
か
。
は
た
し
て
、
マ
ダ
ナ
は
寺
に

つ
い
た
と
た
ん
、
父
親
が
手
配
し
た
殺
し
屋
の
手
に
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た

ん
じ
ゃ
。

　

チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
の
国
王
即
位
と
マ
ダ
ナ
が
代
わ
り
に
寺
院
参
詣
に

行
っ
た
こ
と
を
聞
き
及
ん
だ
ド
ゥ
リ
シ
ュ
タ
ブ
ッ
デ
ィ
は
な
、
寺
に
急
行

す
る
も
、
息
絶
え
た
息
子
の
姿
に
絶
望
し
自
ら
命
を
絶
つ
ん
じ
ゃ
。

　

そ
の
あ
と
駆
け
つ
け
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
。
ド
ゥ
ル
ガ
ー
女
神
に
我

が
身
を
賭
し
て
二
人
の
再
生
を
願
い
出
る
ん
じ
ゃ
。
す
る
と
な
、
女
神
が

顕
現
、
一
部
始
終
を
話
し
て
聞
か
せ
る
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
は
そ
れ

で
も
自
分
の
命
に
替
え
て
二
人
を
再
生
さ
せ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。
女

神
は
さ
ぞ
満
足
し
た
ん
じ
ゃ
ね
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
の
命
を
奪
う
こ
と

な
く
二
人
を
生
き
返
ら
せ
た
ん
じ
ゃ
。

　

そ
の
後
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
の
治
世
は
長
く
続
き
、
世
の
人
々
は
信
仰

心
篤
く
、
常
に
神
の
名
を
唱
え
良
く
奉
仕
し
た
ん
だ
と
さ
。

　
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
は
い
く
つ
も
の
民
衆
日
常
語
に
た
び
た

び
移
植
さ
れ
た
［B

rockington : 493

］。
い
わ
ゆ
る
二
大
叙
事
詩
に
く
ら

べ
緩
や
か
な
伝
統
し
か
保
て
な
か
っ
た
よ
う
で

7
、
今
見
た
チ
ャ
ン
ド
ラ

ハ
ー
サ
物
語
な
ど
の
挿
話
部
分
が
省
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
が
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［Sm
ith : 205

］、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
西
部
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
、
マ

ラ
ー
テ
ィ
ー
語
、
東
部
の
ベ
ン
ガ
ー
リ
ー
語
（
中
世
～
年
代
？
）、
ア
ッ

サ
ー
ミ
ー
語
（
16
─
17
世
紀
こ
ろ
の
古
ア
ッ
サ
ー
ミ
ー
版
も
存
在
）、
オ

リ
ヤ
ー
語
の
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
詩
人
た
ち
の
手
に
な
る
翻
案
が
存
在

す
る
と
い
う
（
詳
し
く
は
［Sm

ith

］
お
よ
び
注
4
）。
ま
た
、
南
イ
ン

ド
で
は
（
物
語
の
舞
台
自
体
が
ケ
ー
ラ
ラ
だ
っ
た
が
）
16
世
紀
に
は
ラ
ク

シ
ュ
ミ
ー
シ
ャ（Lakṣm

īśa

）な
る
詩
人
が
カ
ン
ナ
ダ
語
で
翻
案［
太
田
：

42

］、
そ
れ
を
も
と
に
、
児
童
向
け
教
育
漫
画
本
と
し
て
広
く
普
及
し
て

い
る
ア
マ
ル
・
チ
ッ
ト
ラ
・
カ
タ
ー
の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
に
英
語
で
出

版
さ
れ
て
い
る
［Pai

］。
さ
ら
に
ケ
ー
ラ
ラ
地
方
の
言
語
マ
ラ
ー
ヤ
ー
ラ

ム
語
版
も
存
在
す
る
よ
う
だ
［
サ
イ
ト
情
報
1
］。
古
く
ウ
ィ
ー
ラ
ー
が

『
イ
ン
ド
史
』
の
な
か
で
要
約
し
て
内
容
紹
介
し
て
い
る
も
の
［W

heeler

］

に
つ
い
て
は
、
依
存
し
た
テ
ク
ス
ト
の
情
報
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
れ

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
い
る
か
不
明
だ
が
、
肝
心
の
単
語
「
毒
」

お
よ
び
娘
の
名
をbika

お
よ
びB

ikya 

と
翻
字
し
て
お
り
、
デ
ー
ヴ
ァ

ナ
ー
ガ
リ
ー
文
字
を
使
用
し
た
い
ず
れ
か
の
テ
ク
ス
ト
に
直
接
も
し
く

は
間
接
的
に
依
拠
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

8
。

　

民
話
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
は
後
で
見
る
が
、
例

の
AT
記
号
を
踏
襲
し
累
積
収
集
し
た
ユ
ー
サ
に
よ
る
最
新
の
民
話
類
型
別

目
録
［U

ther

］
に
も
所
収
の
、
ト
ム
プ
ソ
ン
ら
に
よ
る
南
ア
ジ
ア
地
域

に
限
定
し
た
書
目
［Thom

pson, 1958

］
に
は
、
死
の
手
紙
（K

978 
お

よ
びK

1612

）9
、も
し
く
は
書
き
換
え
ら
れ
た
手
紙（K

511

）の
モ
テ
ィ
ー

フ
を
含
む
民
話
の
例
が
30
ほ
ど
存
在
す
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
情
報
源
ま
で
遡
及
調
査
で
き
た
の
は
8
例
ほ
ど
に
と
ど
ま
っ
た

が
、
主
人
公
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
と
い
う
名
前
で
登
場
し
ス
ト
ー
リ
ー

展
開
も
ほ
ぼ
同
一
の
民
話
が
、
一
つ
だ
け
、
ム
ン
バ
イ
ー
の
高
校
教
諭

ゴ
ー
ダ
ボ
ー
レ
ー
に
よ
り
英
語
で
報
告
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た

10
。

　

詩
人
に
よ
る
翻
訳
・
翻
案
と
い
う
形
で
の
移
植
・
拡
大
と
、
そ
れ
と
連

動
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
方
で
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
口
頭
伝

承
に
よ
る
拡
大
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
網
羅
的
に
内
容
を
比
較
検
討

す
れ
ば
、
詩
人
に
よ
る
原
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
・
翻
案
と
見
な
さ
れ
て
い
る

も
の
の
な
か
に
も
、
民
間
伝
承
よ
り
取
材
し
た
部
分
が
認
め
ら
れ
る
可
能

性
は
皆
無
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
詳
細
研
究
は
他
日
を
期
す
。

　

様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
、
そ
の
相
互
の
関
連
を
探
究
す
る
こ

と
も
課
題
と
な
り
う
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物
語
で
あ
る
が
、『
ジ
ャ
イ

ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
系
の
こ
れ
ら
一
連
の
も
の
を
、
本
稿
に
お
け
る
以

降
の
議
論
の
な
か
で
は
、
よ
り
マ
ク
ロ
な
視
点
を
主
眼
と
す
る
こ
と
か

ら
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
中
世

ヒ
ン
デ
ィ
ー
の
『
バ
ク
ト
ゥ
・
マ
ー
ル
』
だ
け
は
、
聖
者
列
伝
と
い
う

教
派
が
提
供
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
も
っ

と
も
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
自
体
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
バ
ク
テ
ィ
信

仰
の
枠
内
で
展
開
し
た
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
な
の
だ
が
［K

eith : 480

］

［K
oskikallio 1993 : 111

］、
そ
の
検
討
も
別
の
機
会
と
し
た
い
。

　

今
注
目
し
た
い
の
は
デ
レ
ッ
ト
に
よ
る
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。
チ
ャ

ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物
語
を
含
む
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
だ
［D

errett

］。
中
世
ア

ラ
ブ
商
人
の
広
汎
な
往
来
は
、
物
資
だ
け
で
は
な
く
文
化
面
で
も
東
西
交

流
に
貢
献
し
た
と
い
う
前
提
の
も
と
、
ア
ラ
ビ
ア
語
を
媒
介
と
し
て
聖
書

や
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
物
語
が
各
地
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。
と
り
わ
け
後
者

の
、
冒
頭
部
に
登
場
し
重
要
な
役
ど
こ
ろ
を
は
た
す
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
王

の
愛
馬
ブ
ケ
フ
ァ
ロ
ス
の
伝
説
は
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
の
舞
台
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設
定
で
あ
る
馬
祠
祭
（
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ー
ダ
祭
、
注
3
）
と
関
連
す
る
。

さ
ら
に
、魔
法
の
石
、女
性
の
王
国
（
ア
マ
ゾ
ネ
ス
伝
説
）、樹
木
が
人
間
・

獣
を
果
実
と
し
て
も
つ
国
の
話
、
無
頭
や
六
本
腕
な
ど
の
怪
物
の
話
、
島

に
住
む
聖
者
の
話
な
ど
、
ユ
ダ
ヤ
起
源
の
説
話
が
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
物
語

に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
版
が
イ
ン
ド
ま
で
至
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
旧
約
聖
書
お
よ
び
新
約
聖
書
か
ら
の
借
用
と
お
ぼ
し
き
箇
所
の
指

摘
や
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
バ
ク
テ
ィ
信
仰
の
対
象
で
あ
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
神
の

キ
リ
ス
ト
と
の
類
似
性
、
女
性
に
対
す
る
姿
勢
に
お
け
る
西
洋
的
要
素
も

指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物
語
に
関
し
て
は
、「
死

の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
な
ど
を
共
有
す
る
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
発
す
る
ベ

レ
ロ
ポ
ン
（B

ellerophon

）
の
話
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
を
認
め

て
い
る
。

　

デ
レ
ッ
ト
自
身
、
当
初
は
逆
に
イ
ン
ド
か
ら
西
洋
へ
伝
播
し
た
と
考
え

て
い
た
［D

errett : 20

］
と
い
う
が
、
は
た
し
て
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー

ラ
タ
』
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

デ
レ
ッ

ト
は
ベ
レ
ロ
ポ
ン
神
話
が
中
世
期
よ
り
ず
っ
と
古
く
イ
ン
ド
に
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
を

含
む
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
よ
り
古
い
作
品
例
も
先
行
研
究
の
紹
介
と
と
も

に
提
示
し
て
い
る
［D
errett : 34, note 63

］。

　

以
下
、
そ
の
諸
例
を
確
認
し
て
い
こ
う
と
お
も
う
が
、
そ
の
前
に
、
比

較
対
照
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物
語
を
さ

ら
に
小
単
位
の
プ
ロ
ッ
ト
（
こ
こ
で
は
モ
テ
ィ
ー
フ
の
下
位
概
念
と
し
て

用
い
る
）
に
分
解
し
て
お
こ
う
。

　

プ
ロ
ッ
ト

A　

無
縁
の
孤
児
が
跡
を
継
ぐ
と
い
う
予
言
。

B　

片
方
の
足
の
六
本
目
の
指
を
切
断
し
、
殺
害
の
証
拠
と
す
る
。

C　
「
こ
の
手
紙
の
持
参
者
を
殺
せ
」
と
い
う
死
の
手
紙
を
、
そ
う

と
は
知
ら
ず
届
け
る
。

D　

手
紙
の
持
参
者
が
眠
っ
て
い
る
間
に
、
少
女
が
自
分
と
結
婚

さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
文
面
に
手
紙
を
書
き
換
え
る
。

E　

実
の
息
子
が
自
分
が
仕
掛
け
た
策
略
に
誤
っ
て
は
ま
り
、
殺

さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
プ
ロ
ッ
ト
を
AT
記
号
（
ユ
ー
サ
版
）
と
対
応
さ
せ
れ
ば
、

A–

C–

D
が
AT 

930
「
予
言
」
に
相
当
し
、
B
は
、
身
体
の
一
部
を
切
り

取
っ
て
証
拠
と
す
る
点
で
、
AT 

462
「
追
放
さ
れ
た
王
女
と
鬼
の
王
女
」
の

一
部
と
共
通
点
を
見
い
だ
せ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
箇
所
で
ま
た

扱
う
こ
と
に
す
る
。

イ
ン
ド
古
典
に
見
ら
れ
る
そ
の
他
の
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
諸
例

　

デ
レ
ッ
ト
論
文
に
も
一
部
言
及
さ
れ
て
い
た
が
［D

errett : 34

］、
ま

ず
イ
ン
ド
学
の
泰
斗
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
（
一
八
六
三
─
一
九
三
七
）
が

「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
の
表
出
作
品
と
し
て
提
供
し
て
い
る
情
報

［
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ1965 : 284-286, 455-456 ; 1966 (a) : 153-155 ; 

1966 (b) : 156, 492

］
を
も
と
に
、
各
作
品
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

○
「
法
施
太
子
の
本
生
」（『
六
度
集
経
』
巻
第
四
、
戒
度
無
極
章
第
二
）

康
僧
会
（
？
─
二
八
〇
）
訳

　
『
六
度
集
経
』
は
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
ブ
ッ
ダ
の
前
生
譚
）
91
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話
を
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
の
六
波
羅
密
に

分
類
し
て
配
し
た
も
の
で
、
原
典
は
散
逸
し
て
い
る
が
、
漢
訳
年
代

か
ら
逆
算
し
て
2
世
紀
頃
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
目

さ
れ
て
い
る
。
各
話
の
ほ
と
ん
ど
は
パ
ー
リ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
お
よ
び

他
の
漢
訳
に
パ
ラ
レ
ル
が
見
い
だ
せ
る
と
い
う
［
水
野1966

：72

］。

　

こ
の
話
は
、
王
の
妾
に
疎
ま
れ
た
王
子
が
、
妾
の
策
略
で
眼
を
え

ぐ
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
際
、
妾
は
王
の
寝
て
い
る
間

に
蝋
封
の
歯
型
を
と
り
、
偽
り
の
手
紙
（
勅
令
）
を
王
子
に
発
し
た

の
で
あ
る
。
王
子
は
王
の
命
令
と
あ
ら
ば
従
わ
ざ
る
を
え
ず
、
眼
を

切
り
抜
く
、と
い
っ
た
場
面
展
開
の
あ
る
話
［
成
田
：188-190

］
で
、

こ
れ
は
、
モ
テ
ィ
ー
フ
AT 

462
に
近
似
し
て
い
る
。

　

ユ
ー
サ
の
述
べ
る
AT 

462
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
［U

ther : I, 273

］
は
こ

う
だ
。
王
妃
に
な
り
す
ま
し
た
鬼
女
が
他
の
王
妃
た
ち
の
眼
を
切
除

さ
せ
追
放
し
た
が
、
の
ち
王
妃
に
宿
っ
て
い
た
王
の
胤
か
ら
成
長
し

た
少
年
の
存
在
に
気
づ
く
と
、
そ
の
少
年
に
死
の
手
紙
を
渡
し
、
母

親
の
元
へ
い
か
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
途
中
、
助
力
者
が
現
れ
、
手

紙
を
書
き
換
え
、
も
と
の
王
妃
た
ち
の
眼
も
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来

る
、
と
い
う
概
要
だ
。

　
「
法
施
太
子
の
本
生
」
で
は
、
手
紙
の
内
容
自
体
が
暗
殺
命
令
で
は

な
く
眼
の
切
除
で
あ
る
点
、
い
わ
ゆ
る
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ

と
は
異
な
る
が
、
実
は
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
、
い
や
全
く
パ
ラ
レ
ル

と
も
見
な
さ
れ
る
［
干
潟
：51

］
プ
ロ
ッ
ト
が
『
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
』

の
「
ク
ナ
ー
ラ
王
子
物
語
」
に
も
見
ら
れ
る
（
ほ
か
に
も
存
在
す
る

仏
典
中
の
他
の
説
話
と
の
パ
ラ
レ
ル
お
よ
び
関
連
研
究
に
つ
い
て
は

［
平
岡
：63-64

］）。
マ
ウ
リ
ヤ
朝
の
第
三
代
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
位

B
C
二
六
八
─
二
三
二
）
に
つ
い
て
は
語
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の

伝
記
は
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
し
［
山
崎
：6-10

］［
定
方

1982

：200-208

］、
古
く
は
安
法
欽
に
よ
る
漢
訳
『
阿
育
王
伝
』
が

三
〇
六
年
と
さ
れ
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
存
在
す
る
の
が
『
デ
ィ

ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
（D

ivyāvadāna

）』
で
、
3
─
4
世
紀
も

し
く
は
10
世
紀
前
後
の
成
立
と
い
う
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
第
一
王
妃

テ
ィ
ッ
シ
ュ
ヤ
ラ
ク
シ
タ
ー
が
美
し
い
眼
の
持
ち
主
ク
ナ
ー
ラ
王
子

を
手
玉
に
取
ろ
う
と
す
る
も
断
ら
れ
反
感
を
抱
く
。
ク
ナ
ー
ラ
が
王

位
継
承
す
る
段
に
な
る
と
自
分
の
立
場
保
全
の
た
め
、
遠
征
先
の
タ

ク
シ
ャ
シ
ラ
ー
市
民
宛
「
ク
ナ
ー
ラ
の
眼
を
抉
れ
」
と
い
う
内
容
の

手
紙
を
、
寝
て
い
る
王
か
ら
密
か
に
着
け
た
歯
型
で
蝋
封
し
て
送
る
。

ク
ナ
ー
ラ
は
そ
れ
に
従
う
の
で
あ
る
［
定
方2000

］。

　

こ
の
ク
ナ
ー
ラ
王
子
物
語
に
は
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
（
B
C

四
八
五
─
四
〇
六
）作
の
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇『
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
』（
B
C

四
二
八
）
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
の
模
倣
と
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
と
の
指

摘
も
な
さ
れ
て
い
る
［
定
方1982

：197

］
11

。
そ
の
一
方
、
継
母

に
よ
る
息
子
に
た
い
す
る
誘
惑
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
イ
ン
ド
か
ら

西
方
に
流
伝
し
、
中
世
オ
リ
エ
ン
ト
の
『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
や

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
『
ロ
ー
マ
の
七
賢
人
物
語
』
の
枠
物
語

を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
っ
て
［
岩
本1978

：

208

］、
そ
れ
も
説
話
伝
承
の
題
材
と
し
て
面
白
そ
う
だ
が
、「
死
の
手

紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
か
ら
逸
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
。

○
「
童
子
の
本
生
」（『
六
度
集
経
』
巻
第
五
、
忍
辱
度
無
極
章
第
三
）
康

僧
会
（
？
─
二
八
〇
）
訳

　

ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
『
六
度
集
経
』

の
な
か
の
「
童
子
の
本
生
」
に
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
る
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こ
と
を
、
南
方
熊
楠
が
紹
介
し
て
い
る
［
南
方
：357-358

］。
こ
の

ジ
ャ
ー
タ
カ
に
つ
い
て
は
他
の
仏
典
に
パ
ラ
レ
ル
は
な
い
よ
う
だ
［
干

潟
：37

］。
概
要
は
以
下
の
通
り
。

　

あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
「
今
日
誕
生
し
た
子
は
聡
明
に
し
て
高
貴
な
る
人
に

成
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
予
言
を
聞
い
て
、
子
を
持
た
な
い
商
人
が
、
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
拾
っ
た
女
性
に
金
を
支
払
っ
て
そ
の
子
を
譲
っ

て
も
ら
う
。
数
ヶ
月
後
、
夫
人
が
妊
娠
し
た
の
で
、
そ
の
子
を
路
傍
に
捨

て
る
が
牛
飼
い
が
拾
っ
た
の
で
、仕
方
な
く
そ
の
子
を
引
き
取
り
育
て
る
。

妻
に
男
子
が
産
ま
れ
て
そ
の
子
が
不
要
に
な
っ
た
の
で
、
牛
車
の
轍
に
捨

て
る
が
、
牛
が
歩
を
進
め
な
い
こ
と
で
気
づ
い
た
別
の
商
人
が
拾
う
。
も

と
の
商
人
が
そ
の
こ
と
を
知
る
や
、
ま
た
引
き
取
っ
て
二
人
を
兄
弟
と
し

て
育
て
始
め
る
。拾
い
子
の
ほ
う
が
優
秀
に
育
つ
と
疎
ま
し
さ
が
増
大
し
、

山
中
に
捨
て
る
が
、
運
良
く
助
か
る
。
つ
い
に
、
陶
工
に
「
こ
の
子
は
禍

の
子
だ
か
ら
、
書
を
持
っ
て
い
か
せ
る
の
で
、
炉
に
投
じ
て
殺
し
て
く
れ
」

と
依
頼
し
、
子
に
手
紙
を
持
た
せ
る
。
手
紙
を
届
け
る
途
中
、
商
人
の
実

子
で
あ
る
弟
の
ほ
う
が
仲
間
と
お
弾
き
遊
び
で
賭
け
を
し
て
い
た
。
負
け

て
い
る
か
ら
と
兄
に
交
替
を
申
し
出
、
自
分
が
手
紙
を
届
け
る
役
を
担
う

こ
と
に
な
る
。
手
紙
を
持
参
し
た
弟
は
、
そ
う
と
は
知
ら
な
い
陶
工
に
炉

に
投
げ
込
ま
れ
焼
死
し
て
し
ま
っ
た
。

　

失
意
に
沈
む
商
人
は
再
び
「
こ
の
者
の
腰
に
石
を
縛
り
付
け
、
深
淵
に

沈
め
よ
」
と
書
い
た
手
紙
を
蝋
封
し
て
遠
方
の
倉
庫
番
の
と
こ
ろ
へ
持
た

せ
る
。
途
中
、
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
家
に
一
泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
寝

静
ま
っ
た
あ
と
、
バ
ラ
モ
ン
の
娘
が
手
紙
に
気
づ
き
、
盗
み
読
む
。
恐
ろ

し
い
内
容
に
驚
く
が
、彼
へ
の
好
意
か
ら
、も
と
の
手
紙
を
破
り
捨
て
、「
バ

ラ
モ
ン
の
娘
と
結
婚
さ
せ
よ
」と
い
う
内
容
に
書
き
換
え
て
元
に
戻
し
た
。

そ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
倉
庫
番
は
直
ち
に
婚
儀
を
執
り
行
う
。
そ
の
知

ら
せ
を
う
け
た
商
人
は
病
に
な
っ
て
、つ
い
に
は
死
ん
で
し
ま
う
。
子
は
、

自
分
を
殺
そ
う
と
し
た
育
て
の
親
を
も
追
慕
し
懇
ろ
に
葬
送
し
た
こ
と

で
、
孝
行
の
名
声
を
得
た
。

　

こ
こ
で
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
B
を
の
ぞ
い

て
各
プ
ロ
ッ
ト
が
見
ら
れ
る
が
、
死
の
手
紙
が
陶
工
に
宛
て
ら
れ
、

実
子
が
身
代
わ
り
と
な
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
AT 

910K

「
鋳
物
師
へ
の
歩
み
（
旧
分
類
名
：
令
状
お
よ
び
ウ
リ
ア
の
手
紙
）」

［U
ther : 535-536

］
に
相
当
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
う

ひ
と
つ
別
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
加
え
て
お
き
た
い
。

Ｆ　

鋳
物
師
（
ま
た
は
鍛
冶
屋
、
陶
工
）
へ
「
死
の
手
紙
」
を
持

た
せ
る
が
、
途
中
で
実
子
が
役
割
を
交
代
し
殺
さ
れ
て
し
ま

う
。

○
「
商
人
ゴ
ー
サ
カ
の
物
語
」（『
マ
ノ
ー
ラ
タ
プ
ー
ラ
ニ
ー

（M
anorathapuraṇī

）』（
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
注
）
お
よ
び
『
ダ

ン
マ
パ
ダ
注
（D

ham
m

apada-aṭṭhakathā, vv21-23

）』
何
れ
も
ブ
ッ

ダ
ゴ
ー
サ
（B

uddhaghosa, 

5
世
紀
前
半
）［H

ardy

］［B
urlingam

e : 
128-138

］

　

パ
ー
リ
仏
典
の
そ
れ
ぞ
れ
注
釈
書
の
中
に
見
ら
れ
る
同
一
名
の
説

話
だ
が
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
注
釈
書
著
者
と
み
る
よ
り
説
話
の
収
集
・

編
集
者
と
み
な
す
べ
き
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
［
ヴ
ィ
ン
テ
ル

ニ
ッ
ツ1966 (a)

：148

］。
こ
の
物
語
の
二
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に

つ
い
て
パ
ー
リ
語
テ
ク
ス
ト
（
お
よ
び
英
訳
）
を
見
開
き
頁
の
左
と
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右
に
配
し
比
較
が
容
易
な
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
ハ
ー
デ
ィ
は
、
そ

れ
ぞ
れ
数
本
の
写
本
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
前
者
『
マ
ノ
ー

ラ
タ
プ
ー
ラ
ニ
ー
』
の
写
本
は
シ
ン
ハ
ラ
文
字
に
よ
る
も
の
が
主
で
、

後
者
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
注
』
に
つ
い
て
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
字
で
記
さ
れ

た
も
の
三
本
も
用
い
て
い
る
と
い
う［H

ardy : 743

］。そ
れ
に
よ
れ
ば
、

後
者
所
収
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
多
少
な
が
め
だ
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
内

容
で
、
し
か
も
、
先
の
「
童
子
の
本
生
」
に
非
常
に
近
い
。
相
違
点

の
み
挙
げ
て
お
く
。

・
神
の
子
ゴ
ー
サ
カ
が
、
人
間
界
の
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
（
ウ
ッ
タ
ル
プ
ラ
デ
ー

シ
ュ
州
ア
ラ
ハ
ー
バ
ー
ド
近
く
の
現
存
の
地
か
？
）
の
地
で
娼
婦
の
男
児

と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
、捨
て
ら
れ
た
。〈
女
児
な
ら
育
て
ら
れ
た
の
に
。〉

・
陶
工
宛
の
死
の
手
紙
を
託
す
ま
え
、
断
崖
に
投
げ
捨
て
る
と
い
う
試
み
も

あ
り
、
こ
の
時
は
崖
の
下
で
た
ま
た
ま
仕
事
を
し
て
い
た
籠
細
工
師
の
積

ん
で
あ
っ
た
葦
の
上
に
落
ち
て
助
か
っ
た
。

　

さ
て
、
以
上
は
仏
教
文
献
に
の
こ
る
説
話
の
例
で
あ
っ
た
が
、
膨

大
な
文
献
を
今
日
ま
で
伝
承
し
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
も
、
説
話
の
集
成

が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
。

○
『
プ
ラ
バ
ン
ダ
・
チ
ン
タ
ー
マ
ニ
（Prabandha-cintām

aṇi

）』
所
収

の
話
（
一
三
〇
六
）

　

メ
ー
ル
ト
ゥ
ン
ガ
（M

erutunga

）
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の

書
に
同
様
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
存
在
す
る
こ
と
は
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ

が
簡
単
な
言
及
だ
け
し
て
お
り
［
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ1966 (b)

：

492

］、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
（M

uni, Jinavijaya ed.1933, Singhi 

Jaina Series

）
に
当
た
っ
て
み
た
が
、
そ
の
箇
所
を
探
し
出
せ
な
い
で

い
る
。

○
『
チ
ャ
ン
パ
カ
商
主
物
語
（C

am
pakaśeṣṭhi-kathānaka

）』（
15
世
紀
）

　
15
世
紀
中
頃
の
ジ
ナ
キ
ー
ル
テ
ィ
（Jinakīrti

）
に
よ
る
こ
の
作
品

は
、
一
連
の
カ
タ
ー
ナ
カ
つ
ま
り
短
編
物
語
の
ひ
と
つ
で
、
も
と
何

か
し
ら
の
注
釈
書
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
が
、
独
立
し
た
作
品
に
仕

立
て
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
［
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ1966 (b)

：

154

］。
ヘ
ル
テ
ル
の
テ
ク
ス
ト
研
究
［H

ertel

］
が
あ
る
が
、
プ
ラ
ー

ク
リ
ッ
ト
（
民
衆
の
日
常
語
に
近
い
言
語
の
総
称
）
の
特
徴
を
も
つ

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
の
聖
典
伝
承
が
プ

ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
に
主
に
依
拠
し
た
こ
と
か
ら
首
肯
で
き
る
現
象
な
の

だ
が
、
甚
だ
読
み
に
く
い
よ
う
だ
。
こ
れ
も
現
段
階
で
は
扱
う
こ
と

が
出
来
ず
に
い
る
。

○
「
ダ
マ
ン
ナ
カ
物
語
」『
カ
タ
ー
・
コ
ー
シ
ャ
（K

athākośa

）（
物
語

の
宝
庫
）』（
年
代
・
編
者
不
明
）

　

こ
れ
も
同
様
に
、
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
の
韻
文
を
ま
じ
え
た
粗
悪
な

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
［
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ

1966 (b)

：160

］
が
、
原
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ
ク
ス
ト
は
写

本
で
の
み
存
在
し
刊
本
は
な
い
。
ト
ー
ニ
ー
に
よ
る
英
訳
［Taw

ney

］

に
よ
っ
て
概
要
を
見
て
み
よ
う
。

　

前
世
、
ス
ナ
ン
ダ
と
い
う
漁
師
だ
っ
た
が
ジ
ャ
イ
ナ
信
者
と
な
っ
て
不

殺
生
の
誓
い
を
た
て
飢
饉
が
お
こ
っ
て
も
魚
を
捕
ら
ず
飢
え
に
耐
え
て
い

た
。
親
戚
に
せ
が
ま
れ
て
三
回
漁
に
で
る
が
何
れ
も
採
っ
た
魚
を
放
し
て
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し ま う 。  だ が 魚 同 士 が ぶ つ か っ て ヒ レ を 傷 つ け た こ と に 後 悔 し 、断 食 の 末 自 ら 命 果 て た 。 次 の 世 、 裕 福 な 商 人 の 息 子 と し て 生 まれ ダ マ ン ナ カ と 名 付 け ら れ た 。 八 才 の と き 、 疫 病 に よ っ て 家 族が み な 亡 く な り 、 孤 児 に な っ て し ま う 。 サ ガ ラ ポ ー タ と い う 名の 商 人 の 家 に 乞 食 に 寄 っ た お り 、 た ま た ま 居 合 わ せ た 修 行 者が 「 あ の 子 が こ の 商 家 の 主 に な る 」 と 人 相 か ら 予 言 し た 。 そ れを 陰 で 聞 い て い た サ ガ ラ ポ ー タ は チ ャ ン ダ ー ラ （ 賤 民 ） を 雇 いそ の 子 の 殺 害 を 依 頼 す る 。 だ が 、 実 行 で き ず 、 小 指 を 切 り 取 って 証 拠 だ と サ ガ ラ ポ ー タ に 見 せ た 。 森 を さ ま よ う ダ マ ン ナ カ をサ ガ ラ ポ ー タ 配 下 の 牛 飼 い が 見 つ け 養 子 に し た 。 ダ マ ン ナ カ が青 年 に 達 し た あ る 日 、 牧 場 視 察 に 来 た サ ガ ラ ポ ー タ に 彼 の 存 在が 発 覚 す る 。 急 ぎ 引 き 返 そ う と し た と き 、 牛 飼 い が 急 ぎ の 用 事な ら 手 紙 を 書 い て ダ マ ン ナ カ に 使 い 走 り さ せ れ ば 良 い と 提 案 する 。 そ う し て し た た め ら れ た 手 紙 を も っ て ダ マ ン ナ カ が 商 家 に向 か う 途 中 、 疲 れ か ら 愛 神 の お 堂 で 眠 っ て し ま う 。 そ こ に 商 人の 娘 ヴ ィ シ ャ ー が 現 れ 、 父 か ら 兄 サ ム ド ラ ダ ッ タ 宛 て の 手 紙 をみ つ け 読 む と 、  「 こ い つ に 毒 （ ヴ ィ シ ャ ） を も れ 」 と 書 い て あ る 。娘 は 、 父 の 書 き 損 じ に 違 い な い と 「 ヴ ィ シ ャ ー を … 」 と 書 き 換え た 。 は た し て そ の 通 り 、 二 人 は 結 婚 す る 。 街 に 戻 っ た サ ガ ラポ ー タ 、 二 人 が 結 婚 し た こ と を 知 り 、 家 の し き た り だ か ら と ダマ ン ナ カ に 女 神 の 祠 堂 に 詣 で る よ う 仕 向 け 、 ま た あ の 時 の チ ャン ダ ー ラ に 殺 害 を 依 頼 す る 。 新 婚 夫 婦 が 参 詣 に 向 か う 途 中 、 兄の サ ム ド ラ ダ ッ タ が 、 も う 日 が 暮 れ た か ら と 、 代 わ り に 祠 に むか い 殺 さ れ て し ま う 。 そ れ を 聞 い た サ ガ ラ ポ ー タ も 落 胆 の あ まり 死 ん で し ま い 、 予 言 通 り ダ マ ン ナ カ が 商 家 の 主 と な っ た 。 ある 尊 師 に 前 世 を 訊 ね る と 「 前 世 で 三 回 魚 を 苦 し め た か ら 三 回 災

難 に 遭 い 、 ヒ レ を 傷 つ け た か ら 小 指 を 切 ら れ た 。 だ が 慈 悲 心 ゆえ に こ う し て 今 繁 栄 し て い る 」 と 答 え を え た 。

　
こ れ は 、 前 世 の 話 が 付 加 さ れ て い る こ と 、 王 で は な く 商 人 と

い う 設 定 で あ る こ と を 除 き 、 ほ と ん ど 「 チ ャ ン ド ラ ハ ー サ 」 に近 く 、 プ ロ ッ ト

A-

B-

C-

D-

Eを き れ い に 備 え て い る 。 だ

が プ ロ ッ ト

Fは な い 。

　
先 ほ ど 「 ゴ ー サ カ 」 の 研 究 者 と し て 紹 介 し た ハ ー デ ィ は 、

「 ゴ ー サ カ 」 の 二 つ の 仏 教 系 ヴ ァ ー ジ ョ ン に 加 え 、  『 チ ャ ン パカ 』 と 「 ダ マ ン ナ カ 」 の 二 つ の ジ ャ イ ナ 系 ヴ ァ ー ジ ョ ン 、 そ して 『 ジ ャ イ ミ ニ ・ バ ー ラ タ 』  （ ＝ 「 チ ャ ン ド ラ ハ ー サ 」  ） の 計 五本 を 比 較 検 討 し 、 仏 教 系 の 二 本 が よ り 古 い が 、 い ず れ も オ リ ジナ ル と 言 え る も の で は な く 、 さ ら に そ れ ら よ り 以 前 に 原 初 的 な作 品 が あ っ た は ず 、  と 結 論 づ け て い る  ［

Hardy : 787-794

］  。  「 童 子 」

が そ れ に 相 当 す る の で あ ろ う が 、 オ リ ジ ナ ル ・ テ ク ス ト が 散 逸し 漢 訳 だ け で 保 存 さ れ た か ら 、 ハ ー デ ィ は 見 落 と し た も の と 思わ れ る 。　
さ て 、 今 確 認 し た と こ ろ に よ れ ば 、 扱 え な か っ た 「 チ ャ ン パ

カ 」  等 の ジ ャ イ ナ 系 二 本 を 除 い て 、  仏 教 系 の  「 童 子 」  お よ び  「 ゴ ーサ カ 」  と ジ ャ イ ナ の  「 ダ マ ン ナ カ 」  お よ び  「 チ ャ ン ド ラ ハ ー サ 」に は 一 線 を 画 せ る ほ ど 、 プ ロ ッ ト 構 成 上 に 違 い が あ っ た 。 つ まり こ う だ 。
・ 仏 教 系 説 話 の プ ロ ッ ト 順 ：

A-

F（

E）

-

Ｃ

-

D

・ ジ ャ イ ナ 系 お よ び 「 チ ャ ン ド ラ ハ ー サ 」 の プ ロ ッ ト 順 ：
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A-

B-

C-

D-

E

　

ハ
ー
デ
ィ
は
意
識
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
構
成
の
違

い
は
重
大
だ
と
思
わ
れ
る
。
時
代
的
に
も
両
者
の
あ
い
だ
に
は
隔
た
り

が
あ
り
、
仏
教
系
説
話
が
２
世
紀
か
ら
５
世
紀
な
の
に
対
し
、
ジ
ャ
イ
ナ

系
お
よ
び
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
の
各
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
11
世
紀
か
ら
17
世

紀
、
さ
ら
に
は
現
代
に
ま
で
及
ぶ
も
の
も
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き

た
い

12
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
る
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
諸
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
古
典
を
中
心
に

　
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
が
イ
ン
ド
か
ら
西
洋
に
伝
播
し
た
と
い

う
見
解
を
も
つ
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
の
紹
介
［
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ

1965

：455

］
に
よ
る
と
、
一
八
六
九
年
発
表
の
論
文
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が

初
め
て
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
巡
っ
て
イ
ン
ド
と
西
洋
の
諸
作
品
の
関
係

を
指
摘
し
た
［W

eber

］
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
は
、
上
述
の
「
ゴ
ー

サ
カ
」
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ウ
リ
ヤ
、
ベ
レ
ロ
ポ
ン
か
ら
『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ

ノ
ー
ル
ム
（G

esta Rom
anorum

）』、
グ
リ
ム
、
シ
ラ
ー
の
詩
ま
で
扱
わ

れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
は
さ
ら
に
シ
ッ
ク
の
、
我
々
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
たJ. Schick, 1922, C

orpus H
am

leticum
 I, 1, D

as 
G

lückskind m
it dem

 Todesbrief, O
rientalische Fassungen, B

erlin.

で

も
、
す
で
に
見
た
仏
教
系
、
ジ
ャ
イ
ナ
系
の
説
話
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
伝

播
と
い
う
立
場
か
ら
諸
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
と
い
い
、
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
諸
情
報
を
も
と
に
、
時
代
順
に
整
理
し
て
類
話
の
内
容
を
確

認
し
て
い
こ
う
。

○
「
ベ
レ
ロ
ポ
ン
の
書
状
」『
イ
リ
ア
ス
』（
ホ
メ
ロ
ス
、
紀
元
前
８
世
紀

頃
（
筆
写
は
前
６
世
紀
［
松
平
：436-442

］）、
ギ
リ
シ
ャ
語
）

　

ベ
レ
ロ
ポ
ン
（
ま
た
は
ベ
レ
ロ
ポ
ン
テ
ス
）
は
、
身
を
寄
せ
て
い
た
プ

ロ
イ
ト
ス
王
の
妃
ア
ン
テ
ィ
ア
に
言
い
寄
ら
れ
た
が
受
け
入
れ
な
い
で
い

る
と
、
逆
恨
み
さ
れ
、
妃
は
王
に
ベ
レ
ロ
ポ
ン
に
よ
る
強
姦
未
遂
と
い
う

偽
り
を
訴
え
出
た
。
真
に
受
け
た
王
は
、
義
父
宛
の
書
板
（
手
紙
）
に
命

を
奪
う
手
だ
て
の
委
細
を
書
い
て
、
ベ
レ
ロ
ポ
ン
に
持
参
さ
せ
る
。
怪
物

退
治
、
ア
マ
ゾ
ネ
ス
族
の
殲
滅
な
ど
三
つ
の
難
題
が
課
せ
ら
れ
た
が
、
何

れ
も
命
落
と
す
こ
と
な
く
成
し
遂
げ
、
神
の
血
を
受
け
た
英
雄
と
見
な
さ

れ
、
娘
と
全
権
が
与
え
ら
れ
た
。［
松
平
：
上190-192

］［
中
村
・
中
務
：

76-79

］

　

こ
れ
は
プ
ロ
ッ
ト
Ｃ
の
み
が
当
て
は
ま
る
が
、
神
の
ご
加
護
の
も

と
結
婚
と
権
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
「
チ
ャ
ン

ド
ラ
ハ
ー
サ
」
と
共
通
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
人
妻
が
若
者
に
恋
し
、

言
い
寄
る
も
断
ら
れ
逆
恨
み
す
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
既
述
の

「
ク
ナ
ー
ラ
王
子
」
の
と
こ
ろ
で
古
い
西
洋
的
要
素
と
し
て
見
た
が
、

も
っ
と
古
く
は
紀
元
前
13
世
紀
頃
の
エ
ジ
プ
ト
『
二
人
兄
弟
の
物
語
』

に
あ
る
と
い
う
［
中
村
・
中
務
：79

］。

○
「
ウ
リ
ヤ
の
手
紙
」『
旧
約
聖
書
』
サ
ム
エ
ル
記
下
（
１
世
紀
頃
、（
ヘ

ブ
ラ
イ
語
→
）
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
）
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———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

　

ダ
ビ
デ
王
が
出
征
中
の
忠
臣
ウ
リ
ア
の
妻
バ
テ
シ
バ
と
懇
ろ
と
な
り
、

彼
女
が
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た
の
で
ウ
リ
ア
を
呼
び
出
し
、「
死
の
手
紙
」

を
持
た
せ
て
戦
場
に
返
し
た
。
激
戦
区
に
送
ら
れ
戦
死
す
る
。［
松
原
：

239-242
］

　

こ
れ
も
プ
ロ
ッ
ト
Ｃ
の
み
が
当
て
は
ま
る
。

○
「
教
皇
聖
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
」『
黄
金
伝
説
』（
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ

ネ
（
一
二
三
〇
？
─
九
八
）
ラ
テ
ン
語
）

　

神
話
文
学
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
伝
説
は
、

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
異
教
伝
承
や
土
俗
信
仰
を
摂

取
し
な
が
ら
、
多
く
の
作
者
の
手
で
形
成
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
中

世
の
黄
金
期
に
結
実
し
た
の
が
、
こ
の
『
黄
金
伝
説
』
だ
と
い
う
［
前

田
：I, 578

］。
こ
の
中
の
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
中
に
、

求
め
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
現
れ
る
［
前
田
：IV, 456-458
］
が
、
次
項

で
扱
う
同
様
の
作
品
『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
の
逸
話
と
ほ
ぼ

同
内
容
な
の
で
（『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
が
『
黄
金
伝
説
』
の

逸
話
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
［
伊
藤
：101

］）、
詳
細
は
そ
ち
ら
に

譲
る
。

○
「
受
け
取
れ
、
返
せ
、
逃
げ
よ
」『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
第
20

話
（
13
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
も
し
く
は
ド
イ
ツ
、
ラ
テ
ン
語
）

　

編
者
未
詳
の
こ
の
書
は
、
こ
れ
自
体
先
行
し
た
多
く
の
ギ
リ
シ
ャ
・

ロ
ー
マ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
物
語
、
の
み
な
ら
ず
イ
ン
ド
の
仏
典
、

叙
事
詩
、
説
話
、
ペ
ル
シ
ア
・
ア
ラ
ビ
ア
の
説
話
に
取
材
し
つ
つ
、

後
世
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
が
［
伊
藤
：857-869

］、

手
紙
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
二
つ
の
話
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
受

け
取
れ
、
返
せ
、
逃
げ
よ
」
で
あ
る
。

　

狩
猟
途
中
で
日
没
と
な
り
森
の
小
屋
に
一
泊
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
皇
帝
は
、
そ
こ
で
姿
な
き
予
言
を
聞
く
。
そ
の
小
屋
の
女
主
人
が
ま

さ
に
そ
の
日
産
み
落
と
し
た
男
子
が
皇
帝
の
婿
に
な
る
と
い
う
の
だ
。
皇

帝
は
側
近
に
殺
害
を
命
じ
る
が
、
側
近
は
上
品
な
顔
立
ち
に
憐
れ
み
、
代

わ
り
に
野
兎
の
心
臓
を
皇
帝
に
差
し
出
し
、
赤
子
は
森
に
残
し
た
。
あ
る

公
爵
が
そ
の
子
を
拾
い
、
養
子
と
し
て
ヘ
ン
リ
ク
ス
と
名
付
け
育
て
た
。

優
秀
な
青
年
に
育
つ
と
王
宮
に
取
り
立
て
ら
れ
る
。
あ
ま
り
の
有
能
ぶ
り

と
例
の
子
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
か
ら
皇
帝
は
妃
あ
て
に
そ
の
青
年
の
殺

害
命
令
書
（
死
の
手
紙
）
を
書
く
が
、
そ
れ
を
持
っ
た
ま
ま
訪
れ
た
教
会

で
う
た
た
寝
し
て
い
る
間
に
、
司
祭
が
気
づ
き
、
姫
と
結
婚
さ
せ
よ
と
い

う
内
容
に
書
き
換
え
た
。
は
た
し
て
、
そ
の
通
り
結
婚
式
が
挙
行
さ
れ
る

が
、
皇
帝
は
神
の
摂
理
と
悟
り
受
け
入
れ
た
。［
伊
藤
：96-104

］

　

届
け
る
役
の
本
人
に
手
渡
す
以
前
の
段
階
で
す
で
に
「
死
の
手
紙
」

が
、
第
三
者
で
あ
る
司
祭
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
点
で

相
違
が
あ
る
が
、
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
、
A-

B-

C-

D
が
揃
っ
て

い
る
。

○
「
臭
い
息
」『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
第
283
話
（
同
上
）

　

ロ
ー
マ
皇
帝
が
寵
愛
す
る
甥
の
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
嫉
妬
し
た
執
事

が
、
病
で
息
が
臭
い
と
い
う
口
実
を
巧
み
に
使
っ
て
二
人
の
関
係
悪
化
の
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奸
計
を
謀
っ
た
。
皇
帝
は
執
事
の
指
図
の
ま
ま
、
石
灰
を
製
造
す
る
石
焼

き
場
の
職
人
に
「
陛
下
の
命
令
通
り
な
し
た
か
？
」
と
訊
ね
る
者
が
来
た

ら
即
刻
火
中
に
投
じ
て
焼
き
殺
せ
と
命
じ
た
。
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
呼

び
出
し
石
焼
き
場
へ
出
向
い
て
件
の
問
い
を
発
す
る
よ
う
仕
向
け
る
が
、

フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
途
中
ミ
サ
の
鐘
に
教
会
へ
立
ち
寄
り
、
ミ
サ
の
あ

と
か
な
り
長
時
間
う
た
た
寝
を
し
て
し
ま
う
。
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
い

た
執
事
が
、
も
う
事
成
っ
た
だ
ろ
う
と
石
焼
き
場
へ
出
掛
け
「
陛
下
の
命

令
通
り
な
し
た
か
？
」
と
訊
ね
る
と
、「
ま
だ
だ
！
」
と
捕
ま
え
ら
れ
火

に
く
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
か
ら
到
着
し
た
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は

事
情
を
聞
き
、
神
に
感
謝
す
る
。
全
て
の
事
情
を
理
解
し
あ
っ
て
皇
帝
と

も
和
解
す
る
。［
伊
藤
：846-853
］

　
手
紙
で
は
な
く
伝
言
に
よ
っ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
プ
ロ
ッ
ト
F

に
相
当
す
る
展
開
が
見
ら
れ
た
。
伊
藤
に
よ
れ
ば
、
こ
の
話
は
ゴ
ー

テ
ィ
エ
・
ド
・
コ
ワ
ン
シ
（
一
一
七
七
／
八
─
一
二
三
六
）
に
よ
る

『
聖
話
集
（C

ontes dévots

）』
の
な
か
の
一
話
「
執
事
の
息
子
を
焼
き

殺
そ
う
と
し
た
王
の
話
」
に
依
拠
し
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ッ
プ
『
廷

臣
閑
話
』、
ブ
ロ
ム
ヤ
ー
ド
『
説
教
大
全
』、
ノ
ヴ
ェ
ラ
『
古
譚
百
種
』、

『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
に
も
類
話
が
あ
る
と
い
う
［
伊
藤
：852
］。
こ
の
う

ち
確
認
で
き
た
ボ
ッ
カ
チ
オ
（
一
三
一
三
─
一
三
七
五
）『
デ
カ
メ
ロ

ン
』
第
７
日
第
９
話
［
柏
熊
：107-127

］
は
、
年
老
い
た
貴
族
の
若

き
夫
人
が
下
男
と
不
倫
を
は
た
ら
こ
う
と
す
る
話
で
、
口
臭
は
話
題

に
な
る
が
、我
々
の
求
め
る
プ
ロ
ッ
ト
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、

伊
藤
も
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
あ
と
で
見
る

シ
ラ
ー
の
詩
と
は
状
況
設
定
が
よ
く
似
て
い
る
。

○
『
ク
ー
ス
タ
ン
帝
王
の
話
』（
13
世
紀
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
）

　

ロ
ー
マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
（
大
帝
）
に
準
え
た
話

が
中
世
フ
ラ
ン
ス
語
で
散
文
と
韻
文
の
形
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

松
原
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
［
松
原
：222-232

］
に
従
っ
て
、
要
点
を

箇
条
書
き
す
る
。

・
占
星
術
を
心
得
た
男
の
も
と
に
子
が
産
ま
れ
、
こ
の
子
は
将
来
ロ
ー
マ
皇

帝
に
な
る
と
予
言
す
る
。〈
プ
ロ
ッ
ト
A
〉

・
皇
帝
は
赤
子
の
腹
を
切
り
裂
い
て
、
海
に
捨
て
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
侍

従
は
僧
院
の
門
前
に
捨
て
る
。〈
プ
ロ
ッ
ト
B
に
類
似
〉

・
僧
院
長
が
拾
っ
て
、
ク
ー
ス
タ
ン
と
名
付
け
育
て
る
。
成
長
し
た
ク
ー
ス

タ
ン
の
存
在
が
皇
帝
に
発
覚
す
る
と
、
皇
帝
は
ク
ー
ス
タ
ン
の
殺
害
を
は

か
り
、
死
の
手
紙
を
代
官
に
届
け
る
よ
う
仕
向
け
る
。〈
プ
ロ
ッ
ト
C
〉

・
城
の
果
樹
園
で
時
間
待
ち
し
て
い
て
寝
て
し
ま
っ
た
ク
ー
ス
タ
ン
を
王
女

サ
ベ
リ
ナ
が
み
つ
け
一
目
惚
れ
、
父
が
書
い
た
手
紙
を
見
つ
け
、
自
分
と

結
婚
さ
せ
る
よ
う
に
と
書
き
換
え
、
結
婚
式
を
あ
げ
る
。〈
プ
ロ
ッ
ト
D
〉

・
皇
帝
は
神
の
意
志
な
ら
仕
方
な
い
と
諦
め
、
ク
ー
ス
タ
ン
を
後
継
者
に
し
、

二
年
後
崩
御
す
る
。

　

こ
れ
は
プ
ロ
ッ
ト
B
の
、
殺
害
の
証
拠
と
し
て
の
身
体
の
一
部
の

切
断
と
い
う
要
素
と
E
を
欠
く
ほ
か
は
、「
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
」
と

非
常
に
近
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
A-

B’-

C-

D
と
い
う
構
成

だ
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
韻
文
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
一
八
七
七
年
の
『
ロ
マ

ニ
ア
』
第
６
巻
に
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
王
立
図
書
館
の
写
本
を
も
と
に

校
訂
刊
行
し
た
ひ
と
り
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ウ
ェ
ソ
ロ
フ
ス
キ
ー
な
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る
説
話
学
者
が
テ
ク
ス
ト
の
あ
と
に
類
話
も
収
集
紹
介
し
て
い
る
と

い
う
［
松
原
：233-239

］。
松
原
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ソ
ロ
フ
ス
キ
ー

は
こ
の
説
話
の
起
源
を
イ
ン
ド
と
し
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
（
ビ
ザ
ン
テ
ィ

ン
）
を
経
由
し
て
西
欧
に
伝
播
し
た
と
考
え
た
そ
う
だ
。
さ
ら
に
松

原
は
彼
の
収
集
し
た
類
話
の
一
部
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
か

ら
プ
ロ
ッ
ト
A
（
予
言
）-

C
（
死
の
手
紙
）-

D
（
手
紙
の
す
り
替

え
）
と
い
う
構
成
を
持
つ
も
の
だ
け
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
、『
フ
ロ

リ
ン
ド
と
キ
ャ
ラ
ス
テ
ル
ラ
』（
一
五
五
五
、
イ
タ
リ
ア
）、
グ
リ
ム

（
後
述
す
る
）
の
ほ
か
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
民
話
、
デ
ン
マ
ー
ク
民
話
２
種
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
民
話
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
話
、
チ
ェ
コ
民
話
、
セ
ル
ビ
ア
・

ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
民
話
、
ア
ル
バ
ニ
ア
民
話
が
あ
る
と
い
う
。
民
話
に

つ
い
て
は
後
で
見
る
。

○『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
）（
一
五
九
九
─
一
六
〇
一
、英
語
）

　

第
四
幕
第
三
場
の
デ
ン
マ
ー
ク
王
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
独
白
、
お

よ
び
第
五
幕
第
二
場
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
ホ
レ
イ
シ
ョ
ー
へ
の
告
白
か

ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
自
分
の
殺
害
命
令
を
記
し
た

イ
ギ
リ
ス
王
宛
て
の
親
書
を
持
た
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
身
を
船
上
に

て
知
り
「
親
書
持
参
の
者
二
名
即
刻
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
し
」
と
書

き
換
え
た
［
野
島
：222, 291-294

］。「
死
の
手
紙
」
の
死
の
対
象

を
す
り
替
え
た
わ
け
だ
が
、
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
C
と
D
（
の
変
形
）

が
当
て
は
ま
る
。

　

シ
ュ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
に
は
、こ
の
例
の
ほ
か
に
も
「
人
肉
裁
判
」

（
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
）
な
ど
、数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど
民
間
説
話
の
モ
テ
ィ
ー

フ
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
［
三
宅
：92

］、
松
原
も

言
及
す
る
［
松
原
：245

］
南
方
熊
楠
の
論
文
に
は
、
こ
の
モ
テ
ィ
ー

フ
の
原
話
と
し
て
13
世
紀
初
め
サ
キ
ソ
・
グ
ラ
マ
チ
ク
ス
が
書
い
た

『
丁
抹
（
デ
ン
マ
ー
ク
）
史
（
デ
ー
ン
人
の
歴
史
）』
に
で
る
ア
ム
レ

ツ
の
話
を
挙
げ
、
ア
ム
レ
ツ
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
纂
位
者
フ
エ
ン
か
ら

英
国
に
派
遣
さ
れ
た
船
中
で
自
分
の
殺
害
を
命
じ
た
書
を
見
つ
け
、

娘
を
自
分
に
嫁
が
せ
る
旨
英
王
に
命
じ
る
文
に
書
き
換
え
た
［
南
方
：

259

］［
伊
藤
：103

］
と
の
こ
と
だ
。
そ
の
原
テ
ク
ス
ト
を
確
認
で
き

な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
プ
ロ
ッ
ト
C
と
D
に
当
て
は
ま
り
、
と
り
わ

け
D
は
、
結
婚
へ
と
導
く
書
き
換
え
の
点
で
、
女
性
側
で
は
な
く
殺

害
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
男
性
側
の
手
に
よ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、

一
致
し
て
い
る
。

○
「
手
な
し
娘
」『
ペ
ン
タ
メ
ロ
ー
ネ
』（
ジ
ャ
ン
バ
テ
ィ
ス
タ
・
バ
ジ
ー

レ
（
一
五
七
三
？
─
一
六
三
二
））（
17
世
紀
、
イ
タ
リ
ア
語
）

　

ペ
ン
タ
は
兄
で
あ
る
王
か
ら
求
愛
さ
れ
、
兄
の
お
気
に
入
り
の
自
分
の

両
手
を
切
り
取
っ
て
兄
に
贈
る
と
、
兄
は
逆
上
し
ペ
ン
タ
を
箱
に
入
れ
て

海
に
な
が
す
。
初
め
拾
わ
れ
た
の
は
船
乗
り
に
よ
っ
て
だ
っ
た
が
、
そ
の

妻
が
嫉
妬
深
く
意
地
悪
で
ペ
ン
タ
を
ま
た
海
に
捨
て
る
。
次
に
拾
っ
た
王

が
ペ
ン
タ
を
死
に
別
れ
し
た
王
妃
の
後
妻
と
し
て
迎
え
る
。
王
が
他
国
に

出
張
中
、
ペ
ン
タ
が
男
児
の
出
産
報
告
な
ど
を
記
し
た
手
紙
を
船
長
に
託

す
が
、
途
中
嵐
に
遭
い
寄
せ
て
も
ら
っ
た
例
の
船
乗
り
の
家
で
妻
が
そ
の

手
紙
を
盗
み
よ
み
し
、
嫉
妬
の
あ
ま
り
産
ま
れ
た
子
は
化
け
物
の
犬
だ
っ

た
と
書
き
換
え
る
。
慰
め
る
王
の
返
書
も
、
立
ち
寄
っ
た
船
長
の
す
き
を

み
て
、
母
子
と
も
に
火
刑
に
処
す
よ
う
と
書
き
換
え
る
。
議
会
の
機
転
で

ペ
ン
タ
は
助
か
り
、
船
乗
り
の
妻
が
処
刑
さ
れ
る
。［
杉
山
・
三
宅
：
上

340-355
］
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こ
こ
で
は
、「
死
の
手
紙
」
が
書
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、「
死

の
手
紙
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
今
ま
で
見
て
き
た
も
の

と
は
大
き
く
異
な
る
。
プ
ロ
ッ
ト
D
の
み
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
身
体
の
一
部
の
切
除
は
B
の
要
素
の
変
形
と
言
え
よ
う
か
。

○
『
坩
堝
へ
の
道
（D

er G
ang nach dem

 Eisenham
m

er

）』（
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー
（
一
七
五
九
─
一
八
〇
五
）
一
七
九
七
年
作
、

ド
イ
ツ
語
）

　

侯
爵
夫
人
に
気
に
入
ら
れ
て
い
た
下
僕
フ
リ
ー
ド
リ
ン
を
嫉
妬
し
た
腹

黒
い
猟
師
ロ
ベ
ル
ト
が
侯
爵
に
、
フ
リ
ー
ド
リ
ン
が
夫
人
に
言
い
寄
っ
た

と
偽
り
を
告
げ
た
。
怒
っ
た
侯
爵
は
森
の
鍛
冶
屋
に
出
向
き
、「
わ
し
が

最
初
に
寄
こ
す
男
が『
ご
主
人
様
の
言
い
つ
け
通
り
こ
と
を
な
し
た
か
？
』

と
訊
い
た
ら
、そ
い
つ
を
こ
の
坩
堝（
溶
鉱
炉
）に
投
げ
入
れ
て
焼
き
殺
せ
」

と
命
じ
、
ロ
ベ
ル
ト
を
介
し
て
、
フ
リ
ー
ド
リ
ン
に
鍛
冶
屋
へ
行
っ
て
訊

ね
て
く
る
よ
う
仕
向
け
る
。
何
も
知
ら
な
い
フ
リ
ー
ド
リ
ン
。
素
直
に
出

掛
け
る
も
、
途
中
で
夫
人
が
鍛
冶
屋
の
方
向
に
何
か
用
で
も
あ
り
は
し
な

い
か
と
訊
ね
に
寄
る
と
、
子
供
が
病
で
ミ
サ
に
行
け
な
い
か
ら
、
代
わ
り

に
ミ
サ
に
行
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
ま
れ
る
。
言
い
つ
け
通
り
教
会
に
出
向

く
と
、
農
繁
期
ゆ
え
参
列
者
な
く
、
ミ
サ
の
準
備
か
ら
後
片
付
け
ま
で
祭

司
を
手
伝
っ
た
ば
か
り
か
、
祈
り
も
怠
ら
ず
祝
福
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
鍛

冶
屋
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
例
の
如
く
訊
ね
る
と
、「
す
で
に
ち
ゃ
ん
と

面
倒
見
た
わ
い
」
と
の
返
事
。
こ
の
返
事
を
も
っ
て
侯
爵
の
と
こ
ろ
へ
も

ど
る
と
侯
爵
は
吃
驚
す
る
も
、
教
会
で
侯
爵
夫
妻
の
幸
を
お
祈
り
し
て
い

た
と
い
う
事
情
を
告
げ
る
。
侯
爵
は
ロ
ベ
ル
ト
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た

こ
と
を
天
に
ま
し
ま
す
神
の
お
裁
き
と
察
し
、
夫
人
に
神
の
ご
加
護
の
フ

リ
ー
ド
リ
ン
を
愛
お
し
む
よ
う
勧
め
た
。［
大
野
・
石
中
：
上254-270

］

　

こ
こ
に
は
手
紙
は
出
て
こ
な
い
が
、『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
と

同
様
に
プ
ロ
ッ
ト
F
に
相
当
す
る
展
開
が
見
ら
れ
た
。
参
照
し
た
和
訳
本

の
注
釈
に
は
、こ
の
詩
は
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
レ
テ
ィ
ー
フ
の
「
物
語
集
」

か
ら
取
材
し
て
い
る
と
い
う
が
［
大
野
・
石
中
：
上348

］、
年
代
か
ら

見
て
レ
チ
フ
・
ド
・
ラ
・
ブ
ル
ト
ン
ヌ
（
一
七
三
四
─
一
八
〇
六
）
に
は

違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
遡
及
調
査
で
き
な
か
っ
た
。

○
「
金
の
髪
の
毛
が
三
本
あ
る
鬼
」『
グ
リ
ム
童
話
』（
一
八
一
九
年
採
録

ド
イ
ツ
語
）

　

貧
し
い
女
に
男
子
が
産
ま
れ
、
14
才
で
王
女
を
嫁
に
す
る
と
い
う
予
言

を
す
る
も
の
が
い
た
。
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
王
は
、
そ
の
子
を
こ
と
ば
巧

み
に
引
き
取
り
、
川
に
流
し
た
。
水
車
小
屋
の
夫
婦
が
拾
っ
て
育
て
14
才

に
な
っ
た
。
嵐
に
遭
っ
た
王
が
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た
水
車
小
屋
で
そ
こ

に
い
た
青
年
が
あ
の
子
だ
と
気
づ
き
、
国
元
の
妃
へ
宛
て
、
青
年
に
死
の

手
紙
を
届
け
さ
せ
る
。
途
中
道
に
迷
っ
た
青
年
が
身
を
寄
せ
た
泥
棒
屋
敷

で
寝
て
い
る
間
に
、
泥
棒
が
そ
の
手
紙
を
み
て
、
王
女
と
結
婚
さ
せ
る
よ

う
命
じ
る
手
紙
に
書
き
換
え
る
。
王
女
と
結
婚
し
た
そ
の
子
に
王
は
、
地

獄
の
鬼
の
首
か
ら
三
本
の
黄
金
の
髪
の
毛
を
採
っ
て
く
る
よ
う
難
題
を
言

い
つ
け
る
。
…
…
〈
続
く
〉［
関
・
川
端
：226-235

］

　

こ
の
あ
と
結
局
、
悪
巧
み
を
し
た
王
が
、
欲
の
あ
ま
り
、
一
生
船

頭
を
し
な
け
れ
な
ら
な
い
境
遇
に
陥
る
。
こ
の
後
半
部
分
は
別
の
モ
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テ
ィ
ー
フ
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
、「
死
の
手
紙
」
関
連
だ
け

プ
ロ
ッ
ト
を
整
理
す
れ
ば
、
A-

C-

D
と
な
る
。

イ
ン
ド
の
説
話
文
学
と
ペ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア

　

前
節
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
的
古
い
文
献
に
現
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ

例
を
拾
い
だ
し
て
み
た
が
、
地
理
的
に
イ
ン
ド
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
間
に
位

置
す
る
ペ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
の
資
料
も
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
動
物
寓
話
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
（Pancatantra

）』
の
現

存
テ
ク
ス
ト
に
先
行
し
た
原
本
か
ら
、
他
の
説
話
共
々
、
６
世
紀
に
中
世

ペ
ル
シ
ャ
語
（
パ
フ
ラ
ヴ
ィ
ー
）
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
（
こ
の
訳
本
も
散

逸
）
に
端
を
発
し
て
、
古
代
シ
リ
ア
語
（
五
七
〇
年
頃
）、
ア
ラ
ビ
ア
語

（
七
五
〇
年
こ
ろ
『
カ
リ
ー
ラ
と
デ
ィ
ム
ナ
』）
に
訳
さ
れ
、
後
者
か
ら
ヘ

ブ
ラ
イ
語
（
12
世
紀
）、
ラ
テ
ン
語
（
13
世
紀
）
へ
、
そ
れ
か
ら
更
に
ス

ペ
イ
ン
語
（
15
世
紀
）、
ド
イ
ツ
語
（
15
世
紀
）、
イ
タ
リ
ア
語
（
16
世
紀
）

英
語
（
16
世
紀
）
と
翻
訳
伝
承
さ
れ
た
こ
と
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
、
そ

う
し
た
寓
話
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
イ
ー
ソ
ッ
プ
寓
話
と
議
論
が
争
わ
れ

て
も
き
た
［
辻
：165-166

］。
一
部
の
挿
話
は
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の

寓
話
（
17
世
紀
）
や
グ
リ
ム
童
話
（
19
世
紀
）
に
再
収
録
さ
れ
た

13
。

　

ま
た
岩
本
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
聖
者
伝
『
バ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
ア
ー
サ

フ
』（
こ
の
中
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
や
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』

に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
す
る
）
は
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
を
介
し
て
、
ラ
テ

ン
語
の
『
七
賢
人
物
語
』
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
を

介
し
て
、
何
れ
も
イ
ン
ド
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
［
岩
本1944

：

118-119

な
ど
］

14
。

　

先
に
紹
介
し
た
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
を
含
む
イ
ン
ド
古
典
は
い

ず
れ
も
、『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
を
初
め
と
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

学
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
、
い
わ
ゆ
る
カ
タ
ー
（kathā

）
と
呼
ば
れ
る

説
話
文
学
に
属
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を

代
表
す
る
『
カ
タ
ー
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ
ラ
（K

athā-sarit-sāgara

）』

(

11
世
紀
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル)

（
ペ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
に
移
植
さ
れ
た
こ
と

が
確
か
な
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
を
う
ち
に
含
む
）
を
確
認
す
る
と
、

三
カ
所
に
類
似
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
っ
た
。

○
「
パ
ラ
ブ
ー
テ
ィ
物
語
」
で
は
、
魔
女
の
呪
文
に
よ
っ
て
人
肉
を

食
ら
お
う
と
す
る
王
と
王
妃
が
料
理
長
と
謀
っ
て
バ
ラ
モ
ン
の
パ

ラ
ブ
ー
テ
ィ
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
、
決
め
て
お
い
た
伝
言
を
伝
え

に
仕
向
け
る
が
、
途
中
で
王
子
に
代
わ
っ
て
し
ま
っ
て
王
子
が
犠

牲
と
な
る
［
岩
本54-

：(1) 178

］［Penzer : II, 113

］。
手
紙
は

用
い
ら
れ
な
い
が
、
ま
さ
し
く
「
坩
堝
へ
の
道
」
の
プ
ロ
ッ
ト
と

同
じ
、
F
の
変
形
が
認
め
ら
れ
る
例
だ
。

○
「
宰
相
シ
ヴ
ァ
・
ヴ
ァ
ル
マ
ン
物
語
」
は
、
妃
の
浮
気
相
手
と
誤

解
さ
れ
た
宰
相
が
、
隣
国
へ
派
遣
さ
れ
た
お
り
、
殺
害
命
令
を
記

し
た
王
の
密
書
を
も
っ
た
使
者
が
そ
の
国
の
王
の
も
と
に
や
っ
て

来
る
が
、機
知
を
働
か
せ
て
助
か
る
と
い
う
話
［Penzer : I, 52

］［
岩

本54-

：(2) 38-40

］
で
、
単
な
る
「
殺
害
命
令
書
」
で
あ
っ
て
自

分
で
運
ぶ
「
死
の
手
紙
」
で
は
な
い
。

○
「
パ
リ
テ
ィ
ヤ
ー
ガ
セ
ー
ナ
王
物
語
」
で
は
、
子
授
か
り
を
祈
願

し
た
果
実
を
二
つ
と
も
第
一
王
妃
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
、
自
分
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は
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
第
二
王
妃
が
怨
み
を

持
ち
続
け
、
成
長
し
た
そ
の
第
一
夫
人
の
産
ん
だ
二
人
の
王
子
を

殺
そ
う
と
、
王
の
命
令
書
を
偽
造
す
る
［Penzer : III, 263-267

］。

我
々
の
求
め
る
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
で
は
な
い
。

　

だ
が
、
ペ
ン
ザ
ー
は
「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
有
益
な
注

釈
を
加
え
て
く
れ
て
い
る
［Penzer : III, 277-280

］。
す
で
に
我
々
が
調

査
し
た
も
の
以
外
に
、
ア
ラ
ブ
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
目
を
惹
い
た
。

「
死
の
手
紙
」
の
こ
と
を
ム
タ
ラ
ム
ミ
ス
の
手
紙
と
言
う
ら
し
い
。

　

詩
人
ム
タ
ラ
ム
ミ
ス
と
そ
の
甥
タ
ラ
フ
ァ
が
王
の
妹
を
侮
辱
す
る
よ
う

な
詩
を
詠
ん
で
い
た
の
を
王
が
聞
き
、
二
人
そ
れ
ぞ
れ
に
、
持
参
者
の
殺

害
を
依
頼
す
る
手
紙
を
厳
封
の
う
え
渡
し
て
地
方
領
主
の
も
と
へ
派
遣
す

る
。
途
中
怪
訝
に
思
っ
た
ム
タ
ラ
ム
ミ
ス
は
手
紙
の
封
を
開
け
る
が
、
二

人
と
も
文
字
が
読
め
な
い
の
で
、
近
く
に
い
た
少
年
に
読
ん
で
も
ら
う
。

ム
タ
ラ
ム
ミ
ス
は
す
ぐ
手
紙
を
川
に
捨
て
、
甥
に
も
そ
う
す
る
よ
う
勧
め

る
が
、
甥
は
少
年
が
読
ん
だ
中
身
を
信
用
せ
ず
、
王
へ
の
忠
誠
を
貫
く
。

結
局
二
人
は
そ
の
場
で
別
れ
、
手
紙
の
伝
達
を
忠
実
に
果
た
し
た
タ
ラ

フ
ァ
が
殺
さ
れ
、
ム
タ
ラ
ム
ミ
ス
は
西
方
に
進
み
シ
リ
ア
へ
逃
れ
た

15
。

　

先
ほ
ど
話
題
に
出
た
『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
に
も
「
死
の
手
紙
」
モ

テ
ィ
ー
フ
が
あ
り
、
さ
ら
に
ア
ル
メ
ニ
ア
寓
話
に
も
あ
る
と
い
う
。

○
「
ア
ハ
メ
ッ
ド
」『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』（
８
─
９
世
紀
）

　

孤
児
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
拾
わ
れ
ス
ル
タ
ー
ン
に
育
て
ら
れ
寵
愛
さ
れ
て

い
た
ア
ハ
メ
ッ
ド
が
愛
妾
の
浮
気
場
面
を
見
て
し
ま
っ
た
。
告
げ
口
を
恐

れ
た
愛
妾
は
ス
ル
タ
ー
ン
に
ア
ハ
メ
ッ
ド
に
乱
暴
さ
れ
た
と
嘘
を
訴
え
出

る
。
怒
っ
た
ス
ル
タ
ー
ン
は
奴
隷
に
、「
ス
ル
タ
ー
ン
の
命
令
を
実
行
せ

よ
」
と
言
う
者
が
き
た
ら
首
を
は
ね
て
次
に
来
る
者
に
渡
せ
、と
命
じ
た
。

そ
の
奴
隷
の
下
に
遣
わ
さ
れ
た
ア
ハ
メ
ッ
ド
は
、
途
中
で
愛
妾
の
浮
気
相

手
と
出
会
い
、
役
割
を
交
替
し
て
も
ら
う
。
そ
の
男
の
首
が
は
ね
ら
れ
、

最
後
に
は
愛
妾
の
浮
気
が
発
覚
し
処
刑
さ
れ
る
。［
ペ
リ
ー
：37-38, 

366-368

（
関
連
文
献
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
）］

　

こ
れ
に
は
手
紙
は
使
用
さ
れ
な
い
が
、「
パ
ラ
ブ
ー
テ
ィ
物
語
」

（『
カ
タ
ー
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ
ラ
』）
と
同
様
に
、
プ
ロ
ッ
ト
F

の
変
形
が
見
ら
れ
る
。

○
「
ヴ
ァ
ル
ダ
ン
119
」「
ヴ
ァ
ル
ダ
ン
120
」『
ヴ
ァ
ル
ダ
ン
寓
話
集
』

（
13
─
14
世
紀
、
ア
ル
メ
ニ
ア
語
）

　
119
話
は
上
の
「
ア
ハ
メ
ッ
ド
」
同
様
の
経
緯
で
命
を
狙
わ
れ
た
青
年

が
、
王
に
よ
っ
て
死
の
手
紙
を
託
さ
れ
る
が
、
日
が
暮
れ
て
立
ち
寄
っ

た
家
が
浮
気
相
手
の
家
で
、
そ
い
つ
が
代
わ
り
に
手
紙
を
届
け
て
殺

さ
れ
る
［
ペ
リ
ー
：38-39

］。
我
々
が
設
定
し
た
プ
ロ
ッ
ト
で
い
え

ば
Ｃ
が
当
て
は
ま
り
、
E
の
変
形
も
認
め
ら
れ
る
。
120
話
は
、「
臭
い

息
」（『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』）
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
も
つ
［
ペ

リ
ー
：39-40

］。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
ッ
ト
F
が
認
め
ら
れ
る
。

世
界
の
民
話
か
ら

　

以
上
、
説
話
集
（
あ
る
い
は
聖
者
列
伝
）
と
い
う
体
裁
で
文
献
化
さ
れ

た
諸
作
品
か
ら
モ
テ
ィ
ー
フ
例
を
挙
げ
た
。
正
確
に
は
、
そ
れ
ら
諸
作
品
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に
お
い
て
も
、
先
行
す
る
文
献
か
ら
の
翻
訳
・
翻
案
の
場
合
と
、
当
時

民
間
に
流
布
し
て
い
た
話
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
採
録
の
場
合
と
、
両
様

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
以
下
に
は
、
民
間
伝
承
か
ら
採
録
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
民
話
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

ユ
ー
サ
の
目
録
に
従
っ
て
確
認
す
る

16
。

☆
AT 

462
「
追
放
さ
れ
た
王
女
と
鬼
の
王
女
」

　
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、ス
ペ
イ
ン
、ジ
プ
シ
ー
、シ
リ
ア
、パ
レ
ス
チ
ナ
、

イ
ラ
ン
、パ
キ
ス
タ
ン
、イ
ン
ド
、ス
リ
ラ
ン
カ
、ネ
パ
ー
ル
、中
国
、

ラ
オ
ス
、カ
ナ
ダ
、チ
リ
、エ
ジ
プ
ト
、ス
ー
ダ
ン
に
分
布
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
遡
及
調
査
で
き
た
イ
ン
ド
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
話
は

以
下
の
と
お
り
。

・「
勇
敢
な
ヒ
ラ
ラ
ル
バ
サ
」（
一
八
七
六
年
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー

語
、
シ
ム
ラ
ー
に
て
）［
ス
ト
ー
ク
ス
：43-58

］

・「
鬼
女
の
王
妃
」（
カ
シ
ミ
ー
リ
ー
語
）［
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
ン
：

141-149

］［K
now

les : 42-50

］= Indian Antiquary X
V

I, 
pp.185-188.

・「
ア
ー
ク
ー
ン
の
話
」（
カ
シ
ミ
ー
リ
ー
語
）［Stein : 93-95

］
17

・「
十
二
人
姉
妹
の
物
語
」（
シ
ャ
ン
族
の
民
話
）［
ミ
ル
ン
：

271-281

］

・「
ア
ン
コ
ー
ル
の
十
二
人
の
娘
」『
柬
甫
塞
物
語
［
高
垣
：

11-18

］［
ペ
リ
ー
：368

］

　
い
ず
れ
も
プ
ロ
ッ
ト
C-

D
。

　

な
お
、
南
イ
ン
ド
の
説
話 “raksasi-queen”

［B
lackburn : 

244-245

］
は
、
こ
の
分
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
手
紙
の
プ
ロ
ッ

ト
は
出
て
こ
な
い
。

☆
AT 

910K
「
鋳
物
師
へ
の
歩
み
（
旧
分
類
名
：
令
状
お
よ
び
ウ
リ
ア
の
手

紙
）」

　

南
北
ア
メ
リ
カ
を
除
く
世
界
各
地
に
広
く
分
布
。
こ
の
分
類
に

先
述
の
イ
ン
ド
・
ム
ン
バ
イ
ー
で
採
録
の
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
」

が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、こ
の
分
類
に
含
め
ら
れ
る
も
の
が
、

必
ず
し
も
プ
ロ
ッ
ト
F
（
鋳
物
師
へ
の
伝
言
）
を
備
え
て
い
る
と

は
限
ら
な
い
。
こ
の
点
、
充
分
注
意
し
て
お
き
た
い
。

☆
AT 

930
「
予
言
（
金
持
ち
と
そ
の
婿
）」

　

こ
れ
も
世
界
に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
南
イ
ン
ド
の
民
話 

“Poison him
, M

arry him
”

［B
lackburn : 62-64

］
は
タ
ミ
ル
語
版

の
「
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
物
語
」 

と
み
な
し
う
る
筋
書
き
を
も
つ
。

　

世
界
の
運
命
説
話
に
注
目
し
て
研
究
し
た
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
は
起

源
を
イ
ン
ド
に
想
定
し
つ
つ
、
AT 

930
（
金
持
ち
と
そ
の
婿
）
に
属
す

る
類
話
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
東
欧
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
：
7
、

ア
ル
バ
ニ
ア
：
3
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
：
4
、
ル
ー
マ
ニ
ア
：
6
、
マ

ケ
ド
ニ
ア
：
4
、セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
：
8
、ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
：

1
、
チ
ェ
コ
・
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ヤ
：
1
、
ジ
プ
シ
ー
：
1
、
リ
ト
ア

ニ
ア
：
3
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
：
4
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
：
1
、
の
計
43
話

あ
つ
め
て
詳
細
に
比
較
検
討
し
て
い
る
。
我
々
と
は
別
の
プ
ロ
ッ

ト
を
た
て
て
分
析
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
プ
ロ
ッ
ト
で
言
え
ば
、

ほ
と
ん
ど
A-

C-

D
を
と
っ
て
い
る
。
う
ち
18
話
に
、
我
々
の
た

て
た
プ
ロ
ッ
ト
E
も
し
く
は
F
に
相
当
す
る
展
開
が
見
ら
れ
る
よ

う
だ
が
、
具
体
的
な
内
容
紹
介
が
あ
っ
て
確
認
で
き
た
の
は
一
例
、

リ
ト
ア
ニ
ア
の
民
話
で
、
醸
造
所
の
煮
え
た
ぎ
っ
た
酒
で
火
傷
さ
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せ
ろ
と
い
う
命
令
に
な
っ
て
い
る
［
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
：77-94

］。

こ
れ
は
F
の
例
と
見
な
せ
よ
う
。

　

ま
た
斎
藤
が
紹
介
す
る
ア
ル
バ
ニ
ア
の
民
話
［
斎
藤
］
で
は
、

A-
C-

D-

F
（
手
紙
で
は
な
く
伝
言
）
と
な
っ
て
い
て
、プ
ロ
ッ

ト
F
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

ヴ
リ
ス
ロ
キ
が
紹
介
す
る
現
ル
ー
マ
ニ
ア
領
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ

ニ
ア
地
方
の
ジ
プ
シ
ー
か
ら
採
録
し
た
「
太
陽
の
王
と
三
本
の
金

髪
」［
ヴ
リ
ス
ロ
キ
：50-61

］
は
、『
グ
リ
ム
童
話
』
の
「
金
の
髪

の
毛
が
三
本
あ
る
鬼
」
と
、
舞
台
と
登
場
人
物
の
設
定
が
若
干
異

な
る
も
の
の
、
構
成
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
プ
ロ
ッ
ト
A-

C-

D
で
あ

る
。

　

ち
な
み
に
日
本
の
「
手
無
し
娘
」［
関
：884-899

］
は
ペ
ン
タ

メ
ロ
ー
ネ
の
「
て
な
し
娘
」
に
非
常
に
近
く
、「
沼
神
の
手
紙
（
水

の
神
の
文
使
い
）」［
関
：1015-1025
］
に
は
プ
ロ
ッ
ト
C
と
D
が

見
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

さ
て
、
以
上
の
調
査
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
？　

網
羅

的
に
資
料
を
収
集
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
説
話
伝
承
研
究
で
あ
る
か

ら
［
ア
ー
ル
ネ
：63

］、
こ
こ
で
の
試
み
は
遠
い
点
と
点
を
強
引
に
線
で

結
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
謗
り
を
免
れ
え
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
二
次
資
料
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
に
実

際
に
当
た
っ
て
み
て
、
い
わ
ゆ
る
類
型
分
け
が
世
界
の
膨
大
な
説
話
群
を

僅
か
に
整
理
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
で
満
足
し
て
い
て
は
何
も
見
え

て
こ
な
い
と
い
う
実
感
を
得
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
ト
分

析
が
妥
当
な
も
の
か
、
的
を
射
て
い
た
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
心
許
な
い

が
、
筆
者
な
り
に
一
応
の
ま
と
め
を
し
て
お
き
た
い
。

　
「
死
の
手
紙
」
お
よ
び
「
手
紙
の
書
き
換
え
」
モ
テ
ィ
ー
フ
は
シ
ッ
ク
、

ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
、
ア
ー
ル
ネ
ら
は
イ
ン
ド
か
ら
西
洋
へ
伝
播
し
た
と

見
18

、
一
方
デ
レ
ッ
ト
は
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
含
む
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー

ラ
タ
』
を
西
洋
か
ら
イ
ン
ド
に
至
っ
た
も
の
と
見
た
。
作
品
の
成
立
年
代

を
定
説
に
従
う
な
ら
、「
死
の
手
紙
」
モ
テ
ィ
ー
フ
の
最
古
は
ギ
リ
シ
ャ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
デ
レ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
早
い
時
代

に
イ
ン
ド
ま
で
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
確
か
に
あ
る
。
紀
元
一
千

年
期
、
イ
ン
ド
に
は
文
献
が
存
在
す
る
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
旧
約
聖
書

に
見
ら
れ
た
あ
と
12
─
13
世
紀
に
至
る
ま
で
千
年
以
上
文
献
の
空
白
期
間

が
あ
っ
て
、
口
頭
伝
承
に
は
絶
え
間
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
伝
播
の
状

況
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
こ
で
、
プ
ロ
ッ
ト
F
、
つ
ま
り
「
鋳
物
師
（
鍛
冶
屋
、
陶
工
）
へ
の

手
紙
な
い
し
伝
言
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
イ
ン
ド
の
2
世
紀
か
ら
5

世
紀
の
仏
教
系
説
話
に
見
ら
れ
た
後
、
8
─
9
世
紀
ア
ラ
ブ
の
『
シ
ン

ド
バ
ー
ド
物
語
』
に
も
類
似
し
た
プ
ロ
ッ
ト
が
存
在
し
、
11
世
紀
イ
ン
ド

北
西
部
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
説
話
集
に
ま
た
現
れ
、
そ
の
あ
と
13
世
紀
に
ア

ル
メ
ニ
ア
『
ヴ
ァ
ル
ダ
ン
寓
話
集
』
や
イ
ギ
リ
ス
『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー

ル
ム
』
に
出
現
、
そ
し
て
さ
ら
に
18
世
紀
シ
ラ
ー
の
詩
お
よ
び
東
欧
諸
国

に
伝
わ
る
民
話
に
見
ら
れ
た
。
跡
を
追
っ
て
い
く
と
、
イ
ン
ド
か
ら
西
へ

の
動
き
と
し
て
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ッ
ト
B
（
身
体
の
一
部
の
切

除
の
要
素
）
に
注
目
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
で
は
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
が
11
世
紀
こ
ろ
の
『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
で
突
如
現
れ
て
い

る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
そ
れ
よ
り
先
行
し
た
確
た
る
文
献
が
不
在
だ
と
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は
い
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
東
へ
流
入
し
た
可
能
性
も
あ
り
え
な
く
は
な

い
。
デ
レ
ッ
ト
の
説
を
否
定
す
る
に
足
る
証
拠
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
わ

け
だ
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
そ
こ
を
源
郷
と
確
定
す
る
に
は
、
自
然
環

境
、
生
活
習
慣
、
宗
教
観
、
文
化
等
々
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
必
要
が
あ

る
の
だ
ろ
う
が
、
も
は
や
紙
幅
も
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
今
は
触
れ

ら
れ
な
い
。
た
だ
今
回
、
同
じ
類
型
に
分
類
さ
れ
る
説
話
で
あ
っ
て
も
必

ず
し
も
一
様
の
伝
承
経
路
を
経
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
様
々
な

経
緯
を
も
っ
て
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

最
後
に
、
先
達
は
あ
ま
り
声
高
に
言
及
し
て
い
な
い
が
俎
上
に
載
せ
る

べ
き
だ
と
考
え
る
一
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、ジ
プ
シ
ー（
ジ

タ
ン
、
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
、
ヒ
タ
ー
ノ
、
自
称
ロ
マ
、
ロ
ム
）

19
た
ち
の
存

在
で
あ
る
。
彼
ら
の
、
一
応
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
故
郷
、
移
動
時
期
、

主
な
生
業
、
何
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
と
り
わ
け
今
回
扱
っ
た
プ
ロ
ッ
ト

F
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
た
と
き
、
文
芸
伝
承
に
一
役
買
っ
て
い
た
に
違

い
な
い
と
思
え
て
く
る
の
だ

20
。
時
に
は
忌
み
嫌
わ
れ
、
虐
げ
ら
れ
る
集

団
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
芸
術
の
も
つ
力
は
日
常
を
も
超
越
す
る

は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ル
メ
ン
し
か
り
、
オ
ペ
ラ
座
の
怪
人
（
の
育
て

の
親
）［
田
中
：400

］
し
か
り
。

　

も
う
一
言
、
感
想
だ
け
。
今
回
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
資
料
を
全
部
原
典
で

読
め
た
ら
、
さ
ぞ
成
果
は
大
き
く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
人
で
は
到
底

能
わ
な
い
が
、
共
同
研
究
な
ら
可
能
だ
。
そ
の
点
、
本
学
は
理
想
的
な
リ

ソ
ー
ス
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
同
じ
職
場
の
仲
間
と
こ
う
し
た
研
究
を

ゆ
っ
た
り
と
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
が
、
い
つ
か
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
や
ま
な
い
。

　
　

注

（
＊
）
二
〇
〇
六
年
七
月
九
日
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
・
ド
イ
ツ
大
会
決
勝
戦
イ

タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
戦
で
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
テ
ラ
ッ
ツ
ィ
選
手
の
暴
言
に
フ
ラ
ン
ス

の
ジ
ダ
ン
選
手
が
頭
突
き
で
応
え
退
場
処
分
と
な
っ
た
こ
と
。
後
日
の
報
道
に
よ
れ

ば
、
マ
テ
ラ
ッ
ツ
ィ
選
手
は
ジ
ダ
ン
選
手
の
家
族
を
侮
辱
す
る
こ
と
ば
を
か
け
た
と

さ
れ
る
。

（
１
）
そ
の
と
き
ま
と
め
た
未
公
表
研
究
ノ
ー
ト
「
イ
ン
ド
古
典
に
見
る
手
紙
の
諸

例
と
使
者
文
学
」
は
、
近
々
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
際
、B

anerji, Sures 
C

handra,1958, “A
 Study of Epistolary and D

ocum
entary Literature in Sanskrit”, 

Indian H
istorical Q

uarterly, vol.X
X

X
IV, Part 3&

4, pp.226-250.

お
よ
びB

anerji, 
Sures C

handra,1977, “Epistles and D
ocum

ents in Sanskrit”, O
ur H

eritage, 
Bulletin of D

epartm
ent of Post-G

raduate Training and Research, Sanskrit 
C

ollege, C
alcutta, vol.X

X
V, Part 2, C

alcutta, pp.3-20.

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

学
作
品
に
お
け
る
手
紙
の
描
写
箇
所
が
抜
粋
紹
介
さ
れ
て
い
て
有
益
だ
っ
た
。
ま

たM
ondal, B

alaram
 ed., 1989, The Patrakaum

dī of Vararuci, C
alcutta; Everest 

Publisher 

は
い
わ
ゆ
る
手
紙
の
書
き
方
指
南
書
で
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
がB

anerji, 
Sures C

handra, 1960, “Patra-kaum
udī of Vararuci”, Bulletin of the D

eccan 
C

ollege Research Institute, vol.X
X

, Part 1-4, pp.3-18.

で
あ
る
。

（
２
）
拙
論
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
み
る
手
紙

─
古
代
イ
ン
ド
文
字
文
化
断
章

─
」『
印

度
学
佛
教
学
研
究
』
第
54
巻
、
第
１
号
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）、 

三
七
五
─
三
八
二

頁
。
こ
の
な
か
で
、
僅
か
な
が
ら
手
紙
の
素
材
（
樺
の
樹
皮
、
貝
葉
）
に
も
触
れ
た
。

最
近
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
例
だ
が
、
粘
土
板
に
文
字
を
刻
み
、
そ
れ
を
粘
土
の
封
筒

に
入
れ
て
や
り
と
り
し
た
、
紀
元
前
18
世
紀
頃
と
見
ら
れ
る
遺
物
が
発
見
さ
れ
た
と

い
う
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
一
二
月
七
日
付
け
文
化
総
合
面
記
事
）。

（
３
）Jaim

ini-bhārata

はJaim
inīyāśvam

edha

と
も
呼
ば
れ
る［Sm

ith : 194

］。
ア
シ
ュ

ヴ
ァ
メ
ー
ダ
と
は
、
ま
さ
に
覇
王
の
み
が
お
こ
な
い
う
る
壮
大
な
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
で
、

犠
牲
獣
と
し
て
の
馬
が
本
祭
の
前
年
に
一
年
間
ま
っ
た
く
自
由
に
野
放
し
に
さ
れ
、

誰
の
領
域
に
至
ろ
う
と
王
の
軍
隊
は
そ
の
馬
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
年
間
、
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主
祭
場
で
は
予
備
祭
が
続
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
説
話
朗
誦
が
あ
り
、
10
種

類
の
主
題
の
説
話
が
10
日
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
毎
日
朗
誦
さ
れ
、
最
終
的
に
は
各

主
題
の
説
話
が
計
36
回
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
詳
し
く
は
、
手
嶋
英
貴

　2001
「
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ー
ダ
に
お
け
る
説
話
朗
誦
の
発
展
史
：
パ
ー
リ
プ
ラ
ヴ
ァ
朗

誦
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
奏
者
の
歌
」『
仏
教
文
化
研
究
論
集
』
第
四
巻
、
三
三
─
六
二
頁
お

よ
び
［K

oskikallio 1993, 1995

］
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
財
団
法
人
・
東
洋
文
庫
（
東
京
・
本
駒
込
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
故
辻
直
四
郎

博
士
の
旧
蔵
書
、
辻
文
庫
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
ほ
か
テ
ク
ス
ト

お
よ
び
翻
訳
、
研
究
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
は
［D

errett : p.19, n.2

お
よ
びp.22, 

n.18

］。
ま
た
、Em

eneu, M
.B

., 1967 (rpt.), A U
nion List of Printed Indic Texts 

and Translations in Am
erican Libraries (A

m
erican O

riental Series, vol.7) N
ew

 
York (1st ed. : 1935)

に
はSchick
版
の
ほ
か
2
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
、Library of C

ongress

の
オ
ン
ラ
イ
ン
検
索
で
は
、Jaim
inibharata

お
よ
び
別

名
のJaim

iniyasvam
edha

で
検
索
し
、
計
8
件
が
ヒ
ッ
ト
し
、
そ
の
う
ち
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
の
テ
ク
ス
ト
が
2
点
（
ム
ン
バ
イ
ー
版
一
八
六
三
年
と
一
九
三
二
年
？
）

で
、
あ
と
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
、
ベ
ン
ガ
ー
リ
ー
、
カ
ン
ナ
ダ
各
1
点
、
テ
ル
グ
2
点
、

不
明
1
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、Jan G

onda 

編
集
のA H

istotry of Indian Literature 
(W

iesbaden)

の
シ
リ
ー
ズ
で
、
諸
近
代
語
の
巻
も
調
べ
た
が
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語

にD
āsosuta M

udgala

と
い
う
文
人
に
よ
る
同
名
の
物
語
集
が
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
（Tulpule, Shankar G

opal, 1979, C
lassical M

arāṭhī Literature from
 the 

beginning to AD
 1818, H

IL vol.9 Fasc 4,W
iesbaden ; O

tto H
arrasow

itz, p.365.

）。

（
５
）
17
世
紀
初
頭
に
お
そ
ら
く
南
イ
ン
ド
出
身
で
の
ち
北
イ
ン
ド
活
躍
し
た
と
さ
れ

るN
ābhādās

に
よ
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
の
聖
者
列
伝Bhakt-m

āl

に
た
い
し
て
、
チ
ャ

イ
タ
ニ
ヤ
派
のPriyādās

が
一
七
一
二
年
に
著
し
た
注
釈
書Bhakti-rasa-bodhinī
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
［M

cG
regor, 1984 : 108-109

］
お
よ
びPollet, G

, 1980, 
“The O

ld B
raj H

agiography of N
ābhādās,” Early H

indī D
evotional Literature in 

C
urrent Research, ed. by W

. M
. C

allew
aert, Leuven, pp.142-149.

を
参
照
。な
お
、

『
バ
ク
ト
ゥ
・
マ
ー
ル
』
に
は
合
計
86
人
の
神
格
お
よ
び
聖
者
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
ハ
ー
サ
は
27
番
目
に
位
置
し
て
い
る
。D

īkṣit, 

Prakāśnārāyaṇ, 1961, N
ābhādās kṛt Bhaktm

āl (in H
indi), Ilāhābād, p.57.

（
６
）
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
象
徴
と
し
て
の
石
で
、
こ
れ
が
信
者
を
守
護
す
る
と
さ
れ
る
。

ネ
パ
ー
ル
の
ガ
ン
ダ
キ
ー
川
源
流
地
域
の
地
名
シ
ャ
ー
ラ
グ
ラ
ー
マ
か
ら
由
来
し
、

そ
の
付
近
で
産
出
す
る
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
様
の
石
の
こ
と
を
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
だ
。
形
に
よ
っ
て
様
々
な
名
称
を
も
ち
、
ま
た
、
こ
れ
の
効
力
が
発
揮
さ
れ

た
物
語
な
ど
が
各
種
の
プ
ラ
ー
ナ
文
献
で
語
ら
れ
て
い
る
。M

ani, Vettam
, 1975, 

Purāṇic Encyclopaedia D
elhi; M

otilal B
anarsidas (1st ed. in M

alayalam
 : 1964), 

pp.672-673.

を
参
照
。

（
７
）
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
（
ク
リ
シ
ュ
ナ
）・
バ
ク
テ
ィ
信
仰
の
布
教
を
旨
と

す
る
語
り
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
聴
衆
で
あ
る
民
衆
の
嗜
好
に
迎
合
し
な
が
ら

拡
大
し
て
い
っ
た
と
す
る
見
方
［Sm

ith

］
も
あ
る
が
、
同
趣
旨
の
教
派
的
作
品
に
伝

承
上
同
様
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
か
、
精
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
８
）
本
来
、
毒
と
い
う
単
語
はviṣa- 

で
あ
る
が
、
中
世
期
、
ṣ
音
が
実
際
の
と
こ
ろ

ś 

音
と
区
別
で
き
な
い
こ
と
、
一
方
kh 

音
の
文
字
がrav-

の
文
字
と
紛
ら
わ
し
か
っ

た
こ
と
、
の
双
方
の
事
情
が
融
合
し
て
、
ṣ
音
字
で
も
っ
て
kh
音
を
表
す
こ
と
が
一

般
化
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
な
お
、
v
音
と
b
音
の
混
同
も
希
有
で
は
な
い
。

（
９
）
こ
の
分
類
番
号
は
［Thom

pson, 1955

］
に
お
け
る
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
10
）
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
大
差
な
い
が
、
シ
ャ
ー
リ
グ
ラ
ー
マ
の
入
手
法
が
お
弾
き

遊
び
の
お
弾
き
用
の
石
を
探
し
て
い
て
道
ば
た
で
拾
っ
た
と
い
う
点
な
ど
は
、
教
育

漫
画
本
と
同
じ
。G

odabole, 1882, “Folklore-The Story of C
handrahasa”, Indian 

Antiquary, vol.X
I, pp.84-86.

（
11
）
王
妃
パ
イ
ド
ラ
ー
は
継
子
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
を
見
そ
め
、
夫
テ
ー
セ
ウ
ス
の
不
在

中
、
言
い
寄
る
も
断
ら
れ
逆
上
し
自
害
す
る
が
、
腹
い
せ
に
「
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
に

手
込
め
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
」
と
偽
り
を
記
し
た
書
板
（
内
側
に
文
字
を
記
し
た
二

枚
の
板
を
重
ね
併
せ
、
中
央
部
の
穴
に
紐
を
通
し
て
堅
く
結
び
封
印
し
た
、
ま
さ
し

く
手
紙
）
を
の
こ
す
。
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
作
・
松
平
千
秋
訳　

1959

『
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ

ト
ス

─
パ
イ
ド
ラ
ー
の
恋

─
』（
岩
波
文
庫1040

）
岩
波
書
店
。

（
12
）
小
山
和
編
著
、
小
山
い
を
り
挿
画　

2002

『
不
思
議
の
国
の
物
語
2
：
庶
民
の

知
恵
の
巻

─
イ
ン
ド
民
話
の
森
、
死
の
手
紙
』
人
類
文
化
社
、
一
〇
四
─
一
六
五
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頁
、
は
ま
さ
に
「
死
の
手
紙
」
物
語
だ
が
、
編
著
者
に
よ
っ
て
か
な
り
ア
レ
ン
ジ
さ

れ
て
い
る
と
断
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
依
拠
し
た
原
典
を
知
り
た
く
て
出
版
社
に

問
い
合
わ
せ
た
が
回
答
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
脚
色
部
分
を
除
け
ば
、
プ
ロ
ッ
ト
は

A-
F
（
E
）-

C-

D
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
仏
教
系
の
特
徴
を
備
え
た
作

品
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）
こ
う
し
た
文
献
資
料
に
も
と
づ
き
ベ
ン
フ
ァ
イ
（Theodor B

enfey, 1809-1881

）

が
動
物
寓
話
以
外
の
説
話
の
イ
ン
ド
起
源
説
を
唱
え
た
り
、
ヘ
ル
テ
ル
（Johannes 

H
ertel, 1872-1955

）
も
同
様
に
寓
話
の
イ
ン
ド
起
源
説
を
と
っ
た
［
辻
：167

］
が
、

当
然
そ
れ
に
対
す
る
反
論
も
あ
っ
た
し
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
様
々
な
展
開
も
あ
っ

た
［
松
原
：93-109

］。
起
源
を
議
論
す
る
と
い
う
発
想
自
体
、
余
計
な
思
惑
に
左

右
さ
れ
や
す
い
だ
ろ
う
か
ら
、
研
究
者
の
置
か
れ
た
環
境
を
含
め
て
、
研
究
史
そ
の

も
の
も
検
証
す
べ
き
研
究
対
象
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
14
）
最
近
の
西
ア
ジ
ア
で
の
新
た
な
文
献
の
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
、『
シ
ン
ド
バ
ー
ド

物
語
』
の
イ
ン
ド
起
源
説
を
全
面
的
に
否
定
し
ペ
ル
シ
ア
起
源
を
主
張
す
る
論
考
も

あ
る
［
ペ
リ
ー
］。

（
15
）
詩
人
で
も
文
字
が
読
め
な
い
例
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
イ
ン
ド
中

世
の
バ
ク
テ
ィ
信
仰
詩
聖
カ
ビ
ー
ル
（
一
四
四
〇
─
一
五
一
八
？
）
で
あ
る
。
彼
は

非
識
字
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
世
に
影
響
を
与
え
る
多
く
の
宗
教
詩
を
の

こ
し
た
。
詳
し
く
は
、
カ
ビ
ー
ル
著
、
橋
本
泰
元
訳
注　

2002

『
宗
教
詩
ビ
ー
ジ
ャ

ク

─
イ
ン
ド
中
世
民
衆
思
想
の
精
髄
』（
東
洋
文
庫
、703

）
平
凡
社
。

　

こ
の
話
の
概
要
は
［
南
方
：358

］
に
も
あ
る
。
ま
た
詩
人
ム
タ
ラ
ム
ミ
ス
が
こ

う
し
て
逃
亡
し
た
あ
と
の
話
が
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
第

385
夜
の
「
ア
ル
・
ム

タ
ラ
ム
ミ
ス
と
そ
の
妻
の
話
」（
前
嶋
信
次
訳　

1978

『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
9
』（
東

洋
文
庫339

）
平
凡
社
、二
五
三
─
二
五
四
頁
）
で
あ
る
。
前
嶋
の
索
引
［
前
掲
同
書
、

後
か
ら
［
8
］
ペ
ー
ジ
］
も
重
要
。

（
16
）ユ
ー
サ
ら
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
AT
番
号
分
類
目
録
に
は
、『
ペ
ン
タ
・
メ
ロ
ー
ネ
』や『
グ

リ
ム
』
と
い
っ
た
文
献
化
、
作
品
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
も
拾
っ
て
い
る
。

（
17
）こ
の
ス
タ
イ
ン
の
書
の
イ
ン
ト
ロ
部
にW

. C
rooke

に
よ
る「
死
の
手
紙
」モ
テ
ィ
ー

フ
の
解
説
が
あ
り
、
我
々
が
す
で
に
見
て
き
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
『
カ
タ
ー
・
サ

リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ
ラ
』
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、民
話
と
し
て
は
、パ
ン
ジ
ャ
ー

ビ
ー
語
の
「
七
人
の
母
の
息
子
」、
ベ
ン
ガ
リ
ー
語
の
「
七
人
の
母
が
乳
を
飲
ま
せ

た
男
の
子
」、言
語
の
言
及
が
な
い
が
「
勇
敢
な
る
ヒ
ー
ラ
ー
ラ
ー
ル
バ
ー
セ
ー
」「
悪

魔
と
王
子
」
と
い
う
話
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
の
「
孤
児

ア
ハ
メ
ッ
ド
」
に
も
言
及
し
て
い
た
［C

rooke : xliv-xlvi

］。

（
18
）
ユ
ン
グ
マ
ン
は
ア
ー
ル
ネ
の
見
解
の
検
証
作
業
を
行
っ
た
末
、
小
ア
ジ
ア
起
源
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
［
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
：78

］。

（
19
）
ジ
プ
シ
ー
と
い
う
呼
称
が
差
別
語
で
あ
る
か
否
か
、
お
よ
び
ロ
マ
と
い
う
自
称
な

ど
に
つ
い
て
は
、水
谷
驍　

2006

『
ジ
プ
シ
ー
、歴
史
・
社
会
・
文
化
』（
平
凡
社
新
書
）

平
凡
社
、
三
五
─
四
三
頁
。

（
20
）
グ
ル
ー
ム
は
ジ
プ
シ
ー
の
貢
献
を
過
度
に
評
価
す
る
こ
と
に
は
慎
重
な
が
ら
も
、

拙
論
と
は
別
の
幾
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
、
ジ
プ
シ
ー
民
話
を
『
ゲ
ス
タ
・

ロ
マ
ニ
ー
ウ
ム
』
や
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
と
対
比
し
た
り
、イ
ン
ド
─
ジ
プ
シ
ー
─
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
パ
ラ
レ
ル
に
見
ら
れ
る
説
話
を
8
種
紹
介
し
て
い
る
［G

room
e : lxiii-

lxxi

］。
ま
た
最
終
的
な
見
解
と
し
て
、
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
イ
ン
ド
を
発
し
た

ジ
プ
シ
ー
が
、
イ
ン
ド
民
話
を
携
え
た
ま
ま
バ
ル
カ
ン
半
島
に
至
り
数
世
紀
間
そ
こ

に
滞
在
し
た
。
そ
の
間
に
民
話
を
広
め
、
か
つ
ま
た
自
ら
も
ギ
リ
シ
ャ
民
話
な
ど
を

吸
収
し
、
そ
う
し
た
民
話
を
も
携
え
て
15
世
紀
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
や
ブ
ラ
ジ
ル

に
も
分
散
し
た
と
し
て
い
る［G

room
e : lxxxii-lxxxiii

］。別
の
民
話
の
例
で
あ
る
が
、

田
中
於
菟
弥　

1991

　「
説
話
の
流
伝

─
エ
ジ
プ
ト
か
ら
日
本
へ
」『
酔
花
集

─

イ
ン
ド
学
論
文
・
訳
詩
集
』
春
秋
社
、
八
九
─
一
〇
六
頁
の
九
七
頁
注
（
1
）
に
ジ

プ
シ
ー
に
よ
る
説
話
波
及
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
　
参
考
文
献
一
覧
（
注
で
言
及
済
み
の
も
の
を
除
く
）

〈『
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
・
バ
ー
ラ
タ
』
関
係
〉

太
田
信
宏　

2006
「
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
宮
廷
文
学
の
歴
史

─
文
学
記
述
の
言
語
と
そ
の

時
代
的
変
遷

─
」『
南
ア
ジ
ア
言
語
文
化
』
第
四
号
、
二
九
─
五
七
頁
。
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裕
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イ
ン
ド
古
典
説
話
集
カ
タ
ー
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
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ガ
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（
1
）
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4
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文
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書
店
。
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イ
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書
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版
：1963

）。

ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ
ツ
著
、
中
野
義
照
訳　

1965

　『
イ
ン
ド
文
献
史
第
2
巻　

叙
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史
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史
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献
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献
史
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。
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。
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縁
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。
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史
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潟
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。
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典
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版
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ボ
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潮
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潮
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宅
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─
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書
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。
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世
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説
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。
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・
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文
庫
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書
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。
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・
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イ
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）。　

松
平
千
秋
訳　

1993

　
ホ
メ
ロ
ス
『
イ
リ
ア
ス
（
上
）（
下
）』（
岩
波
文
庫
・
赤102-1

）

岩
波
書
店
。

松
原
秀
一　

1992　
『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
説
話

─
東
と
西
の
出
会
い
』（
中
公
文
庫

ま21-1

）
中
央
公
論
社
。

三
宅
忠
明　

2000

　『
比
較
文
化
論
・
民
間
説
話
の
国
際
性
』
大
学
教
育
出
版
。

〈
民
話
研
究
関
係
〉

ア
ー
ル
ネ
、
ア
ン
テ
ィ
著
、
関
敬
吾
訳　

1969　
『
昔
話
の
比
較
研
究
』（
民
俗
民
芸
双

書
40
）
岩
崎
美
術
社
。

ヴ
リ
ス
ロ
キ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
著
、
浜
本
隆
志
編
訳　

2001

　『「
ジ
プ
シ
ー
」

の
伝
説
と
メ
ル
ヘ
ン

─
放
浪
の
旅
と
見
果
て
ぬ
夢
』
明
石
書
店
。

稲
田
浩
二
編
者
代
表　

2004　
『
世
界
昔
話
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
三
省
堂
。

斎
藤
君
子　

2004
　「
予
言
（AT930

）」
稲
田
浩
二
・
編
者
代
表
『
世
界
昔
話
ハ
ン
ド
ブ
ッ



102

ク
』
三
省
堂
、
一
五
七
─
一
五
八
頁
。

ス
ト
ー
ク
ス
、
M
・
S
・
H
著
、
ア
ダ
ム
ス
保
子
訳　

1979　
『
イ
ン
ド
の
民
話

─
馬

鹿
な
サ
チ
ュ
リ
の
話
』
大
日
本
絵
画
。

関
敬
吾　

1973

（
第
7
版
）　
『
日
本
昔
話
集
成　

第
二
部
本
格
昔
話
2
』
角
川
書
店
（
初

版
：1953

）。

高
垣
謹
之
助

　1993

　『
柬
甫
塞
物
語
』（
中
公
文
庫
）
中
央
公
論
社
。

ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
、
ロ
ル
フ
・
W
著
、
竹
原
威
滋
訳　

2005

　 『
運
命
の
女
神

─
そ
の

説
話
と
民
間
信
仰
』
白
水
社
（
初
版
：1989

）。

三
原
幸
久
編　

1989　
『
ラ
テ
ン
世
界
の
民
間
説
話
』
世
界
思
想
社
。

ミ
ル
ン
、
A
・
B
著
、
牧
野
巽
・
佐
藤
利
子
訳　

1944

『
シ
ャ
ン
民
俗
誌
』
生
活
社
。

ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
ン
、
A
・
K
編
、
中
島
健
訳　

1995　
『
イ
ン
ド
の
民
話
』
青
土
社
。

B
lackburn, Stuart, 2001, M

oral Fictions: Tam
il Folktales from

 O
ral Tradition (FF 

C
om

unications, N
o.278), H

elsinki.
C

rooke, W
., 1989,  “O

n the Folklore in the Stories” (A
n introduction in) H

atim
’s 

Tales: K
ashm

iri Stories and Songs by A
urel Stein, N

ew
 D

elhi, pp.xxx-xlvii.
G

room
e, Francis H

indes, 1899, G
ypsy Folk Tales, London ; H

urst &
 B

lackett.
K

ingscote, H
ow

ard &
 Pandit N

ayesa Sastri, 2001 (rpt.), Tales of the Sun or Folklore 
of Southern India, N

ew
 D

elhi ; C
osm

o Publ. (1st ed. : 1913, London).
K

now
les, J. H

inton, 2004 (2nd ed.), Folk-tales of K
ashm

ir, D
elhi; Low

 Price Publ. 
(1st ed: 1893).

Stein, Sir A
urel &

 Sir G
eorge G

rierson, 1989 (rpt.), H
atim

’s Tales K
ashm

ir Stories 
and Songs, D

elhi ; G
ian Publ. H

ouse (1st ed. : 1923, London).
Thom

pson, Stith ed, 1955, M
otif Index of Folk-Literature, 6 vols, B

loom
ington ; 

Indiana U
niv. Press.

Thom
pson, Stith &

 Jonas B
alys, 1958, The O

ral Tales of India, B
loom

ington ; 
Indiana U

niv. Press.
Thom

pson, Stith, 1977 (rpt.), The Folktale, B
erkeley and Los A

ngeles ; U
niv. of 

C
alifornia Press. (1st ed. : [1946]).

U
ther, H

ans-Jörg, 2004, The Types of International Folktales: A C
lassification 

and Bibliography, Based on the System
 of Antti Aarne and Stith Thom

pson (FF 
C

om
m

unications, N
o.286), 3vols, H

elsinki.



103

———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

は
じ
め
に

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

洋
」（The 3rd International H

erm
an M

elville C
onference, “M

elville 
and the Pacific”

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

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

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

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

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

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
協
会
（The M

elville Society

）
発
行
の
機

関
誌
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」（Leviathan

）
の
日
本
特
集
号
（
二
〇
〇
七

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

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

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

テ
ィ
ッ
ク
な
伝
統
に
連
な
る
、
ル
ソ
ー
（R

ousseau

）
を
源
泉
と
し
た
文

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

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

昧
さ
」（am

biguities

）
を
、
戦
後
か
ら
近
年
に
い
た
る
ま
で
捉
え
き

れ
ず
に
き
た
様
を
描
写
し
た
つ
も
り
だ
っ
た

1
。
村
上
春
樹
と
フ
ィ
ッ

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

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

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

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

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

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

　
　
─
村
上
春
樹
と
Ｆ
・
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
「
双
子
」
と
「
断
絶
」
に
つ
い
て
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二
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た
。
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
日
本
に
お
け
る
受
容
一
般
を
再
検
討

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

ightm
are: 

H
aruki M

urakam
i’s A

ppropriation of F. Scott Fitzgerald’s W
orks and 

the C
ontextual Im

portance of H
is W

orks in Japan”

と
題
さ
れ
た
発
表

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

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

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

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

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

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

て
お
き
た
い
。

　
村
上
春
樹
と
「
双
子
の
物
語
」

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

村
上
を
最
も
強
く
否
定
的
に
論
じ
た

2
。
蓮
實
は
、
村
上
の
作
品
が
日
本

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

や
か
さ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

化
し
た
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ン
そ
の
他
の
批
評
家
た
ち
が
喧
伝
す
る“A

fter Theory”“W
hat’s Left of 

Theory?”

な
ど
と
い
っ
た
議
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、 

い
わ
ゆ
る
文
学

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

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

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

4
。
そ
う
し

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

で
も
あ
っ
た
と
す
ら
言
い
う
る
の
か
も
知
れ
な
い

5
。
そ
も
そ
も
、
加
藤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ラ
ブ
レ
ー
、
W
・ 

B
・ 

イ
ェ
イ
ツ
、
ダ
ン
テ
ら
と
と
も
に
日
本
の
読
者

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

リ
カ
の
影
」
が
必
然
的
に
介
入
し
て
く
る
。

　

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

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

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

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

る
6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0

0

0

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル

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

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

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

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

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

と
つ
の
記
号
で
あ
る

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

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

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

同
時
に
生
起
す
る
作
家
の
双
子
で
あ
る
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

「
冷
戦
構
造
」
と
「
双
子
の
物
語
」

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の
特
質
は
、
た
と
え
ば
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
（K

azuo Ishiguro

）
が
イ

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

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

 of H
ills

）
で
利
用
す

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

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

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

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

れ
る

9
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

D
・ 

サ

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

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

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

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

と
題
さ
れ
た
最
近
のThe C

atcher in the Rye

の
翻
訳
な
ど
に
お
い
て
も
、

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

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

関
係
づ
け
て
議
論
し
て
い
る

10
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

献
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

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

alter B
enn 

M
ichaels and D

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

Reconsidered

に
お
い
て
、D

onald E. Pease

が
冷
戦
構
造
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
人
文
主
義
を
引
き
継
い
だF. O

. M
atthiessen

の
、
い
わ

ゆ
る“A

m
erican renaissance”

の
概
念
と
を
論
じ
る
な
か
で
、
冷
戦
構

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

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

m
erican 

renaissance”

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

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

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

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

が
指
摘
し
た
の
は
、

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

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

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

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

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

い
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

Put som
ew

hat differently, in the C
old W

ar as dram
a, the C

old W
ar 

paradigm
 preoccupies all the positions

─and all the oppositions as 
w

ell. C
onsequently, all the oppositions

─w
hether of the B

attista 
regim

e against C
uban rebels, Ishm

ael against A
hab, or, as w

as 
reported in a recent psychoanalytical case study, the m

ind against 
the body

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

 versus “their” 
totalitarianism

. Since the C
old W

ar paradigm
 confines totalizing 

operations to the w
ork of the other superpow

er, the C
old W

ar dram
a is 

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

ork of the 
other superpow

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

, 
even though it confines choice to the “hum

an right” to choose this 
paradigm

 and lim
its “freedom

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

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

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

 from
” the need 

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

ar paradigm
 relocates public 

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

editated if not quite settled, w
ith 

the only w
ork left that of becom

ing the “national character” through 
w

hom
 the paradigm

 can speak.  

11

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

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

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

す
べ
て
の
対
立
構
図
は
、

─
バ
ッ
テ
ィ
サ
政
権
対
キ
ュ
ー
バ
の
反
逆
者

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

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

ろ
う
と

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

こ
と
し
か
な
い
。

　

Pease

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

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

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

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

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

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

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

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

化
し
、
た
と
え
ばPease

の
言
う
よ
う
な
「
国
民
的
性
格
」
な
る
も
の
を

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

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

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

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

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

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

onald E. Pease

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

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

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

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

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

く
ま
で
も
存
在
論
的
な

0

0

0

0

0

「
わ
た
く
し
」や「
国
家
」の
あ
り
か
た
と
そ
の「
わ

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

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

し
て
立
ち
現
れ
る
し
か
な
い
も
の
だ

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

な
ら
な
い
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

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

e in w
hich 

understanding and affinity founder. B
y recognizing him

 w
ithin 

ourselves, w
e are spared detesting him

 in him
self. A

 sym
ptom

 that 
precisely turns “w

e” into a problem
, perhaps m

akes it im
possible. The 

foreigner com
es in w

hen the consciousness of m
y difference arises, 

and he disappears w
hen w

e all acknow
ledge ourselves as foreigners, 

unam
enable to bonds and com

m
unities.

（
イ
タ
リ
ッ
ク
ス
は
筆
者
に
よ
る
）13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ざ
る
一
時
性
」（“m

aintaining that fleeing eternity or that perpetual 
transience”

）
に
あ
る
の
だ
っ
た

14
。
そ
う
し
た
差
異
の
認
識
の
も
と
に

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

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

来
の
両
義
性
（am

biguitty

）
を
獲
得
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、Pease

が
指

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

る
可
能
性
も
孕
ん
で
い
る
。

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
二
重
性

　

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

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

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

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

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

う
こ
と
が
多
い

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ear Fitzgerald, 
you can’t hide from

 a hurricane under a beach um
brella.”

）
と
、
不
況

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

た
こ
と
そ
の
も
の
を
揶
揄
さ
れ
た
経
緯
が
あ
っ
た

16
。
ラ
ー
ヴ
に
よ
る
こ

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

い
も
の
だ
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17
。　

　

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

た
作
家
で
あ
る

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

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

ん
で
ゆ
く
。」（“So w

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

）
と
い
う
一
文
は
、
過
去
と
現
在
の
対
比
を

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

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

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

（“beat on”

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

判
然
と
し
な
い

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

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

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

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

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

よ
う
が
な
い
も
の
だ

20
。

　

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

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

『
華
麗
な
る
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』（The G

reat G
atsby

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、

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

の
ダ
ブ
リ
ン

グ
を
示
唆
す
る“g”

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

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

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

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

る
。
冒
頭
、
語
り
手
の
ニ
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
イ
が
誇
る
か
に
見
え
る
過
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去
か
ら
現
在
へ
と
持
続
す
る
父
権
的
な
家
系
の
あ
り
か
た
と
そ
れ
に
も

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

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

の
よ
う
な
も
の
だ
。

In m
y younger and m

ore vulnerable years m
y father gave m

e som
e 

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

ind ever since. 

21

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

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

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

　

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

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

jazz age”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

い
出
し
て
み
る
の
だ
」（“W

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

e, “just rem
em

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

had the advantages that you’ve had.”

）」
と
い
う
父
の
言
葉
を
引
用
し

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

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

味
を
生
成
し
て
い
た
の
だ
と
認
め
る
。

H
e didn’t say any m

ore, but w
e’ve alw

ays been unusually 
com

m
unicative in a reserved w

ay, and I understood that he m
eant a 

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

 inclined to reserve all 
judgm

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

e and 

also m
ade m

e the victim
 of not a few

 veteran bores. 

22

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

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

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

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

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

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

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

ち
い
た
っ
た
。

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

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

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

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

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

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

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

atsby”

が
二
重

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

る
「
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
」
を
指
し
示
す
、The G

reat G
atsby

と
な
っ
て
い
る

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ore 
than that”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

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

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

も
の
」（“heim

lich/unheim
lich”

）
の
差
異
と
同
一
性
に
お
い
て
そ
う
で

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

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

い
論
考
に
な
る
が
、『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
』（G

illes D
eleuze &

 C
laire 

Parnet, D
ialogues

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

壊
』（The C
rack-up

）
か
ら
の
「
断
絶
」
に
か
ん
す
る
パ
ッ
セ
ー
ジ

を
、
D
・ 

H
・ 

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

in C
lassic Am

erican Literature

）
に
含
ま
れ
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
逃
走
に

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

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

る
」

23
。

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

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

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

ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
だ
っ
た
。

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

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

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

彼
は
ま
さ
し
く
水
平
線
を
超
え
た
の
だ
」。 

24

　

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

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

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

verge”

）
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る

25
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26
。
そ

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

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

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

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

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

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

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

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

よ
う
」（“H

ereafter be m
asterless”

）
と
の
欲
望
と
し
て
揶
揄
的
に
語
る

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

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

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

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

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

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

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

と
を
お
そ
ら
く
意
味
し
て
い
る
の
だ

27
。
ロ
レ
ン
ス
は
、「
地
霊
」（“The 

Spirit of Place”

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

な
い
「
そ
れ
」（“IT”

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

の
状
態
（“m

asterless”

）
と
「
主
人
に
と
ら
わ
れ
た
」
状
態
（“m

astered”

）

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

し
て
強
調
し
、
締
め
く
く
る
の
だ
。

Y
ou have got to pull the dem

ocratic and idealistic clothes off 
A

m
erican utterance, and see w

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

enceforth be m
asterless’

H
enceforth be m

astered. 

28

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

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

「
こ
れ
か
ら
は
主
人
な
し
で
生
き
よ
う
」

こ
れ
か
ら
は
主
人
に
支
配
さ
れ
よ
う
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

い
29

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

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

る
顧
慮
の
不
足
か
ら
生
じ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30
、
た
と

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31
。

お
わ
り
に

　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

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

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

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

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

イ
ヴ
ァ
ー
（“D

ick D
iver”

こ
の
名
前
は“death”
を
示
唆
す
る“d”

の

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

と
の
思
い
を
強
く
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
司
会
者
に
よ
っ
て
な
ぜ
か“w

holly European”

で
あ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M
ilton R

. Stern

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

刻
に
はStern

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

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

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

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

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

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

教
授

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

と
は
な
か
っ
た
。

　

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

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

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

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

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

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

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

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

　

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

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

だ
さ
っ
たM

ilton R
. Stern

先
生
、
そ
し
て
拙
い
発
表
を
我
慢
強
く
聞
い

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

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

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

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

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

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

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

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

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

学
部
ゼ
ミ
生
と
大
学
院
生
た
ち
に
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
ま
す
。
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1	

は
じ
め
に
：
前
近
代
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
東
と
西
の
対
話

　

本
稿
で
は
東
南
ア
ジ
ア
で
起
き
た
イ
ン
ド
化
と
い
う
歴
史
的
現
象
に

つ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
前
近
代
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け

る
「
東
」
と
「
西
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
東
と
西
と
い

う
関
係
性
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
南
と
北
に
は
極
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
極
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
南
北
の
関
係
に
は
絶
対

的
な
座
標
が
あ
る
が
、東
西
の
関
係
は
相
対
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る［
ハ

ン
チ
ン
ト
ン2000 : 123

］。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
東
と
西
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
関
係
は
、
二
〇
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
は
計
画
経
済
圏
と
自
由
市
場
経

済
圏
と
の
緊
張
関
係
で
あ
っ
た
し
、
近
代
と
い
う
さ
ら
に
長
い
期
間
に
お

い
て
は
東
洋
（
オ
リ
エ
ン
ト
）
と
西
洋
（
オ
ク
シ
デ
ン
ト
）
の
対
抗
関
係

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で

交
わ
さ
れ
る
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
）
の
内
容
も
一
様
で
は
な
か
っ

た
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
い
う
織
物
の
中
に
も
、
数
多
く
の
東
と
西
の
対

話
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
二
〇
世

紀
後
半
の
東
西
冷
戦
と
い
う
国
際
関
係
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
熱

い
戦
争
や
、
近
代
の
東
洋
と
西
洋
と
い
う
関
係
の
な
か
で
浸
透
し
た
列
強

の
植
民
地
支
配
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
半
ば

に
お
き
た
日
本
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
侵
略
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
顕
著
に

な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
動
き
も
、
こ
の
よ
う
な
東
西
間
の
対

話
の
変
奏
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

近
代
以
前
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
近
代
と
は
ま
た
異
な
っ
た
形
で
の

東
と
西
の
対
話
が
東
南
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
六
世
紀
以
降
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
の

島
嶼
部
で
は
、
本
格
的
に
伝
播
が
進
ん
だ
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
対
話
が
、
一

方
、
一
三
世
紀
以
降
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
で
は
、
王
権
と
結

び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
上
座
部
仏
教
と
の
対
話
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
さ
ら

に
千
年
以
上
も
前
に
遡
っ
た
時
代
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
に
お

い
て
イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
が
始
ま
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
現
象
も
、
東

方
世
界
と
西
方
世
界
の
間
で
展
開
し
た
長
距
離
交
易
に
よ
っ
て
促
さ
れ

た
文
化
的
交
渉
を
背
景
と
し
て
、
中
継
点
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
た
東

南
ア
ジ
ア
が
西
方
の
文
明
と
対
話
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
の
文
化
を
形
成
す
る
主
要
な
要
素
の
一

つ
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
西
方
の
文
明
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
は
、
中
心
に
位
置

す
る
文
明
か
ら
そ
の
周
辺
地
域
へ
の
一
方
的
な
影
響
が
強
調
さ
れ
た
「
中

心
─
周
辺
」
関
係
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
東
南
ア
ジ
ア
側
に
視
点
を
定
め
て
、
い

イ
ン
ド
化
再
考
─
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
山　

亨
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か
な
る
場
合
に
お
い
て
影
響
は
影
響
た
り
得
た
の
か
と
い
う
双
方
の
側

に
お
け
る
歴
史
的
条
件
、
と
り
わ
け
周
辺
側
か
ら
中
心
側
へ
向
け
ら
れ
た

意
識
の
あ
り
方
に
焦
点
を
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、

両
者
の
関
係
を
「
影
響
」
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、「
対
話
」
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
南
ア
ジ
ア
は
東
方
世
界
と
西
方
世
界
の
間
に
あ
っ
て
中

継
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
も

う
少
し
厳
密
に
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
東
方
世
界
の
中
心

で
あ
る
中
国
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
見
る
と
南
シ
ナ
海
を
通
じ
て
北
方
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
は
、
こ
の
北
方
の
中
国
と
西

方
の
イ
ン
ド
と
い
う
二
つ
の
文
明
の
狭
間
に
位
置
す
る
世
界
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
事
情
は
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
を
指
す
慣
用
的

呼
称
で
あ
る
イ
ン
ド
シ
ナ
が
イ
ン
ド
と
シ
ナ
の
結
合
で
あ
る
こ
と
に
象

徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
イ
ン
ド
は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
見
て
ベ
ン

ガ
ル
湾
の
西
方
に
位
置
す
る
文
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
自
体
が
、
そ
の
さ

ら
に
西
方
に
広
が
っ
て
い
る
広
範
な
西
方
世
界
の
中
の
一
員
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
洋
、
ア
ラ
ビ
ア
海
を
媒
介
し
て
ペ
ル
シ

ア
世
界
、
ア
ラ
ブ
世
界
、
地
中
海
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

す
れ
ば
、
イ
ン
ド
は
東
南
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
広
義
の
西
方
世
界
に
つ
な
が

る
窓
口
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る

1
。

　

東
南
ア
ジ
ア
と
西
方
の
文
明
の
間
で
行
わ
れ
た
対
話
の
中
で
も
、
本
稿

が
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

人
々
に
と
っ
て
最
初
の
文
明
レ
ベ
ル
で
の
対
話
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の

影
響
が
今
日
ま
で
広
範
な
地
理
的
範
囲
に
残
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、

歴
史
上
も
っ
と
も
根
元
的
な
対
話
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
語
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
借
用
語
の
多
さ
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ

ア
で
も
も
っ
と
も
古
い
文
献
を
有
す
る
古
ジ
ャ
ワ
語
の
辞
書
を
例
に
取

る
と
、
二
万
五
千
五
百
語
の
見
出
し
語
の
う
ち
、
お
よ
そ
半
分
に
あ
た
る

一
万
二
千
六
百
語
が
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

に
起
源
を
も
つ
語
で
あ
る
と
さ
れ
る［Zoetm

ulder 1982

：ix

］。
古
ジ
ャ

ワ
語
の
詩
に
つ
い
て
調
べ
る
と
お
よ
そ
二
五
か
ら
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
語
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
［Zoetm

ulder 
1974

：8

］。
し
か
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
語
は
東
南
ア
ジ
ア
社

会
の
文
化
的
な
基
本
語
彙
を
構
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
語
を
例
に
と
る
と
、「
神
」（dew

a < deva

）、「
宗
教
」（agam

a 
< āgam

a

）、「
文
学
」（sastra < śāstra

）、「
王
」（raja < rāja

）、「
国
家
」

（negara < nāgara

）、「
民
族
」（bangsa < vaṃ

śa

）
と
い
っ
た
語
が
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
起
源
の
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
古
マ
レ
ー
語
あ
る

い
は
古
ジ
ャ
ワ
語
を
経
由
し
て
現
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
取
り
込
ま
れ

た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
文
明
と
の
対
話
は
、
さ
ら
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
画
期
を

成
す
出
来
事
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
の
開
始
は
、
東

南
ア
ジ
ア
に
文
字
に
よ
る
記
録
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
点
お
よ
び
イ
ン

ド
的
原
理
に
よ
る
国
家
の
体
裁
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
、
東
南
ア
ジ

ア
史
に
お
け
る
古
代
の
始
ま
り
で
あ
り
、
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
の
退
潮

は
、
島
嶼
部
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
、
大
陸
部
に
お
け
る
上
座
部
仏
教
の

台
頭
と
補
完
し
合
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
の
終
わ
り
で
あ
っ

た
。
大
陸
部
に
お
け
る
上
座
部
仏
教
の
勃
興
と
、
島
嶼
部
に
お
け
る
イ
ス

ラ
ー
ム
の
勃
興
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
南
ア
ジ

ア
史
の
古
代
は
、
お
よ
そ
四
、五
世
紀
頃
か
ら
始
ま
っ
て
、
島
嶼
部
で
は

一
五
、一
六
世
紀
頃
ま
で
、
大
陸
部
で
は
一
三
世
紀
頃
ま
で
を
指
す
こ
と
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に
な
る
。

　

本
稿
は
、
イ
ン
ド
化
再
考
の
題
を
付
け
て
い
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ

ン
ド
化
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
再
吟
味
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
振
り

返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
主

と
し
て
島
嶼
部
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
地
域
と
イ
ン
ド
文
明
の
間
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
対
話
を
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
で
理
解
し
た
ら
よ
い
か

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
世
界
と
イ
ン
ド
文

明
と
の
関
係
を
、
超
歴
史
的
な
類
型
論
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
歴

史
的
な
変
化
の
過
程
と
条
件
か
ら
考
え
て
み
る
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
、
東

南
ア
ジ
ア
の
「
イ
ン
ド
化
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
標
準
的
な
見
解
を
紹

介
し
た
あ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
現
在
の
新
し
い
考
え
方
を
批
判
的
に
再
検

討
す
る
。
続
い
て
、
イ
ン
ド
化
と
い
う
文
化
伝
達
の
歴
史
的
過
程
と
条
件

を
吟
味
し
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
中
国
と
の
関
係

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
の
特
徴

を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
最
後
に
、
イ
ン
ド
化
を
再
考
す
る
こ
と
の
現
代
的

意
義
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
　「
イ
ン
ド
化
」
に
関
す
る
基
本
的
な
見
解

　

西
暦
紀
元
の
始
ま
り
頃
に
始
ま
っ
た
歴
史
的
現
象
と
し
て
の
、
東
南

ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
世
界
と
の
間
の
「
対
話
」
は
、
一
般
に
「
イ
ン
ド
化
」

（Indianization

）
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て

の
研
究
で
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
文
化
的
な
現
象
と
し
て
議
論
す
る
こ
と

が
多
い
が
、
実
際
に
は
、「
イ
ン
ド
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
に
は
、
文
化
的
、

政
治
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
医
学
、
天
文
学
、
建
築
学
、
農
業
と
い
っ

た
技
術
的
側
面
も
包
含
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
現
在
の
東
南
ア

ジ
ア
に
お
い
て
も
文
化
的
価
値
体
系
の
規
範
と
し
て
参
照
さ
れ
る
対
象

と
い
う
意
味
で
の
、
古
典
的
な
文
化
表
象
の
形
成
過
程
に
主
と
し
て
着
目

し
て
お
く
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
歴
史
家
セ
デ

ス
が
お
こ
な
っ
た
定
義
が
標
準
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
［C

oedès 1968 : 15-16

］。
そ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
化
と
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
的
王
権
概
念
に
基
づ
い
た
文
化
体
系
の
地
理
的
拡
張
で
あ
り
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
も
し
く
は
仏
教
の
信
仰
、
プ
ラ
ー
ナ
諸
文
献
の
神
話
、
ダ
ル

マ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
（
法
典
）
の
順
守
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
定
義
に
は
、
イ
ン
ド
化
の
特
徴
と
さ
れ
る
最
大
公
約

数
的
要
素
が
簡
潔
な
が
ら
も
包
括
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
定

義
の
文
面
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
要
素
も
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
ま

ず
補
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
も
し
く
は
仏
教
の
信
仰
」

が
含
意
す
る
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
理
体
系
を
核
に
し
て
発
達
し
た
民
衆
宗
教
で
あ

り
、
そ
の
中
に
は
教
理
、
儀
礼
、
社
会
制
度
、
神
話
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
場
合
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
典
拠

で
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
が
欠
落
し
て
い
る
点
、
カ
ー
ス
ト
制
が
社
会
制
度

と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
と
く
に
イ
ン
ド
と
の
違
い
が

現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ー
ナ
諸
文
献
の
神
話
は
セ
デ
ス
が
特
記
す
る
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ほ
ど
受
容
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
と

ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
二
大
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
の
神
話
は
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
で
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
来
し
た
仏

教
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
典
に
も
と
づ
く
小
乗
お
よ
び
大
乗
仏
教
で

あ
る
。
現
存
す
る
文
献
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
九
世
紀

か
ら
一
〇
世
紀
に
建
立
さ
れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
寺
院
の
浮
き
彫
り
や

仏
像
か
ら
は
、
仏
伝
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
ブ
ッ
ダ
の
前
世
物
語
）、
大
乗
経

典
で
あ
る
華
厳
経
、
密
教
の
金
剛
頂
経
に
い
た
る
仏
教
思
想
が
伝
来
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

セ
デ
ス
の
定
義
で
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
要
素
は
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
表
記
す
る
た
め
の
文
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
で
表
現
さ
れ
た
文
化
が
東
南
ア
ジ
ア
に
持
ち
込
ま
れ
る
た

め
に
は
、
そ
の
言
語
を
表
記
す
る
た
め
の
文
字
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
の
役
割
を
に
な
っ
た
の
が
、
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
で

あ
る
。
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
は
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
し

た
地
域
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の

イ
ン
ド
化
の
基
礎
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

2
。
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ

ミ
ー
文
字
の
受
容
を
通
じ
て
見
た
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
後
の
節
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
セ
デ
ス
の
定
義
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
現
象
と

し
て
の
イ
ン
ド
化
の
特
徴
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
ド

化
の
過
程
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン

ド
化
に
関
す
る
議
論
で
は
、
実
は
、
こ
の
点
が
も
っ
と
も
大
き
く
変
化
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
イ
ン
ド
化
を
め
ぐ
る

議
論
で
は
、
先
進
的
な
イ
ン
ド
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
後
発
の
東
南
ア

ジ
ア
に
初
め
て
国
家
が
発
生
し
た
と
い
う
考
え
方
が
有
力
で
あ
っ
た
。
そ

の
中
に
は
、
イ
ン
ド
人
の
植
民
活
動
に
よ
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
に
初
め
て
国

家
が
出
現
し
た
と
す
る
極
端
な
主
張
さ
え
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

二
〇
世
紀
の
中
頃
に
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
は
、
史
料
の

再
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
東
南
ア
ジ
ア
史
の
自
律
的
な
発
展
を
強
調
す
る

歴
史
観
を
提
起
し
た
［Van Leur 1983 : 89-144

］。
こ
れ
は
当
時
の
植
民

地
主
義
的
な
歴
史
観
に
対
す
る
強
力
か
つ
画
期
的
な
異
議
申
し
立
て
で

あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
一
般
的
に
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
近
年
、
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア

史
の
研
究
書
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
古
代
に
現
れ
た
イ
ン
ド
的
な
国
家
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
［
深
見 2001 : 266

］。

か
つ
て
こ
う
し
た
イ
ン
ド
的
な
姿
の
国
家
を
「
イ
ン
ド
化
さ
れ
た
国
家
」

と
捉
え
る
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
化
論
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
極
端
に
は
イ

ン
ド
文
化
の
移
植
が
あ
っ
て
初
め
て
東
南
ア
ジ
ア
に
国
家
が
成
立
し
た
と

見
る
。
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
側
の
主
体
性
を
顧
慮
し
な
い
植
民
地
主
義
的

発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
考
古
学
的
資
料
の
増

加
と
文
献
資
料
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。
筆
者
は
、
交
易
活
動
の
活
性
化
に
よ
っ
て
多
数
の
交
易
国
家
が
生

ま
れ
る
と
い
う
国
家
形
成
の
動
き
が
あ
り
、
そ
の
新
た
に
登
場
し
た
支
配

者
た
ち
が
内
に
あ
っ
て
は
支
配
の
正
統
化
の
た
め
に
、
外
に
対
し
て
は
文

明
国
の
印
と
し
て
、
ま
た
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争
、
覇
権
争
い
に
勝
つ
た
め

の
道
具
立
て
と
し
て
イ
ン
ド
の
高
度
な
文
明
を
摂
取
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

つ
ま
り
イ
ン
ド
的
な
姿
は
国
家
形
成
に
伴
う
付
随
物
と
し
て
考
え
る
の
で

あ
る
。

　

現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
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て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
か
つ
て
の

よ
う
に
イ
ン
ド
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
イ
ン
ド
の

国
家
の
複
製
が
で
き
あ
が
っ
た
か
の
よ
う
な
理
解
は
今
日
で
は
論
外
と

い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
独
自
性
を
さ
ら
に
強

調
し
て
い
く
と
、
イ
ン
ド
の
影
響
は
皮
相
的
で
あ
り
、
仮
に
そ
の
影
響
が

あ
っ
た
と
し
て
も
主
と
し
て
支
配
階
級
に
と
ど
ま
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
社
会

の
構
造
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
主
張
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
自

律
的
な
東
南
ア
ジ
ア
史
を
提
唱
し
た
歴
史
家
と
し
て
先
に
挙
げ
た
フ
ァ

ン
・
ル
ー
ル
は
、
一
九
三
四
年
に
原
文
が
刊
行
さ
れ
た
論
文
の
中
で
次
の

よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
［Van Leur 1983 : 95-96

］。

様
々
な
形
態
の
異
文
化
や
様
々
な
世
界
宗
教
が
何
度
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地

域
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
が
、
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
る
意
見
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
影
響
は
数
世
紀
に
及
ぶ
長
期
間
の
過
程
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
微
弱
な
ま
ま
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
社
会
的
、
政
治
的

秩
序
の
い
か
な
る
部
分
に
も
根
底
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。
世
界
宗
教
や
異
文
化
の
輝
く
ば
か
り
の
衣
装
は
薄
っ
ぺ
ら
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
下
に
は
、
文
化
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
様
々
な
表
れ
を
示
し
て
は
い
た
が
、

古
い
土
着
の
形
態
が
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
が
言
及
し
て
い
る
「
様
々
な
形
態
の
異
文
化

や
様
々
な
世
界
宗
教
」
と
は
、
古
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
文
明
だ
け
で
は
な

く
、
一
六
世
紀
以
来
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
広
が
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
や
オ

ラ
ン
ダ
植
民
支
配
の
中
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
西
欧
近
代
文
明
が
含

ま
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
彼
の
主
張
は
、
当
時
有
力
で
あ
っ
た
植
民
地
主

義
的
な
歴
史
観
か
ら
現
地
社
会
の
自
律
的
な
発
達
を
認
め
る
歴
史
観
へ

の
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
有
効
な
戦
略
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
自
律
的
歴
史
観
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
外
部
か
ら
の
影
響

を
す
べ
て
皮
相
的
と
す
る
結
論
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
客
観
的
な
妥
当

性
を
備
え
た
も
の
と
は
認
め
難
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
に
よ

れ
ば
、
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
ば
か
り
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
も

皮
相
的
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
本
来

の
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
逸
脱
し
た
土
着
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
る
と
い

う
見
解
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
後
の
文
化
人
類
学
的
研
究
の
中
か
ら
も

提
起
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
イ
ス

ラ
ー
ム
と
い
う
世
界
宗
教
の
あ
り
方
に
も
多
様
性
を
認
め
、
東
南
ア
ジ
ア

的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
も
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
認
め
る
傾

向
が
生
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
を
、
そ
の
地
域
と
し
て
の

独
自
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
イ
ス
ラ
ー
ム
を
受
容
し
た
地
域
と
み
な
そ

う
と
い
う
立
場
で
あ
る

3
。
そ
こ
で
、
も
し
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
フ
ァ

ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
に
修
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ン

ド
文
明
の
影
響
に
対
す
る
見
解
に
も
同
様
な
修
正
が
必
要
と
な
る
で
あ

ろ
う

4
。

　

イ
ン
ド
文
明
の
影
響
を
皮
相
的
で
あ
る
と
す
る
見
解
の
論
拠
に
は
い

く
つ
か
が
あ
り
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
余
地
は
な
い
が
、
そ
の

中
で
も
、
先
に
も
触
れ
た
カ
ー
ス
ト
制
の
事
例
を
検
討
し
て
み
た
い
［
深

見 2001 : 266

］。近
現
代
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
カ
ー
ス
ト
制
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
根
幹
に
あ
た
る
社
会
制
度
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
に

は
イ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
制
度
と
し
て
の
カ
ー
ス
ト
制
度
は

存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
は
皮
相
的
な
も
の
で
あ
る
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
カ
ー
ス
ト
制
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
ヴ
ァ
ル

ナ
と
言
わ
れ
る
ブ
ラ
ー
マ
ン
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
、
シ
ュ
ー

ド
ラ
か
ら
な
る
四
身
分
階
層
と
、
ジ
ャ
ー
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
出
自
に
基
づ

く
職
業
的
分
業
集
団
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
近
現
代
の
イ
ン
ド

に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
制
の
根
幹
に
あ
る
の
は
後
者
の
方
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
ヴ
ァ
ル
ナ
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、

ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
存
在
し
て
い
な
い
。

　

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
イ
ン
ド
化
が
始
ま
っ
た
四
、五

世
紀
頃
に
は
、
ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
未
発
達
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
テ
ィ
の
起
源
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
も
あ
る

が
、
グ
プ
タ
王
朝
が
衰
退
し
た
の
ち
、
都
市
経
済
が
縮
小
し
て
地
域
内
の

自
給
自
足
化
が
進
行
し
た
一
〇
世
紀
前
後
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
近
現
代
の
イ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
、
す
な
わ

ち
私
た
ち
が
考
え
る
よ
う
な
カ
ー
ス
ト
制
が
確
立
し
た
の
は
、
一
九
世
紀

の
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
も
と
で
あ
り
、
西
洋
の
視
点
か
ら
社
会
制

度
が
理
論
化
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
［
藤
井 2003

］。
つ
ま

り
、
東
南
ア
ジ
ア
が
イ
ン
ド
化
し
始
め
た
時
期
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド

に
お
い
て
ジ
ャ
ー
テ
ィ
は
未
発
達
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ャ
ー

テ
ィ
が
東
南
ア
ジ
ア
に
無
い
こ
と
を
も
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化

が
真
の
イ
ン
ド
化
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
議
論
は
成
り
立
た
な
い
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
細
分
化
さ
れ
た
職
業
分
業
制
で
あ
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
の
成

立
に
は
「
多
様
な
構
成
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
人
口
の
集
積
」
が
必
要
で
あ

り
、
小
人
口
社
会
で
あ
っ
た
前
近
代
の
東
南
ア
ジ
ア
に
は
定
着
す
る
条
件

が
な
か
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
応
地 1997 : 391

］。
し
た
が
っ
て
、

仮
に
一
〇
世
紀
以
降
に
ジ
ャ
ー
テ
ィ
の
概
念
が
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ

た
と
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は
定
着
す
る
条
件
は
無
か
っ
た
と
言
え
る

し
、
す
で
に
一
〇
世
紀
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
重
要
な
過
程
は

す
で
に
完
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
ジ
ャ
ー
テ
ィ

が
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
イ
ン
ド
化
が
皮
相
的
で
あ
る
と
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
が
皮
相
的
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
こ

こ
で
す
べ
て
の
論
点
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
今
後
、
個

別
に
再
検
討
す
る
課
題
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
次
に
、

イ
ン
ド
化
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
過
程
の
も
と
で
進
行
し
た
の
か
に
つ

い
て
見
て
み
た
い
。

3
　
イ
ン
ド
化
の
過
程
：
商
業
ル
ー
ト
の
確
立
と
知
識
媒
介
者
の
移
動

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た

史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
節
で
は
、
考
古
学
的

資
料
、
現
地
碑
文
資
料
、
漢
籍
史
料
な
ど
か
ら
得
ら
れ
た
断
片
的
な
情
報

を
組
み
合
わ
せ
て
再
構
成
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
知
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、

イ
ン
ド
化
の
具
体
的
な
過
程
を
振
り
返
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
イ
ン
ド
化
に
関
わ
っ
た
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
論
点
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
イ
ン
ド
文
明
の
要
素
を
東
南
ア
ジ
ア
に
持
ち
込
ん
だ
主
体
に
つ

い
て
の
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
代
表
的
な
諸
説
は
、
便

宜
上
、
ヴ
ァ
ル
ナ
制
の
種
姓
の
名
を
取
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
、
ク
シ
ャ

ト
リ
ヤ
説
、
バ
ラ
モ
ン
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
は
、
実
際

に
海
上
交
易
に
従
事
し
て
い
た
商
人
の
活
動
に
着
目
し
た
説
で
あ
る
。
海

上
ル
ー
ト
が
イ
ン
ド
文
明
の
伝
播
の
重
要
な
経
路
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
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か
で
あ
る
か
ら
、
商
人
の
活
動
の
重
要
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
イ
ン
ド
か
ら
商
人
が
訪
れ
イ
ン
ド

の
文
物
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
も
っ
て
そ
の
地
域
が
イ
ン

ド
化
し
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
に
日
本
製
の

車
が
氾
濫
し
て
い
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
が
日
本
化
し
た
と
は
言
え
な
い
の

と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
恒
常
的
な
交
易
ル
ー
ト
の
確
立
は
必
要
条
件

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
イ
ン
ド
化
の
十
分
条
件
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
説
は
、
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア

ジ
ア
に
到
来
し
た
武
人
が
現
地
社
会
を
武
力
に
よ
っ
て
征
服
し
、
イ
ン
ド

文
明
に
よ
っ
て
開
化
し
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
人

に
よ
る
土
地
の
支
配
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
土
地
の
イ
ン
ド
化
が
完
成

し
た
と
い
う
議
論
は
、
イ
ン
ド
人
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
植
民
と
い

う
、
イ
ン
ド
中
心
的
な
発
想
が
根
幹
に
あ
り
、
今
日
で
は
積
極
的
な
支

持
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
と
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
説
は
、

商
人
や
武
人
で
は
イ
ン
ド
文
明
の
高
度
な
知
識
を
伝
達
す
る
に
は
不
十

分
だ
と
い
う
共
通
の
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
も
っ
と
も
有
利

な
の
が
第
三
の
バ
ラ
モ
ン
説
で
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
説
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

イ
ン
ド
化
に
お
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
文
明
の
要

素
が
伝
え
ら
れ
た
点
に
着
目
し
た
説
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
知
識
を

も
っ
た
バ
ラ
モ
ン
も
し
く
は
仏
教
僧
が
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
を
お

と
ず
れ
、
イ
ン
ド
文
明
を
伝
え
た
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
は
、
文
化
伝
播
に
お
け
る
理
念
型
を
示
し
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
け
っ
し
て
相
互
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。
異
な
っ
た
地

域
で
は
、
異
な
っ
た
形
態
の
イ
ン
ド
文
明
の
伝
播
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
実

際
、
現
在
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、

ヴ
ァ
イ
シ
ャ
説
と
バ
ラ
モ
ン
説
を
相
互
に
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
商
人
の
交
易
活
動
の
活
発
化
に
よ
り
恒
常
的
な
海
上
交
易
網
が
形
成

さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
交
易
網
の
結
節
点
に
在
地
の
政
治
権
力
が

出
現
す
る
。
そ
れ
ら
の
在
地
政
権
の
中
か
ら
イ
ン
ド
文
明
の
要
素
を
取
り

込
み
、
イ
ン
ド
的
な
王
国
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
現

れ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
交
易
ル
ー
ト
に
の
っ
て
バ
ラ
モ
ン
や
仏
教
僧

な
ど
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
専
門
知
識
を
有
す
る
知
識
媒
介
者

が
活
発
に
移
動
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。
こ
の
シ

ナ
リ
オ
で
は
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
で
実
際
的
な
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の

は
東
南
ア
ジ
ア
側
の
現
地
首
長
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
や
大
乗
仏
教
の
導
入
が
、
一
般
的
に
現
地
首
長
が
入
信
し
て
、
つ
い
で

そ
の
家
臣
や
平
民
層
が
追
従
す
る
と
い
う
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
入
信
で

あ
っ
た
こ
と
は
史
料
に
も
見
ら
れ
る
し
、
後
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改

宗
も
し
く
は
入
信
が
同
様
な
パ
タ
ー
ン
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
る
［
青
山 2005 : 37-40

］。
お
そ
ら
く
、
イ
ン
ド
の
側
で
は
、

イ
ン
ド
で
は
パ
ト
ロ
ン
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
バ
ラ
モ
ン
や
布

教
に
熱
心
な
仏
教
僧
が
あ
え
て
危
険
な
海
を
渡
っ
て
新
天
地
を
求
め
た

の
で
あ
ろ
う
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
側
で
は
現
地
首
長
が
、
当
時
の
新
し
い

潮
流
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
化
に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
威
信
の
向
上
を

求
め
て
、
バ
ラ
モ
ン
や
仏
教
僧
を
招
聘
す
る
と
い
っ
た
動
き
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
海
上
交
易
ル
ー
ト
が
商
人
の

活
動
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
り
、
そ
の

よ
う
な
ル
ー
ト
の
整
備
を
背
景
に
し
て
バ
ラ
モ
ン
や
仏
教
僧
な
ど
の
知

識
媒
介
者
た
ち
が
移
動
し
て
い
っ
た
過
程
を
辿
っ
て
み
た
い

5
。

　

イ
ン
ド
化
を
可
能
と
す
る
条
件
で
あ
る
恒
常
的
な
長
距
離
海
上
交
易

の
始
ま
り
は
、
航
海
技
術
の
発
達
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、



129

———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

モ
ン
ス
ー
ン
（m

onsoon

）
の
発
見
で
あ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う
単

語
自
体
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
季
節
」
を
意
味
す
るm

ausim

に
由
来
す
る

が
、
西
洋
諸
語
で
は
「
季
節
風
」
を
意
味
す
る
単
語
と
し
て
現
在
ま
で
使

わ
れ
て
い
る
。
紀
元
一
世
紀
中
頃
に
エ
ジ
プ
ト
の
ギ
リ
シ
ャ
商
人
が
記
し

た
『
エ
リ
ュ
ト
ラ
海
案
内
記
』
に
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
海
上
ル
ー
ト
を
利

用
し
て
イ
ン
ド
か
ら
の
産
物
を
輸
入
し
て
い
た
状
況
を
描
い
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
こ
と
を
ヒ
ッ
パ
ロ
ス
の
風
と
し
て
紹
介
し
て
お

り
、
こ
れ
を
利
用
す
る
と
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
南
岸
と
イ
ン
ド
西
海
岸
を

片
道
四
十
日
間
の
海
路
で
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
書

に
は
、
イ
ン
ド
東
部
の
ガ
ン
ジ
ス
河
や
そ
の
東
方
に
あ
る
黄
金
の
島
ク

リ
ュ
ー
セ
ー
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
西
方
世
界
が
、
イ
ン
ド
の
東

方
に
広
が
る
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
関
し
て
も
曖
昧
で
は
あ
れ
知
識
を

持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

6
。

　

一
方
、
中
国
で
は
、
前
漢
期
の
前
一
一
一
年
に
、
武
帝
が
南
越
国
を
征

服
し
、
現
在
の
広
東
省
か
ら
中
部
ベ
ト
ナ
ム
に
及
ぶ
地
域
を
中
国
の
直

接
的
な
支
配
下
に
お
い
た
た
め
、
そ
の
最
南
端
の
日
南
郡
は
東
南
ア
ジ
ア

と
中
国
を
結
ぶ
交
流
の
拠
点
と
な
っ
た
。
紀
元
一
世
紀
後
半
に
成
立
し

た
『
漢
書
』
地
理
志
に
は
、
中
国
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
渡
っ
て
イ
ン
ド
へ

至
る
海
上
ル
ー
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半

島
の
南
シ
ナ
海
沿
岸
に
沿
っ
て
船
で
南
下
し
、
そ
の
半
島
南
端
か
ら
タ
イ

湾
を
西
に
渡
っ
て
、
マ
レ
ー
半
島
東
岸
に
至
る
。
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横

断
し
て
西
海
岸
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
再
び
船
で
二
か
月
か
け
て
行
く
と
黄

支
国
に
到
着
す
る
と
さ
れ
る
。
黄
支
国
と
は
南
イ
ン
ド
東
岸
の
マ
ド
ラ
ス

付
近
の
カ
ー
ン
チ
ー
プ
ラ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
録
か

ら
、
当
時
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
は
十
分
に
確
立
し
て
お
ら

ず
、
途
中
で
船
を
降
り
て
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横
断
す
る
ル
ー
ト
が
一
般

的
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
東
西
の
史
料
か
ら
、
紀
元
前
後
に
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
発
見

と
い
う
航
海
技
術
の
発
展
、
西
方
の
ロ
ー
マ
帝
国
、
東
方
の
漢
帝
国
と
い

う
熱
帯
産
物
を
消
費
す
る
巨
大
市
場
の
出
現
を
背
景
と
し
て
、
東
西
の
海

上
交
易
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
、
た
と
え
ば
、
紀
元
一
三
一
年
に
は
、
葉
調
国
の
遣
使
が
日
南
郡
を

訪
れ
た
り

7
、
一
六
六
年
に
は
、
大
秦
王
安
敦
（
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
ア
ン

ト
ニ
ヌ
ス
）
の
使
い
を
名
乗
る
者
が
、
象
牙
、
犀
角
、
玳
瑁
な
ど
の
南
海

の
産
物
を
も
っ
て
日
南
郡
を
訪
れ
た
り
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て

お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
を
通
過
し
て
、
人
々

の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

三
世
紀
に
な
る
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
南
部
の
メ
コ
ン
河
デ
ル
タ
地
帯

に
扶
南
国
が
台
頭
し
、
タ
イ
湾
沿
岸
の
諸
国
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
。
そ

の
外
港
と
い
わ
れ
る
オ
ケ
オ
は
、
東
西
交
易
の
中
継
点
と
し
て
栄
え
て
お

り
、
二
世
紀
の
ロ
ー
マ
金
貨
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
刻
ま
れ
た
錫
小
板
、

青
銅
製
の
仏
像
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
神
像
、
漢
代
の
銅
鏡
な
ど
が
出
土
し
て

い
る
。
三
国
時
代
に
華
南
を
支
配
し
て
い
た
呉
が
扶
南
に
使
節
を
派
遣
す

る
一
方
、
扶
南
か
ら
も
中
国
に
朝
貢
使
節
が
何
度
か
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

『
梁
書
』
に
記
載
さ
れ
た
扶
南
に
関
す
る
伝
説
に
よ
る
と
、
柳
葉
と
い
う

女
王
が
統
治
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
混こ

ん
て
ん填

と
い
う
名
の
男
が
船
で
扶
南
外

港
に
至
っ
て
こ
の
地
を
占
領
し
、
柳
葉
と
結
婚
し
て
扶
南
の
最
初
の
王
と

な
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
住
民
の
裸
体
を
嫌
っ
て
貫
頭
衣
を
着
用
す
る
こ
と

を
教
え
た
と
い
う
。
こ
の
扶
南
の
創
建
神
話
は
、
か
つ
て
は
イ
ン
ド
化
の

ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
説
の
根
拠
と
も
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
ン
ド
文
明
の
要
素
を

示
す
わ
け
で
は
な
く
、
最
近
の
研
究
で
は
イ
ン
ド
化
と
は
無
関
係
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
［
深
見 2001 : 260

］。
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こ
の
よ
う
に
、
西
暦
紀
元
初
か
ら
四
世
紀
の
頃
ま
で
に
は
、
東
南
ア
ジ

ア
は
東
西
海
上
交
易
ル
ー
ト
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
扶

南
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
中
継
拠
点
と
し
て
商
人
が
到
来
し
、
東
西

の
文
明
か
ら
の
物
産
が
集
積
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
港
市
国
家
が
形

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
扶
南
王

国
は
イ
ン
ド
的
な
体
裁
を
帯
び
る
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
時
代
の

東
南
ア
ジ
ア
で
起
こ
っ
て
い
る
現
象
を
イ
ン
ド
化
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
時
期

尚
早
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
文
明
の
要
素
が
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
に
明
瞭
に
定
着
し
始
め

た
の
は
、
お
お
よ
そ
五
世
紀
以
降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
な
る
と
、
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横
断
す
る
ル
ー
ト
に
加
え
て
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
す
る
海
上
交
易
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、
法
顕
と
求ぐ

那な

跋ば
つ

摩ま

の
記
録
で
あ
る
。
法
顕

は
中
国
に
律
蔵
が
完
備
し
て
い
な
い
こ
と
を
憂
い
、
単
身
イ
ン
ド
に
留
学

し
た
東
晋
の
僧
で
あ
る
。
彼
の
旅
行
記
『
仏
国
記
』
に
よ
る
と
、
三
九
九

年
に
長
安
か
ら
陸
路
で
イ
ン
ド
へ
赴
き
、
イ
ン
ド
各
地
を
巡
礼
し
た
。
そ

の
後
、
四
一
一
年
、
二
百
人
以
上
を
載
せ
た
「
商
人
大
船
」
で
ス
リ
ラ
ン

カ
を
出
発
し
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
渡
っ
て
、
耶や

婆ば

提て
い

に
到
着
し
、
こ
こ
で
風

待
ち
の
た
め
五
か
月
過
ご
し
た
後
、
四
一
二
年
に
中
国
に
帰
国
し
た
と
い

う
。
こ
の
耶
婆
提
は
ヤ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
、
す
な
わ
ち
ジ
ャ
ヴ
ァ
ド
ゥ

ヴ
ィ
ー
パ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
ジ
ャ
ワ
島
、
ス
マ
ト
ラ

島
、
マ
レ
ー
半
島
の
い
ず
れ
か
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る

8
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
法
顕
は
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
す
る
海
上
ル
ー
ト
を
取
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
法
顕
は
耶
婆
提
に
つ
い
て
、「
外
道
婆
羅
門
が
興
盛
し
、

仏
法
は
言
う
足
ら
ず
」
と
記
し
て
お
り
、
五
世
紀
前
半
の
島
嶼
部
で
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
が
仏
教
に
先
行
し
て
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

一
方
、『
高
僧
伝
』
の
伝
記
に
よ
る
と
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
出
身
の
仏
僧

求
那
跋
摩
（G

uṇavarm
an

）
は
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
出
発
し
て
ジ
ャ
ヴ
ァ

ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
と
さ
れ
る
闍
婆
に
渡
り
、
王
母
の
信
頼
を
え
て
、
つ
い
に

国
王
ほ
か
国
民
を
す
べ
て
仏
教
に
入
信
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
求
那

跋
摩
の
評
判
は
中
国
に
ま
で
伝
わ
り
、
南
朝
の
宋
の
文
帝
は
彼
を
中
国
に

呼
び
寄
せ
る
た
め
に
使
い
を
闍
婆
に
遣
わ
し
、
つ
い
に
四
三
四
年
に
建
業

（
南
京
）
に
到
着
し
た
と
い
う
。
法
顕
と
求
那
跋
摩
の
記
録
を
合
わ
せ
て

み
る
と
、
五
世
紀
の
前
半
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
お
い
て
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
を
追
う
形
で
大
乗
仏
教
の

普
及
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

考
古
学
資
料
か
ら
見
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
五
世
紀
に
は
、
東
カ

リ
マ
ン
タ
ン
（
ボ
ル
ネ
オ
島
東
部
）
の
ク
タ
イ
（K

utai

）
の
ム
ー
ラ

ヴ
ァ
ル
マ
ン
（M

ūlavarm
an

）
王
の
碑
文
、
ジ
ャ
ワ
島
西
部
の
タ
ー
ル

マ
ー
（Tārum

ā

）
国
の
プ
ー
ル
ナ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
（Pūrnavarm

an

）
王
の

碑
文
と
い
う
南
イ
ン
ド
系
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
を
使
っ
た
碑
文
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
い
ず
れ
の
王
も
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
ム
ー
ラ
ヴ
ァ
ル
マ

ン
王
の
碑
文
に
は
父
の
名
を
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
（A

śvavarm
an

）、

祖
父
の
名
を
ク
ン
ド
ゥ
ン
ガ
（K

uṇḍunga

）
と
記
し
て
い
る
。
父
の
名

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
る
が
、
祖
父
の
名
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と

は
無
関
係
な
現
地
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
代
か
か
っ
て
在
地
権
力
者
が

イ
ン
ド
化
し
て
い
っ
た
過
程
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
ま

た
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
初
期
の
文
字
使
用
の
例
で
も
あ
る
。
扶
南
に

つ
い
て
も
、『
梁
書
』
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
前
半
と
思
わ
れ
る
扶
南
王
憍き

ょ
う

陳ち
ん

如じ
ょ

に
つ
い
て
、
も
と
は
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
婆
羅
門
（
バ
ラ
モ
ン
）
で

あ
り
、「
扶
南
の
王
と
な
れ
」
と
い
う
神
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
扶
南
に
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至
る
と
、住
民
に
王
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
彼
は
制
度
を
改
め
て「
天

竺
法
」
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
六
世
紀
初
め
に
な
る

と
、
梁
に
遣
使
し
て
き
た
扶
南
の
王
憍
陳
如
闍じ

ゃ

邪や

跋ば
つ

摩ま

に
対
し
て
「
安
南

将
軍
扶
南
王
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る

9
。
バ
ラ
モ
ン
が
王
と
な
っ

た
と
い
う
記
述
は
興
味
深
い
が
、
あ
わ
せ
て
、
制
度
を
イ
ン
ド
式
に
改
め

た
と
い
う
記
述
が
イ
ン
ド
化
以
前
に
在
地
政
権
が
す
で
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
い
ず
れ

も
、
五
世
紀
に
入
っ
た
段
階
を
境
に
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
政
権
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
基
礎
と
し
た
イ
ン
ド
的
な
制
度
を
導
入
し
始
め
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　

七
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
従
来
の
マ
レ
ー
半
島
を
陸
路
横
断
す
る

ル
ー
ト
に
並
行
し
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
沿
岸
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
が
確

立
し
た
の
に
呼
応
し
て
、
新
た
に
台
頭
し
た
室し

つ

利り

仏ぶ
つ

逝せ
い

（Śrīvijaya

シ
ュ

リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
漢
字
表
記
）
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
マ
レ
ー
半
島
を
支

配
し
、
そ
れ
ま
で
の
扶
南
に
代
わ
っ
て
東
西
交
易
の
中
継
拠
点
と
し
て
発

展
し
た
。
室
利
仏
逝
の
隆
盛
は
、
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
お
け
る

仏
教
の
普
及
を
促
し
た
。
唐
代
の
仏
僧
で
イ
ン
ド
に
留
学
し
た
義
浄
の
記

録
に
よ
れ
ば

10
、
六
七
一
年
の
冬
、
広
州
を
ペ
ル
シ
ア
船
で
立
っ
て
二
十

日
ほ
ど
で
室
利
仏
逝
に
着
き
、
こ
こ
で
六
か
月
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学

ん
で
過
ご
し
た
後
、ス
マ
ト
ラ
島
の
末
羅
遊
（M

alayu

マ
ラ
ユ
）、マ
レ
ー

半
島
の
羯
茶
（K

edah

ケ
ダ
ー
）
を
経
て
、
十
二
月
に
ガ
ン
ジ
ス
河
口
の

タ
ー
ム
ラ
リ
プ
テ
ィ
ー
に
到
着
し
た
。
帰
路
も
こ
の
ル
ー
ト
を
逆
向
き
に

辿
っ
て
い
る
。
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
位
置
に
は
諸
説
あ
る
が
、
義
浄

の
帰
路
に
は
ス
マ
ト
ラ
島
南
東
部
の
パ
レ
ン
バ
ン
に
位
置
し
て
い
た
と

み
て
間
違
い
な
い
。
パ
レ
ン
バ
ン
、
ジ
ャ
ン
ビ
、
ケ
ダ
ー
は
い
ず
れ
も
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
に
沿
っ
た
港
市
で
あ
り
、
義
浄
の
旅
程
は
当
時
の
商
業
航
路

を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

義
浄
が
室
利
仏
逝
に
逗
留
し
た
の
は
、
季
節
風
の
交
代
を
待
つ
た
め
以

外
に
、
義
浄
自
身
が
記
録
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
地
で
は
仏
教
が
栄
え

て
お
り
、
こ
こ
に
滞
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
の
勉
学
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
キ
ャ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
い
う
碩
学
の
仏
僧

の
ほ
か
千
人
を
超
え
る
仏
僧
が
い
て
学
問
と
修
業
に
励
ん
で
お
り
、
そ
の

作
法
は
イ
ン
ド
本
国
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
パ
レ
ン

バ
ン
付
近
で
見
つ
か
っ
た
七
世
紀
後
半
の
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
に
よ
る
古
代
マ
レ
ー
語
の
碑
文
に
は
、
こ
の
地
で
大
乗
仏
教
が
信
奉

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
義
浄
の
記
録
を
裏
付
け
て
い

る
。
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
の
出
現
は
五
世
紀
に
始
ま
っ
た
イ
ン
ド
的
王

国
が
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
完
全
に
定
着
し
た
こ
と
を
示
し
た
と
言
っ

て
よ
い
だ
ろ
う

11
。

4
　「
助
走
期
間
」
と
初
期
王
国
の
形
成

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
紀
元
前
後
か
ら
本
格
化
し
た
東
西
海
上

交
易
の
発
達
は
、
東
方
世
界
と
西
方
世
界
の
文
物
を
東
南
ア
ジ
ア
に
も
た

ら
す
と
と
も
に
、
海
上
交
易
の
中
継
点
と
し
て
在
地
権
力
の
形
成
を
促
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ン
ド
的

王
国
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
は
四
百
年
近

い
「
助
走
期
間
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
在
地
権
力
が
イ
ン
ド
的
な
要
素
を

取
り
込
ん
で
イ
ン
ド
的
王
国
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
の
は
、
知
識
媒
介
者

の
活
発
な
到
来
が
見
ら
れ
よ
う
に
な
っ
た
五
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
過
程
を
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
な
段
階
と



132

し
て
見
て
い
く
う
え
で
参
考
に
な
る
の
が
、
ク
ル
ケ
に
よ
る
イ
ン
ド
化
の

段
階
的
区
分
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
的
王
国

の
形
成
過
程
は
、
地
方
的
段
階
（local phase

）、
地
域
的
段
階
（regional 

phase
）、
帝
国
的
段
階
（im

perial phase

）
の
三
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

［K
ulke 2001 : 270-276

］。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
帝
国
的
段
階
と
は
九

世
紀
以
降
に
現
れ
る
ア
ン
コ
ー
ル
朝
、
パ
ガ
ン
朝
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
朝

な
ど
の
こ
と
と
さ
れ
、
本
稿
の
主
題
の
範
囲
か
ら
は
外
れ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
触
れ
な
い
で
お
き
た
い
。

　

地
方
的
段
階
と
は
、
限
定
さ
れ
た
地
方
に
お
け
る
在
地
権
力
の
形
成
で

あ
る
。
こ
れ
は
文
化
人
類
学
で
ビ
ッ
グ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
指
導

者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
組
織
さ
れ
る
が

12
、
特
定
の
家
系
の
長
が
氏
族
な

い
し
は
部
族
に
対
す
る
支
配
を
首
長
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
安
定
し
た
在
地
政
権
と
な
る
。
首
長
は
、
そ
の
権
威
で
社
会
が
生
み

出
す
余
剰
産
物
を
占
有
し
、
自
身
以
外
の
氏
族
に
も
支
配
を
及
ぼ
す
に
至

る
が
、
い
ま
だ
に
官
僚
制
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
地
方
的
段
階

は
、
地
方
在
地
権
力
の
中
で
も
中
核
的
地
方
を
支
配
し
て
い
た
首
長
の

一
人
が
、
し
ば
し
ば
武
力
を
用
い
て
、
周
辺
の
地
方
在
地
権
力
を
併
合
し
、

自
ら
の
支
配
の
も
と
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
地
域
的
段
階
へ
と
移

行
す
る
。
併
合
さ
れ
た
地
方
在
地
権
力
は
一
般
に
属
領
の
長
と
し
て
存
続

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
支
配
す
る
首
長
と
属
領
の

長
と
の
間
に
恒
久
的
に
正
統
性
を
承
認
す
る
関
係
が
必
要
と
な
る
。
ク

ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
文
明
が
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
王
権
概
念
に
基
づ
く
正
統
性
と
安
定
し
た
統
治
の
仕

組
み
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
権
力
の
イ
ン
ド
化
を
促
し
た
の

だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
段
階
の
国
家
を
初
期
王
国
（Early K

ingdom

）

と
呼
び
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
前
述
の
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
ク
タ
イ
碑

文
の
中
で
、
中
核
的
な
在
地
権
力
が
三
代
を
経
た
ム
ー
ラ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
の

代
に
な
っ
て
周
辺
の
諸
首
長
を
服
属
さ
せ
、
自
ら
王
（rāja

）
と
名
乗
る

に
い
た
っ
た
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ク
ル
ケ
の
地
方
的
段
階
は
、
ま
さ
に
イ
ン
ド
化
へ
の
助
走
段
階
に
相
当

し
、
地
域
的
段
階
に
入
っ
て
初
め
て
イ
ン
ド
化
し
た
王
国
が
成
立
す
る
段

階
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
セ
デ
ス
は
、最
初
期
の「
第

一
次
イ
ン
ド
化
」
と
五
世
紀
以
降
の
「
第
二
次
イ
ン
ド
化
」
と
い
う
区
別

を
お
こ
な
っ
た
が
、
現
在
で
は
第
二
次
イ
ン
ド
化
の
み
を
イ
ン
ド
化
と

し
、
第
一
次
イ
ン
ド
化
は
イ
ン
ド
化
と
み
な
さ
な
い
の
が
定
説
で
あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
イ
ン
ド
化
に
先
立
っ
て
ま
ず
在
地
権
力
が
自
立
的
に
形

成
さ
れ
る
助
走
段
階
が
あ
っ
た
と
見
る
考
え
方
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
数
世
紀
に
わ
た
る
外
部
か
ら
の
文
明
的
要
素
と
の
交

流
を
経
て
、
初
め
て
外
部
の
文
明
的
要
素
が
現
地
の
社
会
に
取
り
込
ま

れ
、
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
影
響
の
結
果
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
る

パ
タ
ー
ン
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
到
来
し
た
と
き
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ

る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
が
生
ま
れ
た
七
世
紀
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア

の
住
民
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
最
初
に
改
宗
し
た
の
は
一
三
世
紀
末
の
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア
に
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム

が
定
着
し
始
め
る
に
は
、
さ
ら
に
数
世
紀
く
だ
っ
た
一
六
世
紀
ま
で
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
［
青
山 2006 : 7-9

］。
こ
の
こ
と
は
、
東
南
ア

ジ
ア
に
お
い
て
外
部
文
明
か
ら
新
し
い
要
素
を
取
り
込
む
と
き
に
は
、
そ

こ
に
は
数
世
紀
に
及
ぶ
助
走
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　

な
ぜ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
着
が
す
ぐ
に
始
ま
ら
な
か
っ
た
の
か
、
逆
に
、
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1 3 3

な ぜ 一 六 世 紀 に な っ て 普 及 に 弾 み が つ い た の か 、 と い う 問 い に対 す る 答 え は 簡 単 な も の で は な い が 、 後 者 に 対 し て は 、 と り あえ ず 、 東 南 ア ジ ア の 文 化 と 親 和 性 が 高 い ス ー フ ィ ズ ム の 台 頭 とい う イ ス ラ ー ム 内 部 の 要 因 と 、 ポ ル ト ガ ル に よ る マ ラ ッ カ 占 領（ 一 五 一 一 年 ） に と も な う イ ス ラ ー ム 知 識 媒 介 者 の 拡 散 と い う東 南 ア ジ ア 側 の 要 因 を 挙 げ て お く こ と が で き よ う 。 イ ン ド 文 明と イ ス ラ ー ム の 場 合 で は 助 走 期 間 が 存 在 し た 理 由 は 同 じ と は限 ら な い が 、 い ず れ の 場 合 で も 、 東 南 ア ジ ア 側 の 要 因 と 外 部 の文 明 側 の 要 因 の 双 方 を 検 討 す る 必 要 が あ る こ と は 確 か で あ ろう 。 イ ン ド 化 に 際 し て は 、 東 南 ア ジ ア 側 に は マ ラ ッ カ 海 峡 を 経由 し た 東 西 海 上 交 易 の 活 発 化 や 、 ク ル ケ の 段 階 区 分 で 言 う 地 域的 段 階 に 達 し た 在 地 権 力 の 発 達 と い う 条 件 を 考 え る 必 要 が ある 。 そ れ で は 、 イ ン ド 化 が 始 ま る に 際 し て の イ ン ド 側 の 要 因 はど の よ う な も の だ っ た の だ ろ う か 。
5　
イ ン ド 側 の 条 件 ： サ ン ス ク リ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス

　
東 南 ア ジ ア の イ ン ド 化 に 対 す る イ ン ド 側 の 条 件 を 考 え る た

め に は 、 ポ ロ ッ ク が 提 唱 し た サ ン ス ク リ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス（

Sanskrit 
Cos

mopolis

） の 概 念 が 有 効 で あ る ［

Pollock 1996

］  。

　
東 南 ア ジ ア に 伝 え ら れ た サ ン ス ク リ ッ ト 語 を 基 礎 と す る イ

ン ド 古 典 文 化 が 完 成 し た の は 、 北 イ ン ド に お い て 三 二 〇 年 か ら五 五 〇 年 頃 に 栄 え た グ プ タ 朝 に お い て で あ る と さ れ て い る 。 サン ス ク リ ッ ト 語 は 、 バ ラ モ ン の 教 理 を 伝 え る ヴ ェ ー ダ 文 献 の言 語 と し て 、 き わ め て 古 い 歴 史 を も っ て い る が 、 グ プ タ 朝 が

出 現 す る 頃 以 前 に は 、 バ ラ モ ン の 教 義 と 儀 礼 の た め の 宗 教 言 語と い う 枠 に 閉 じ こ め ら れ て お り 、 碑 文 な ど の 公 的 な 文 書 は 主 とし て プ ラ ー ク リ ッ ト 語 に よ っ て 記 録 さ れ て い た 。 グ プ タ 朝 に おい て 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 は 宗 教 と い う 枠 か ら 解 き 放 た れ 、 文 学や 行 政 の 言 語 と し て そ の 対 象 を 拡 大 し た の で あ る 。 こ こ に 、 サン ス ク リ ッ ト 語 に よ る 文 化 の 規 範 化 が 確 立 し た 。 こ の よ う な サン ス ク リ ッ ト 語 の 使 用 の 爆 発 的 な 拡 大 に よ っ て 形 成 さ れ た 、 西暦 三 〇 〇 年 か ら 一 三 〇 〇 年 に か け て の 、 東 南 ア ジ ア と 南 ア ジ アを 包 括 す る 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 を 公 的 状 況 で 使 用 す る 言 語 世 界を 、 ポ ロ ッ ク は サ ン ス ク リ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス と 名 付 け た 。 彼は 、 サ ン ス ク リ ッ ト 語 が 、 聖 職 者 の 宗 教 的 言 語 か ら 、 段 階 的 に公 的 な 政 治 言 語 へ と 、 西 暦 紀 元 の 始 ま り に 南 ア ジ ア お よ び ほと ん ど 時 を 同 じ く し て 大 部 分 の 東 南 ア ジ ア に お い て 、 サ ン ス クリ ッ ト ・ コ ス モ ポ リ ス を 構 成 す る 政 体 に お け る 政 治 的 表 現 を なす た め の 最 重 要 な 道 具 と な っ た 、 と 主 張 し て い る 。　
こ こ で 注 目 し た い の は 、 公 的 な 政 治 言 語 と し て の サ ン ス ク

リ ッ ト 語 の 使 用 と い う 現 象 は 、 ま ず イ ン ド の 中 で 広 が り 、 そ こか ら ほ ぼ 時 を 同 じ く し て 東 南 ア ジ ア へ と 拡 大 し て い っ た と いう 指 摘 で あ る 。 こ れ は 、 グ プ タ 朝 に お い て サ ン ス ク リ ッ ト 語 が公 的 な 政 治 言 語 と な り 、 古 典 的 サ ン ス ク リ ッ ト 文 化 が 文 化 的 な規 範 と な る と 、 こ の 規 範 が 南 イ ン ド の 諸 王 国 に よ っ て 積 極 的 に受 け 入 れ ら れ た こ と を 意 味 し て い る 。 南 イ ン ド の 住 民 は ド ラヴ ィ ダ 系 の 言 語 を 母 語 と し て い る が 、 こ の 時 期 に な る と イ ンド ・ ヨ ー ロ ッ パ 系 の サ ン ス ク リ ッ ト 語 を 公 的 な 場 面 で 使 用 し 始め た の で あ る 。 こ の よ う な 点 か ら 見 る と 、 南 イ ン ド の 古 典 的 サン ス ク リ ッ ト 文 化 の 受 容 は 、 南 イ ン ド の 「 イ ン ド 化 」 と 呼 ぶ こ
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と
も
で
き
る
し
、
南
イ
ン
ド
の
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た

13
。
な
か
で
も
、
南
イ
ン
ド
東
岸
で
六
世
紀
か
ら

九
世
紀
に
か
け
て
興
隆
し
た
パ
ッ
ラ
ヴ
ァ
王
朝
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
海
上

交
易
で
結
ば
れ
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
に
大
き
く
関
わ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
南
イ
ン
ド
自
体
の
イ
ン
ド
化
の
動
き
を
考
慮
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
過
程
で
、
東
南
ア
ジ
ア
と

も
っ
と
も
接
触
が
深
か
っ
た
の
が
南
イ
ン
ド
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
南
イ
ン
ド
住
民
の
母
語
で
あ
る
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
の
語
彙
の
流
入
が
ほ

と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
も
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
イ
ン
ド
内
部
に
お
け
る
「
イ
ン
ド
化
」
の
議
論
は
す
で
に
セ
デ

ス
に
よ
っ
て
も
提
起
さ
れ
て
い
る
［C

oedès 1968 : 15

］。
セ
デ
ス
に
よ
れ

ば
「
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
は
最
初
期
に
北
西
イ
ン
ド
に
お
い
て
進
展

し
た
『
バ
ラ
モ
ン
化
』
の
海
外
へ
の
延
長
で
あ
る
。」
さ
ら
に
、
東
南
ア

ジ
ア
の
最
初
期
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
刻
文
の
出
現
は
イ
ン
ド
本
土
の
最

初
期
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
刻
文
の
出
現
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
っ
て
は
い
な

い
。
つ
ま
り
東
南
ア
ジ
ア
に
移
植
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
い
し
は

イ
ン
ド
文
明
と
「
ベ
ン
ガ
ル
の
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
明
』
と
の
唯
一
の

違
い
は
前
者
が
海
を
通
じ
て
広
が
っ
た
の
に
対
し
て
後
者
が
陸
を
通
じ

て
広
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
化
は
、
イ
ン
ド
本
土
に

始
ま
り
ベ
ン
ガ
ル
湾
を
経
て
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
る
汎
ベ
ン
ガ
ル
湾
的

と
言
っ
て
も
よ
い
一
つ
の
運
動
で
あ
っ
た
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
論
は
も
っ
ぱ
ら
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
発
達
し
た
大
乗
仏
教

も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
経
典
の
言
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

自
体
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
も
と
も
と
宗
教
的
領
域
で
使
わ
れ
て
い

た
言
語
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
大
乗

仏
教
も
ま
た
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
の
広
が
り
と
と
も

に
、
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
哲
学
的
基
礎
で
あ
る

空
の
思
想
は
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
の
頃
に
中
観
派
を
創
始
し
た
、
南
イ

ン
ド
出
身
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
竜
樹
）
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。

五
世
紀
に
な
る
と
、
仏
教
の
教
育
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の

僧
院
が
作
ら
れ
、
一
二
世
紀
に
破
壊
さ
れ
る
ま
で
、
イ
ン
ド
は
も
と
よ
り

中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
も
優
秀
な
仏
僧
を
引
き
寄
せ
た
。
五
世
紀
頃
に

は
華
厳
経
が
出
現
す
る
が
、
こ
の
大
乗
仏
教
経
典
は
、
日
本
の
八
世
紀
の

東
大
寺
毘び

盧る

舎し
ゃ

那な

仏
や
、
ジ
ャ
ワ
島
で
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て

建
立
さ
れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
寺
院
浮
き
彫
り
の
一
部
の
典
拠
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
七
五
二
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
奈
良
東
大
寺
毘
盧
遮
那

仏
の
開
眼
供
養
会
で
は
、
イ
ン
ド
出
身
の
仏
僧
菩ぼ

提だ
い

僊せ
ん

那な

（B
odhisena

）

が
開
眼
導
師
と
な
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
林
邑
楽
な
ど
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る

仏
教
の
東
漸
と
い
う
潮
流
の
一
部
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
は
、
さ
ら
に
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
る
イ
ン
ド
文
明
の
東
漸
と
い
う
さ
ら
に
巨
大
な

潮
流
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
イ
ン
ド
化
と
は
、
イ
ン
ド
で
巻
き
起
こ
っ

た
一
つ
の
文
化
的
運
動
で
あ
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
と
は
、
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
運
動
の
延
長
線
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
東
南
ア

ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
完
成
し
た
製
品
を
輸
入
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
現
在
進
行
形
の
運
動
の
到
来
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
運
動
が
汎
ベ
ン
ガ
ル
湾
的
な
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す

る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
至
る
イ
ン
ド
系
文
字

の
伝
播
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ン
ド
で
考
案
さ
れ
た
文
字
に
は
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
文
字
と
ブ



135

———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
の
二
つ
の
系
統
が
あ
る
が
、
後
代
に
わ
た
っ
て
継
続
し

て
イ
ン
ド
で
使
わ
れ
た
文
字
は
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
の
系
統
で
あ
る
。
イ

ン
ド
全
域
に
広
が
っ
た
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
は
紀
元
四
世
紀
前
後
か
ら

北
イ
ン
ド
と
南
イ
ン
ド
の
二
つ
の
地
域
的
系
統
に
分
化
す
る
。
図
１
は
イ

ン
ド
系
文
字
の
発
展
の
諸
段
階
を
、
文
字
ta
を
例
に
と
っ
て
模
式
的
に
示

し
た
も
の
で
あ
る

14
。
も
と
も
と
北
イ
ン
ド
で
発
達
し
た
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
で
は
、
文
字
ta
は
「
Y
」
の
字
を
転
倒
さ
せ
た
よ
う
な
形
態
を
も
っ

て
い
た
が
、
や
が
て
遅
れ
て
出
現
し
た
南
イ
ン
ド
系
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文

字
で
は
、
中
心
線
が
下
に
突
き
抜
け
て
左
側
の
足
と
つ
な
が
っ
た
、
あ
た

か
も
平
仮
名
の
「
の
」
の
字
の
よ
う
な
形
態
を
取
る
（
(6)
）。
こ
の
二
つ

の
区
分
は
そ
の
後
の
北
イ
ン
ド
の
イ
ン
ド
系
文
字
と
南
イ
ン
ド
の
イ
ン

ド
系
文
字
の
間
で
引
き
続
き
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
伝

わ
っ
て
現
地
化
し
て
い
っ
た
イ
ン
ド
系
文
字
は
す
べ
て
南
イ
ン
ド
系
の

ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
に
起
源
を
も
っ
て
い
る
（
(10)
）。

　

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
か
ら
紀
元
二
、三
世
紀
こ
ろ
ま
で
は
、
碑
文
等

に
用
い
る
行
政
の
言
語
は
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
っ
た
。
グ
プ
タ
朝
時

代
に
な
っ
た
紀
元
四
世
紀
の
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
宗
教
で
用
い
ら
れ
た
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
が
行
政
の
言
語
と
な
り
、
碑
文
の
大
部
分
が
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、
プ

ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
と
比
べ
て
は
る
か
に
多
く
の
子
音
結
合
を
有
す
る
た

め
、
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
も
ま
た
改
良
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
パ
ッ
ラ

ヴ
ァ
王
朝
で
作
ら
れ
た
グ
ラ
ン
タ
（
聖
典
）
文
字
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
聖
典
を
表
記
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー

文
字
の
一
種
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
化
の
伝
播

は
必
然
的
に
イ
ン
ド
系
文
字
の
伝
来
を
も
た
ら
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お

北インド

南インド

東南アジア大陸部

東南アジア島嶼部

(1) (2)

(9)  （10）

(3) (5)

（15） （16） （17）

（7）（6）

(11)

（8）

（19）

(14)

（18）

(12) (13) 

2世紀前3世紀 4世紀 6世紀 8世紀 10世紀 14世紀 現在

（4）

図1　インド系文字発展の諸段階（文字taを例として模式的に表示）［青山 2002 : 13を修正]

(1) アショーカ王碑文 (前3世紀)，(2) クシャーナ朝碑文 (2世紀)，(3) グプタ朝碑文 (4世紀), (4) シッダマー
トリカー文字 (7世紀), (5) デーヴァナーガリー文字 (現在), (6)イクシュヴァーク朝碑文(3世紀)，(7) タミル文
字 (8世紀), (8) タミル文字 (現在), (9) ヴォカイン碑文 (4世紀頃), (10) ドンイェンチャウ碑文 (4世紀後半), 
(11) クメール文字 (6世紀頃), (12) クメール文字 (970年), (13) クメール文字 (現在), (14) ビルマ文字 (現
在), (15) クタイ碑文 (400年頃), (16) プールナヴァルマン王碑文 (5世紀中頃), (17) ディノヨ碑文 (760年), 
(18) アーディティヤヴァルマン王碑文 (1374年), (19) ジャワ文字 (現在).
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け
る
最
古
の
イ
ン
ド
系
文
字
は
四
世
紀
に
出
現
し
て
お
り
、
セ
デ
ス
も
指

摘
し
て
い
る
と
お
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ

リ
ス
の
出
現
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
が
ま
さ
に
イ
ン
ド
化

の
運
動
の
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

6
　「
イ
ン
ド
化
」
と
中
国
文
明

　

こ
れ
ま
で
、
イ
ン
ド
化
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
を
取
り

上
げ
、
解
答
へ
の
道
筋
を
示
す
な
か
で
、
イ
ン
ド
化
の
特
徴
を
浮
き
彫
り

に
し
て
み
た
い
。
そ
の
問
題
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
を
促
し
た

基
本
的
な
要
因
が
、
東
西
海
上
交
易
の
中
継
点
と
い
う
地
理
的
位
置
に
あ

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
東
西
海
上
交
易
の
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
中
国

文
明
の
影
響
が
な
ぜ
東
南
ア
ジ
ア
に
は
顕
著
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
少
な

く
と
も
、
な
ぜ
当
初
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
化
が
先
行
し
た
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
中
国
本
土
と
陸
続
き
で
あ
り
、
前
漢
の
時
代
に

中
国
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
て
、
紀
元
一
〇
世
紀
に
独
立
を
達
成
し
た
ベ
ト

ナ
ム
北
・
中
部
は
、
中
国
の
支
配
の
も
と
で
漢
字
、
仏
教
、
儒
教
、
道
教

な
ど
の
中
国
文
明
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

扶
南
や
闍
婆
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の
大
部
分
の
地
域
は
、
朝
貢
遣
使
を
お
こ

な
っ
て
中
国
と
の
外
交
関
係
を
も
ち
な
が
ら
も
、
結
局
は
イ
ン
ド
化
し
て

い
る
。
こ
の
問
題
は
、
イ
ン
ド
化
を
考
え
る
う
え
で
、
論
理
的
に
不
可
避

の
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
世
界
の
歴
史
的
条
件

を
検
討
し
て
み
た
い
。
西
嶋
［2000 : 5-6

］
に
よ
る
と
、
東
ア
ジ
ア
世
界

を
構
成
す
る
指
標
と
し
て
漢
字
文
化
、
儒
教
、
律
令
制
、
仏
教
の
四
項
目

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
漢
字
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と

言
う
の
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
は
、
基
本
的
に
中
国
を
中
心
と
し
て
そ
の
周

辺
の
朝
鮮
、
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
を
含
ん
だ
多
言
語
の
領
域
で
あ
る
。
中
国

語
と
は
言
語
が
異
な
り
、
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
周
辺
社
会

に
、
漢
字
文
化
が
展
開
す
る
こ
と
で
、
中
国
文
明
の
他
の
要
素
が
受
容
さ

れ
る
基
礎
が
形
成
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
世
界
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
漢
字
と
漢
文
が
東
ア
ジ
ア
世
界
の
共
通
項
と
な
っ
て
い
る
点

は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
イ
ン
ド
系
文
字
を
共
通
項
と
し
て
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
・
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
が
成
立
し
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
漢
字
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
イ
ン
ド

系
文
字
の
伝
播
と
は
違
っ
た
状
況
を
西
嶋
は
想
定
し
て
い
る
。
西
嶋

［2000 : 137

］
に
よ
る
と
、「
漢
字
が
中
国
の
周
辺
地
域
に
伝
播
し
た
の
は
、

中
国
文
化
が
周
辺
の
地
域
に
比
較
し
て
い
ち
は
や
く
発
達
し
た
た
め
に
、

そ
れ
が
周
辺
の
低
い
文
化
の
地
域
に
自
然
に
拡
大
し
た
、
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
。」
漢
字
の
伝
播
は
、「
文
化
が
文
化
と
し
て
ひ
と
り
歩
き
を
し

た
た
め
に
実
現
し
た
の
で
は
な
く
て
、
実
は
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
国
際

的
政
治
関
係
が
そ
の
こ
と
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
西
嶋
が

中
国
と
の
国
際
的
政
治
関
係
、
す
な
わ
ち
冊
封
体
制
を
強
調
す
る
の
は
、

周
辺
諸
国
の
自
立
性
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

15
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
中
国
の
周
辺
諸
国
が
中
国
の
文
明
的
要
素
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
必

ず
し
も
中
国
の
直
接
的
な
政
治
的
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
（
む

ろ
ん
、
ベ
ト
ナ
ム
の
よ
う
に
そ
う
な
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
が
）、
む
し
ろ

冊
封
体
制
と
い
う
国
際
的
政
治
関
係
に
は
い
っ
た
こ
と
で
、
周
辺
諸
国
の

側
で
漢
字
を
初
め
と
す
る
中
国
文
化
を
受
容
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
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と
い
う
主
体
的
条
件
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
在
地
権
力
の
主
体
的

な
文
明
の
受
容
と
い
う
点
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
も
共
通
し
て
い
る
が
、
冊

封
体
制
と
い
う
国
際
秩
序
を
想
定
す
る
点
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
場
合
と
さ
ら
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
海
上
交
易
の
役
割

で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
イ
ン
ド
化
に
先
行
し
て
海
上
交
易
が
発
達

し
た
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、西
嶋
［2000 : 173

］
に
よ
る
と
、

中
国
と
日
本
の
商
人
の
往
来
は
、「
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
の
国

際
秩
序
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
東
ア
ジ
ア
世
界
と
い
う
国
際

的
政
治
機
構
を
場
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
古
代
東
ア
ジ

ア
世
界
の
本
質
は
政
治
的
な
機
構
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
存
在
が
そ

の
中
に
交
易
活
動
を
促
進
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
。
つ
ま

り
、
国
際
秩
序
の
形
成
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
交
易
活
動
が
発
生
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
西
嶋
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の

大
部
分
が
中
国
文
明
の
要
素
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
ベ
ト
ナ
ム

を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
が
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
的
政
治
関
係
の
中
に

組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

扶
南
を
初
め
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
が
朝
貢
を
行
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
文
明
の
影
響
を
受
け
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
。
と
す
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
の
朝
貢
は
東
ア
ジ
ア
の
朝
貢
と
は
性
格
が

異
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
、
政
治
的
な
関
係
が
ま
ず
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
、
商
業
的
な
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
西
嶋
の
主
張
は
少

な
く
と
も
東
南
ア
ジ
ア
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
る
か
、
い
ず
れ
か

で
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
は
今
こ
の
問
題
に
対

す
る
明
確
な
答
え
の
持
ち
合
わ
せ
は
な
い
が
、
西
嶋
の
指
摘
が
、
東
南
ア

ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
世
界
が
歴
史
的
文
化
圏
に
特
徴
的
な
の
は
、
冊
封
体
制
に

よ
っ
て
、
中
国
を
中
心
と
す
る
国
際
的
政
治
秩
序
関
係
が
成
立
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
儒
教
や
漢
訳
仏
典
に
依
拠
し
た
大
乗
仏
教
の
伝
播
、
律
令

制
の
普
及
も
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
政
治
構
造
を
媒
介
と
し
て
初
め
て

実
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
世
界
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア

ジ
ア
の
間
に
は
、
た
し
か
に
ダ
ル
マ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
の
伝
来
は
あ
っ
た
も

の
の
、
国
際
的
政
治
秩
序
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
と
東
南
ア

ジ
ア
の
間
に
は
、
政
治
的
で
は
な
く
、
長
距
離
海
上
交
易
網
に
依
拠
し
た
、

緩
や
か
な
商
業
的
な
文
化
的
な
結
び
つ
き
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
他
に
、
中
国
文
明
が
東
南
ア
ジ
ア
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
根
拠
を
い
く
つ
か
推
測
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
中
国
の
人

文
地
理
的
環
境
が
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
国
文
明
の
中
心
地
は

黄
河
・
長
江
流
域
で
あ
り
、
陸
路
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
支
配
は
別
に
す
る

と
、
海
を
越
え
た
中
国
文
明
の
影
響
は
こ
れ
ら
の
河
川
が
流
れ
込
む
東
シ

ナ
海
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
文
明
の
中
心
地
は
ガ

ン
ジ
ス
川
流
域
で
あ
り
、
こ
の
川
が
流
れ
込
む
ベ
ン
ガ
ル
湾
周
辺
地
域
に

対
し
て
、
南
イ
ン
ド
を
含
め
て
、
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
が
強
く
及
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
応
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
意
識
の
違
い
も
重
要
で
あ

る
。
中
国
で
は
宋
代
に
な
る
ま
で
長
江
以
南
の
華
南
の
開
発
は
な
か
な
か

進
ま
ず
、
長
ら
く
辺
境
の
地
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
南
方
に
広
が

る
南
海
の
国
々
も
蕃
夷
の
地
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ

ン
ド
に
は
、『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
の
一
節
に
も
出
て
く
る
こ
と
だ
が
、
ベ

ン
ガ
ル
湾
の
海
の
彼
方
に
は
黄
金
の
島
（Suvarṇadvīpa

）、
エ
ル
ド
ラ
ド

が
あ
る
と
い
う
伝
承
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
な
じ
み
の
感
覚
が



138

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
熱
帯
モ
ン
ス
ー
ン
と
い
う
共
通
し
た
気
候
も
東
南

ア
ジ
ア
に
対
す
る
親
近
感
を
強
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
海
洋
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
東
シ
ナ
海
や
南
シ
ナ
海
と
比
較

し
て
、
古
代
か
ら
イ
ン
ド
洋
は
文
明
間
交
流
の
舞
台
で
あ
り
、
モ
ン
ス
ー

ン
の
利
用
な
ど
の
遠
洋
航
海
技
術
が
発
展
し
て
い
た
。
イ
ン
ド
人
も
早
く

か
ら
遠
洋
航
海
に
よ
る
貿
易
活
動
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
、
仏
教
経
典

の
記
述
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
人
が
本
格
的

に
遠
洋
航
海
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
宋
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
中
国
人
と
比
べ
て
イ
ン
ド
人
の
方
が
積

極
的
に
東
南
ア
ジ
ア
に
出
向
い
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
最

後
に
、
い
さ
さ
か
主
観
的
な
表
現
に
な
る
が
、
イ
ン
ド
化
の
時
代
に
は
総

じ
て
イ
ン
ド
文
明
は
相
対
的
に
中
国
文
明
よ
り
も
「
魅
力
的
」
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
々
や
仏
教
の
神
々
の
荘
厳
さ
は
王
侯

貴
族
の
感
覚
を
魅
了
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩
の
英
雄
の
武
勇
伝
は
民
衆

の
娯
楽
へ
の
渇
望
を
癒
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
大
乗
仏
教
の
哲
学
的
思
索
は

知
識
人
の
知
的
欲
求
に
応
え
た
は
ず
で
あ
る
。
最
後
の
点
は
、
法
顕
、
義

浄
、
玄
奘
と
い
っ
た
中
国
人
僧
侶
が
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え
て
イ
ン
ド
ま

で
旅
を
し
た
と
い
う
事
実
が
は
っ
き
り
と
証
明
し
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
そ
し
て
、
パ
レ
ン
バ
ン
で
学
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
多
く
の
東
南
ア
ジ

ア
の
仏
僧
た
ち
も
ま
た
イ
ン
ド
に
対
し
て
同
様
の
憧
憬
の
念
を
抱
い
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

7
　
お
わ
り
に
：
イ
ン
ド
化
と
現
地
化

　

こ
こ
ま
で
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
化
と
い
う
現
象
を
歴
史
的
文
脈
の

中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
イ
ン
ド
化
と

い
う
過
程
に
は
段
階
が
あ
る
こ
と
、
東
南
ア
ジ
ア
側
と
イ
ン
ド
側
の
両
方

の
条
件
が
そ
の
過
程
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
は
イ
ン

ド
と
東
南
ア
ジ
ア
を
包
含
し
た
運
動
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
中
国
文
明
と

イ
ン
ド
文
明
と
の
間
に
は
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
関
係
に
違
い
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ

で
は
、
私
た
ち
は
、
イ
ン
ド
化
と
い
う
過
程
の
中
に
あ
る
イ
ン
ド
文
明
と

東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
社
会
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
前
に
、
文
明
と
文
化
に
つ
い
て
の
定
義
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。
桜
井
［2001 : 16

］
に
よ
れ
ば
「
自
然
に
対
し
て
独
立
性

の
強
い
特
殊
な
文
化
要
素
は
抽
象
性
、
論
理
性
が
強
く
、
環
境
的
な
制
約

を
こ
え
て
伝
播
す
る
こ
と
が
可
能
」
で
あ
り
、「
こ
の
地
域
を
こ
え
た
伝

播
性
を
も
っ
た
特
殊
な
文
化
要
素
を
文
明
要
素
と
よ
ぶ
。
文
明
要
素
が
一

定
の
秩
序
を
も
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
文
明
と
呼
ぶ
」
と
定

義
し
て
い
る
。
一
般
に
文
化
は
生
態
環
境
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
制
約
を
乗
り
越
え
る
だ
け
の
普
遍
性
を
獲
得
し
た
文
化

の
体
系
が
文
明
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
文
化
に
可
搬
性
が
な

い
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
衣
装
、
食
生
活
、
祭
礼
、

舞
踊
、
演
劇
、
神
話
、
物
語
と
言
っ
た
、
本
来
は
あ
る
生
態
環
境
に
根
ざ

し
た
文
化
要
素
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
文
明
と
い
う
枠
組
み
の
一
部
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
環
境
に
伝
播
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
イ
ン
ド
化
に
お
い
て
は
、
外
部
の
文
明
が
現
地
社
会
の
あ

り
方
を
根
本
的
に
規
定
す
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
現

地
社
会
の
論
理
が
貫
徹
し
て
い
て
外
部
の
文
明
か
ら
適
当
な
要
素
を
借
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り
て
い
る
だ
け
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
フ
ァ

ン
・
ル
ー
ル
や
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
の
流
れ
を
く
ん
だ
、
イ
ン
ド
化
は
皮
相
的

な
現
象
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

深
見
は
、「
イ
ン
ド
化
」
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
東
南
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド

に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
東
南
ア
ジ
ア
は
イ
ン
ド
で
は

な
く
東
南
ア
ジ
ア
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
、「
イ
ン
ド
化
」

と
い
う
語
で
は
な
く
「
イ
ン
ド
文
化
の
摂
取
」
と
い
う
語
を
使
う
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
る
［
深
見 1994 : 54-55

］。
そ
の
う
え
で
、
イ
ン
ド
化
と

は
、
在
地
権
力
者
た
ち
が
自
ら
の
権
力
の
正
統
化
と
周
囲
の
類
似
勢
力
に

対
す
る
優
位
確
保
の
手
段
と
し
て
お
こ
な
っ
た
イ
ン
ド
文
化
の
摂
取
で

あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

「
イ
ン
ド
化
」
と
は
、地
方
的
王
権
［
青
山
注
：
ク
ル
ケ
の
言
う
地
域
的
段
階
］

の
形
成
と
い
う
新
し
い
歴
史
的
事
態
に
対
応
す
る
必
要
か
ら
生
じ
た
現
象

で
あ
っ
て
、
台
頭
し
て
き
た
支
配
者
た
ち
が
イ
ン
ド
の
文
化
を
摂
取
し
た

た
め
に
お
こ
っ
た
現
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
国
家
形
成
と
い
う

「
本
質
」
が
イ
ン
ド
的
「
表
現
」
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
奈
良
は
、
イ
ン
ド
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、

イ
ン
ド
的
な
表
現
を
と
る
こ
と
を
イ
ン
ド
化
と
定
義
し
た
う
え
で
、
イ
ン

ド
化
の
過
程
の
中
に
文
明
の
レ
ベ
ル
と
文
化
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
、「
国

家
形
成
の
時
に
高
い
文
明
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
」
こ
と
を
「
イ
ン
ド
化
」

と
呼
び
、
様
々
な
物
語
や
儀
礼
と
い
っ
た
文
化
レ
ベ
ル
で
の
受
容
を
「
イ

ン
ド
文
化
の
摂
取
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
［
奈
良 2005 : 383

］。

そ
の
う
え
で
、
文
明
レ
ベ
ル
の
イ
ン
ド
化
は
社
会
の
上
層
部
が
受
け
入
れ

た
に
と
ど
ま
り
、
後
の
社
会
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
と
は
言
い
難
い
と

し
、
文
化
レ
ベ
ル
の
イ
ン
ド
文
化
の
摂
取
の
方
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
叙
事
詩

を
題
材
と
す
る
ジ
ャ
ワ
の
ワ
ヤ
ン
（
人
形
影
絵
芝
居
）
の
よ
う
に
定
着
し

て
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
す
る
。
奈
良
に
よ
る
文
明
と
文
化
の
レ
ベ

ル
の
区
別
は
実
際
的
で
便
利
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
深
見

の
主
張
の
背
景
に
あ
る
、
現
地
社
会
の
自
律
的
な
発
展
を
重
視
し
、
イ
ン

ド
文
明
の
要
素
の
受
容
は
皮
相
的
だ
と
み
る
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　

私
自
身
は
、
イ
ン
ド
化
の
過
程
に
お
い
て
、
在
地
権
力
の
自
律
的
な
国

家
形
成
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
イ
ン
ド
的
表
現
を
と
っ

た
と
い
う
考
え
方
に
は
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
律

的
な
発
達
を
重
視
す
る
が
た
め
に
、
外
部
文
明
か
ら
の
影
響
を
皮
相
的
な

も
の
と
し
て
排
除
す
る
考
え
方
に
は
必
ず
し
も
与
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
感
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
自
体
が
か
え
っ
て
現

地
社
会
の
変
化
す
る
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
成
り
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
仮
に
イ
ン
ド
化
が
皮
相
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
次

の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
も
ま
た
皮
相
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
国
民
国
家
も

ま
た
皮
相
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の

社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
な
り
国
民
国
家
の
あ
り
様
な
り
が
独
自
な
性
格
を

も
つ
こ
と
は
当
然
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
、
そ
の
社
会
が
古
来
か
ら
変
わ
る

こ
と
の
な
い
本
質
を
維
持
し
続
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
の
間
に
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
本
質
論
に
は
か
な
り

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

外
部
の
文
明
の
要
素
が
伝
播
し
た
と
き
、
そ
れ
は
受
け
入
れ
社
会
の
変

容
を
引
き
起
こ
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
入
っ
て
き
た
文
明
の
要
素
の
方

も
受
け
入
れ
社
会
に
よ
っ
て
変
化
を
被
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ン
ド
化

の
過
程
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
社
会
の
イ
ン
ド
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
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イ
ン
ド
文
明
の
現
地
化
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
化
と
現
地
化

と
は
同
じ
コ
イ
ン
の
両
面
で
あ
っ
て
、
現
地
化
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
イ

ン
ド
化
が
皮
相
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
を
下
す
こ
と
は
、
か

え
っ
て
、
イ
ン
ド
化
の
本
質
を
見
失
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

東
南
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
に
関
す
る
著
作
の
な
か
で
デ
イ
は
、
イ
ン
ド

化
に
お
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
役
割
に
つ
い
て
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス

の
主
張
に
対
す
る
ポ
ロ
ッ
ク
の
批
判
を
肯
定
的
に
引
用
し
つ
つ
、
現
地

化
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
解
を
表
明
し
て
い
る
［D

ay 2002 : 42

］。
そ
れ

に
よ
る
と
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
役
割
に
つ
い
て
、

「
古
来
か
ら
存
続
し
て
い
る
土
着
的
信
仰
に
よ
り
鮮
明
な
形
を
与
え
る
」

も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
そ
れ
に
反
論
し
て
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
役
割
は
、
東
南
ア
ジ
ア
文
化
の
新
し
い
形
態
の
「
真
の
意
味

で
の
創
造
」
に
あ
り
、「
そ
の
過
程
で
そ
れ
自
体
も
形
を
変
え
て
い
く
も

の
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
デ
イ
自
身
の
見
解
と
し
て
、「
現
地
化

と
は
、
外
来
文
化
の
単
な
る
吸
収
で
あ
る
と
か
、
外
来
文
化
に
対
す
る
適

応
で
あ
る
と
か
で
は
な
く
、文
化
の
変
容
（transform

ative

）」
だ
と
す
る
。

　

こ
こ
で
デ
イ
が
使
っ
て
い
る
文
化
の
変
容
と
い
う
概
念
は
、
東
南
ア
ジ

ア
の
イ
ン
ド
化
を
考
え
る
上
で
鍵
と
な
る
概
念
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
は
イ
ン
ド
的
な
表
現
を
用
い
て
自
ら
を
表
現
す

る
ま
さ
に
そ
の
過
程
で
文
化
的
な
変
容
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
の
過
程
こ
そ

が
イ
ン
ド
化
と
呼
ぶ
に
値
す
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ

ン
ド
化
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
が
イ
ン
ド

に
な
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
と
は
決
定
的
に
異
な
る
、
ま
さ
に
「
イ

ン
ド
化
」
し
た
と
し
か
名
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
新
し
い
東
南
ア
ジ
ア

社
会
へ
と
変
容
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

外
部
の
文
明
要
素
の
受
容
を
文
化
の
変
容
の
過
程
と
見
る
考
え
方
は
、

イ
ン
ド
化
の
場
合
以
外
に
も
適
用
で
き
る
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
イ
ス
ラ
ー
ム
が
到

来
し
た
と
き
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と

は
異
な
る
独
自
の
性
格
を
も
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
と
な
り
な
が
ら
も
、
や
は

り
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、
普
遍
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中
に
多
様
性
を
認
め
た
う
え
で
、
現
地
化

し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
も
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
と
し
て
認
め
る

考
え
方
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
も
、
変
容
の
過
程
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
知
見
を
得
る
可

能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
稿
は
東
南
ア
ジ
ア
と
イ
ン
ド
文
明
の
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
）

か
ら
始
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
一
つ
の
結
論
に
達
し
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
他

者
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
ら
が
、
他
者
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
つ
つ
も
他
者

そ
の
も
の
で
は
な
い
新
し
い
自
身
へ
と
変
容
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
れ
と
同
時
に
他
者
も
ま
た
自
ら
の
中
で
変
容
し
て
い
く
こ
と
、
こ
の
よ

う
な
過
程
こ
そ
が
イ
ン
ド
化
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
本
質
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

（
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
六
日
に
東
京
大
学
で
開
催
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア

学
会
関
東
部
会
・
比
較
文
明
学
会
合
同
例
会
に
お
い
て
著
者
が
お
こ
な
っ
た
報
告
「
イ

ン
ド
化
再
考
：
西
と
東
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
古
典
的
文
化
表
象
形

成
の
過
程
と
し
て
」
に
基
づ
き
、
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
を
し

て
い
た
だ
い
た
染
谷
臣
道
氏
、
奈
良
修
一
氏
ほ
か
の
皆
様
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。）
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注

（
1
）
こ
の
こ
と
は
、
西
方
か
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
到
来
も
イ
ン
ド
を
媒
介
と
し
て
い
る

点
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
本
格
的
な
普
及
は
イ

ン
ド
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
着
を
見
て
か
ら
で
あ
り
、
イ
ン
ド
西
部
の
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
の
ス
ラ
ト
は
ア
ラ
ブ
世
界
と
東
南
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
港
市
と
し
て
著
名
で
あ
っ

た
。

（
2
）
ベ
ト
ナ
ム
を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
公
用
語
は
す
べ
て
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー

フ
ミ
ー
文
字
に
由
来
す
る
文
字
を
公
用
の
文
字
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
島
嶼

部
で
も
、
ロ
ー
マ
字
の
使
用
が
普
及
す
る
以
前
は
南
イ
ン
ド
系
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字

が
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
一
部
の
地
方
言
語
で
は
現
在
も
部
分
的
に
使
用
が
続
い
て

い
る
（
バ
リ
文
字
な
ど
）［
青
山 2002

］。

（
3
）
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
は
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
て
い
る
［
青
山 

2006

］。
な
お
、
本
稿
の
主
題
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
が
、
も
し
あ
え
て
付
け
加
え
る

な
ら
ば
、
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
は
、
国
民
国
家
と
し
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
ど

う
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。
独
立
し
た
国
民
国
家
と
し
て
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
成
立
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
淵
源
を
さ
か
の
ぼ
る
民
族
主
義
や
民
主
主
義
に
基

礎
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
も
し
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
を
文

字
通
り
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
民
国
家
と
し
て
の
あ
り
方
を
否

定
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

（
4
）
実
際
、筆
者
の
見
解
で
は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、と
り
わ
け
ジ
ャ
ワ
社
会
の
イ
ス
ラ
ー

ム
に
独
自
性
が
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
イ
ン
ド
文
明
の
影
響
が
ジ
ャ
ワ
社
会
の
深

層
に
定
着
し
て
る
か
ら
こ
そ
だ
か
ら
で
あ
る
［
青
山 2005

］。
し
か
し
な
が
ら
、
イ

ン
ド
化
を
皮
相
的
な
現
象
と
見
る
フ
ァ
ン
・
ル
ー
ル
の
見
解
は
、
イ
ン
ド
化
は
「
地

域
の
歴
史
に
新
し
い
一
章
を
も
た
ら
し
た
」
と
い
う
よ
り
は
「
古
来
か
ら
存
続
す
る

固
有
の
信
仰
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
ス
の

主
張
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
［W

olters 1982 : 9

］。

（
5
）
本
節
の
時
代
的
枠
組
み
は
主
と
し
て
深
見
［1994 : 52

］
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

（
6
）
同
書
に
は
、
東
方
に
あ
る
絹
の
産
地
テ
ィ
ー
ナ
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
中
国
に
つ

い
て
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
イ

ン
ド
と
中
国
と
の
間
の
交
易
は
陸
路
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
［
村
上 1993

］。

（
7
）
葉
調
国
は
イ
ン
ド
側
の
文
献
に
現
れ
る
ヤ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
（Yavadvīpa

）

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ
は
ジ
ャ
ヴ
ァ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
パ

（Javadvīpa

）
と
も
表
記
さ
れ
、
ジ
ャ
ワ
島
な
い
し
ス
マ
ト
ラ
島
、
マ
レ
ー
半
島
を
指

し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
注
7
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）
憍
陳
如
闍
邪
跋
摩
は
カ
ウ
ン
デ
ィ
ン
ヤ
・
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン(K

auṇḍinya 

     Jayavarm
an)

を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
義
浄
が
残
し
た
記
録
と
し
て
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
が
有
名
だ
が
、
他
に
『
大

唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』
が
あ
り
、
ま
た
、『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
羯
磨
』
に
挿
入
さ

れ
た
注
な
ど
に
も
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
状
況
が
生
き
生
き
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
11
）
ジ
ャ
ワ
島
で
は
、
島
の
西
部
で
は
五
世
紀
に
タ
ー
ル
マ
ー
王
国
が
出
現
し
て
い
た

が
、
そ
の
後
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
ジ
ャ
ワ
島
で
本
格
的
な
イ
ン
ド
的
王
国
の
記
録

が
現
れ
る
の
は
、
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
か
ら
お
よ
そ
半
世
紀
お
く
れ
た
八
世
紀
中

葉
の
ジ
ャ
ワ
島
中
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
七
三
二
年
の
チ
ャ
ン
ガ
ル
碑
文
に
は
穀
物

の
実
り
豊
か
で
、
金
鉱
の
豊
か
な
ヤ
ヴ
ァ
（Yava

）
に
お
い
て
シ
ヴ
ァ
神
を
象
徴
す

る
リ
ン
ガ
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
一
方
で
、
七
七
八
年
の
カ
ラ
サ
ン
碑

文
で
は
大
乗
仏
教
が
信
奉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
な
お
、
カ
ラ
サ

ン
碑
文
の
文
字
は
例
外
的
に
北
イ
ン
ド
系
の
文
字
で
、
図
1
の

（4）
に
近
い
）。
ま
た
、

大
陸
部
で
は
ク
メ
ー
ル
系
の
真
臘
が
七
世
紀
に
扶
南
を
併
合
し
、
後
に
隆
盛
を
誇
る

ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
の
基
礎
を
築
い
て
い
る
。
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（
12
）
ビ
ッ
グ
マ
ン
と
は
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
文
化
人
類
学
研
究
に
お
い
て
、
個
人
の
卓
越

し
た
能
力
に
基
づ
い
て
民
衆
の
支
持
を
得
る
指
導
者
の
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ッ
グ
マ
ン

に
よ
る
地
方
の
統
合
は
、
多
く
の
場
合
、
ビ
ッ
グ
マ
ン
が
力
を
失
っ
た
り
死
亡
し
た

り
し
た
時
点
で
崩
壊
す
る
。

（
13
）
イ
ン
ド
の
文
化
人
類
学
で
は
、「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
は
、
下
位
の
ジ
ャ
ー
テ
ィ

集
団
が
上
位
集
団
の
慣
習
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
地
位
を
向
上
さ
せ

る
運
動
を
さ
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
長
い
歴
史
的
視
点
で
考
え
る
な
ら
ば
、
南

イ
ン
ド
社
会
に
よ
る
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
化
の
受
容
も
、
社
会
的
地
位
の
向
上

を
目
指
し
た
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
」
の
一
種
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
14
）
図
1
は
青
山
［2002 : 13
］
に
掲
載
し
た
図
の
一
部
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
く
に
ヴ
ォ
カ
イ
ン
碑
文
の
年
代
に
つ
い
て
は
ポ
ロ
ッ
ク
に
し
た
が
い
四
世
紀
と
し

た
［Pollock 1996 : 219

］。

（
15
）
中
国
の
皇
帝
が
周
辺
諸
国
の
首
長
に
対
し
て
官
職
と
爵
位
を
授
け
る
こ
と
を
冊
封

と
い
う
。
冊
封
さ
れ
た
国
は
中
国
に
対
し
て
朝
貢
な
ど
の
義
務
を
負
い
、
逆
に
中
国

は
そ
の
国
を
軍
事
的
に
援
助
し
た
。
朝
貢
は
、
皇
帝
か
ら
の
回
賜
が
貢
納
を
質
量
共

に
上
回
る
た
め
、
周
辺
諸
国
に
と
っ
て
は
魅
力
的
な
貿
易
形
式
で
あ
っ
た
。
宋
代
以

降
、
冊
封
体
制
は
朝
貢
貿
易
を
中
軸
と
す
る
国
際
秩
序
の
枠
組
み
と
な
っ
た
。

　
　
参
考
文
献

青
山　

亨 2002

「
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
お
け
る
イ
ン
ド
系
文
字
」『
上
智
ア
ジ
ア
学
』

二
〇
号
、
一
一
─
二
三
頁
。

─ 2005

「
南
海
の
女
王
ラ
ト
ゥ
・
キ
ド
ゥ
ル
：
19
世
紀
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー

ム
を
め
ぐ
る
文
化
的
表
象
の
せ
め
ぎ
合
い
」『
総
合
文
化
研
究
』
第
八
号
、
三
五
─

五
八
頁
。

─ 2006

「
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
視
点
：
イ
ス
ラ
ー
ム
の
普
遍
性

と
地
域
の
多
様
性
」
青
山
（
編
）『
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
現
在
』（
南

太
平
洋
海
域
調
査
研
究
報
告
43
号
）
三
─
一
四
頁
。

石
澤
良
昭
（
編
）  2001

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
平
原
・
メ
コ
ン
デ
ル
タ
」
山
本
達
郎
（
編
）『
原

史
東
南
ア
ジ
ア
世
界
』
一
七
三
─
一
九
七
頁
。

池
端
雪
浦
（
編
） 1994

『
変
わ
る
東
南
ア
ジ
ア
史
像
』
山
川
出
版
社
。

応
地
利
明 1997

「
イ
ン
ド
化
」『
事
典
東
南
ア
ジ
ア
』
弘
文
堂
、
三
九
〇
─
三
九
一
頁
。

桜
井
由
躬
雄 2001

「
南
海
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立
」
山
本
達
郎
（
編
）『
原
史
東

南
ア
ジ
ア
世
界
』
一
一
三
─
一
四
六
頁
。

奈
良
修
一 2005  「
中
世
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
影
響
」前
田
專
學（
代
表
）『
中

世
イ
ン
ド
の
学
際
的
研
究
』
科
研
報
告
、
三
八
一
─
四
〇
一
頁
。

西
嶋
定
生 2000

『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』（
李
成
市
編
、
岩
波
現
代
文
庫
）
岩

波
書
店
。

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン 2000

『
文
明
の
衝
突
と
21
世
紀
の
日
本
』（
鈴
木
主
税
訳
、

集
英
社
新
書
）
集
英
社
。

深
見
純
生 1993

「
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
帝
国
」
池
端
雪
浦
（
編
）『
変
わ
る
東
南
ア

ジ
ア
史
像
』
山
川
出
版
社
、
四
七
─
六
九
頁
。

─ 2001

「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
交
易
世
界
の
変
遷
」
山
本
（
編
）『
原
史
東
南
ア
ジ
ア
世
界
』

二
五
五
─
二
八
三
頁
。

藤
井
毅 2003 『
歴
史
の
な
か
の
カ
ー
ス
ト
：
近
代
イ
ン
ド
の
〈
自
画
像
〉』
岩
波
書
店
。

村
上
堅
太
郎
（
訳
） 1993 『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
』（
中
公
文
庫
）
中
央
公
論
社
。 

山
本
達
郎
（
編
） 2001

『
原
史
東
南
ア
ジ
ア
世
界
』（
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
1
）
岩

波
書
店
。

C
oedès, G

. 1968. The Indianized States of Southeast Asia. O
rg. 1964 in French. 

H
onolulu: The U

niversity of H
aw

ai‘i Press.
D

ay, Tony. 2002. Fluid Iron: State Form
ation in Southeast Asia. H

onolulu: The 
U

niversity of H
aw

ai‘i Press.
G

onda, J. 1973. Sanskrit in Indonesia. 2nd ed. N
ew

 D
elhi: International A

cadem
y 

of Indian C
ulture.



143

———　〈東〉と  〈西〉のディアレクティク　———

K
ulke, H

erm
ann. 2001. K

ings and C
ults: State Form

ation and Legitim
ation in 

India and Southeast Asia. N
ew

 D
elhi: M

anohar.
Pollock, Sheldon. 1996. “The Sanskrit C

osm
opolis, 300-1300: Transculturation, 

Vernacularization, and the Q
uestion of Ideology.” In J.E.M

. H
ouben ed.  Ideology 

and Status of Sanskrit: C
ontribution to the H

istory of the Sanskrit Language. 
Leiden, N

ew
 York: E.J.B

rill.
Van Leur, J.C

. 1983. Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and 
Econom

ic H
istory. O

rg. in 1955. D
ordrecht: Foris Publications H

olland.
W

olters, O
.W

. 1982. H
istory, C

ulture, and Region in Southeast Asian Perspectives. 
Singapore: Institute of Southeast A

sian Studies.
Zoetm

ulder, P.J. 1974. K
alangaw

an: A Survey of O
ld Javanese Literature. The 

H
ague: M

artinus N
ijhoff.

—
. 1982. O

ld Javanese-English D
ictionary. 2 vols. The H

ague: M
artinus 

N
ijhoff.



147

Review

西
永
良
成
著

『
激
情
と
神
秘
─
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
詩
と
思
想
』

岩
波
書
店
　
二
〇
〇
六
年
一
月

　

詩
は
感
情
の
言
語
化
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
の
対
象
と
な
る

感
情
が
生
々
し
さ
の
な
か
で
沸
騰
し
て
い
る
さ
中
で
は
な
く
、
時
間
的
な

距
離
を
置
く
こ
と
で
そ
れ
が
沈
静
し
た
段
階
で
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

成
熟
し
た
詩
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
述
べ
た
の
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
芸
術
表
現
の
対
象
と
な
る
も
の
が
、
現
実
世
界
の
文
脈
の

な
か
に
置
か
れ
た
感
情
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
一
旦
切
り
離
さ
れ
た
「
想

像
上
の
感
情
」
で
あ
る
と
す
る
S
・
K
・
ラ
ン
ガ
ー
ら
に
よ
る
近
代
芸
術

学
の
理
論
に
よ
っ
て
も
あ
と
づ
け
ら
れ
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
信
奉
者
で

あ
っ
た
島
崎
藤
村
が
、
青
年
期
の
情
念
的
な
経
験
を
、
仙
台
へ
の
流
離
に

よ
る
沈
静
化
を
経
て
う
た
い
出
し
こ
と
は
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
ろ

う
。

　

西
永
良
成
氏
の
大
著
『
激
情
と
神
秘

─
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
詩
と
思

想
』
を
読
ん
で
第
一
に
抱
か
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
詩
の
生
成
に
関
す

る
一
般
的
な
言
説
へ
の
疑
念
で
あ
っ
た
。
著
作
の
表
題
が
明
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
西
永
氏
の
捉
え
る
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
は
、「
激
情
」
に
動
か
さ

れ
て
詩
と
政
治
の
世
界
に
入
り
込
み
、
活
動
し
た
人
間
で
あ
り
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
詩
作
に
お
い
て
は
そ
の
「
激
情
」
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
写
し
取

る
の
で
は
な
く
、
厳
密
な
表
象
の
論
理
の
な
か
で
言
葉
の
彫
琢
が
お
こ
な

わ
れ
、
そ
の
結
果
難
解
と
晦
渋
を
は
ら
ん
だ
「
神
秘
」
の
様
相
を
呈
す
る

作
品
群
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
表
現
者
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

フ
ラ
ン
ス
文
学
の
専
門
家
で
は
な
い
筆
者
は
、
西
永
氏
の
著
書
に
接
す
る

ま
で
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
に
対
す
る
認
識
は
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
泥
縄

式
に
詩
集
に
眼
を
通
し
た
上
で
、
氏
の
周
到
を
極
め
た
叙
述
の
な
か
に
浮

び
上
が
っ
て
く
る
詩
人
の
像
を
追
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ャ
ー
ル
と
同
時

代
人
で
あ
る
サ
ル
ト
ル
や
カ
ミ
ュ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス

の
文
学
者
が
政
治
活
動
へ
の
関
与
を
保
ち
つ
つ
表
現
者
と
し
て
の
営
為

を
お
こ
な
う
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
シ
ャ
ー
ル
の
特
性
は
、
彼
が
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
な
現
実
の
事
象
に
強
い
関
心
と
参
与
の
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
詩
作
に
生
な
形
で
直
結
さ
せ
ず
、
作
品
自
体
は
晦
渋
な
言
葉
遣
い

の
な
か
に
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
彼
が
青
年
期
に

持
っ
た
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
へ
の
関
与
の
所
産
で
あ
り
、
ブ
ル
ト

ン
や
ア
ラ
ゴ
ン
ら
と
の
交
わ
り
か
ら
蒙
っ
た
影
響
が
、
シ
ャ
ー
ル
の
詩
の

基
底
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
シ
ャ
ー
ル
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
し
て

の
活
動
は
二
〇
代
に
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、
詩
が
あ
く
ま
で
も
言
葉
の
構

築
物
と
し
て
の
自
律
性
を
持
ち
、
生な

ま

の
現
実
世
界
に
帰
属
し
な
い
と
い
う

詩
作
の
意
識
は
そ
こ
で
培
わ
れ
、
シ
ャ
ー
ル
の
詩
人
と
し
て
の
個
性
を
明

確
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

本
書
の
構
成
に
お
い
て
は
、「
シ
ャ
ー
ル
の
詩
作
（
一
）」
の
章
で
シ
ャ
ー

ル
の
幼
少
年
期
の
軌
跡
が
辿
ら
れ
た
後
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
と

の
関
わ
り
が
考
察
さ
れ
、
さ
ら
に
「
シ
ャ
ー
ル
の
詩
作
（
二
）」
の
章
で

は
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
離
れ
た
後
の
シ
ャ
ー
ル
の
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
運
動
へ
の
参
加
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
活
動
と
、
そ
れ
と
「
共
存
」
す

る
、
そ
の
詩
世
界
の
独
自
の
深
化
が
検
討
さ
れ
て
い
く
。
両
者
の
「
共
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存
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ル
に
お
い
て
は
現

実
世
界
の
奔
流
の
な
か
に
身
を
置
く
こ
と
と
、
そ
こ
で
喚
起
さ
れ
た
情
動

が
詩
的
な
言
語
へ
と
転
化
さ
れ
る
こ
と
と
の
間
に
さ
ほ
ど
の
時
空
の
径

庭
は
な
く
、
あ
た
か
も
詩
人
が
「
現
実
的
感
情
」
を
「
想
像
的
感
情
」
へ

と
変
換
さ
れ
る
機
構
を
そ
の
内
に
備
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
実

際
シ
ャ
ー
ル
は
そ
う
し
た
機
構
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
社
会
現
実
に
対
す
る
眼
差
し
の
強
さ
と
峻
別
さ
れ
る
形
で
屹
立
す
る
、

作
品
の
「
神
秘
」
の
深
さ
と
晦
渋
さ
が
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
け
れ
ど
も
興
味
深
い
の
は
、「
解
説
的
、
弁
解
的
な
冗
長
な
言
葉
を

可
能
な
限
り
「
剪
定
」
し
、
簡
潔
、
凝
縮
、
す
な
わ
ち
詩
的
負
荷
を
最
大

限
の
強
度
（intensité

）
に
ま
で
高
め
る
シ
ャ
ー
ル
の
書
法
」
に
対
し
て
、

西
永
氏
が
つ
ね
に
合
理
的
と
も
い
え
る
「
解
釈
」
を
施
そ
う
と
し
て
い
る

こ
と
で
、
た
と
え
ば
今
の
箇
所
に
つ
づ
い
て
引
用
さ
れ
た
「
浪
費
家
の
松

明
」
と
い
う
詩
の
「
隔
離
さ
れ
た
囲
い
が
焼
き
払
わ
れ
る
と
／
雲
よ
、
お

ま
え
が
前
に
で
る
」
と
い
う
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
「
隔
離
さ
れ
た
囲
い
」
と
は

「
社
会
に
背
を
向
け
た
創
作
家
が
閉
じ
こ
も
る
主
観
的
で
感
傷
的
な
美
の

領
域
」
を
指
し
、
後
の
行
は
そ
れ
が
「
焼
き
払
わ
れ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
、「
精
神
の
未
知
の
冒
険
、
抵
抗
も
し
く
は
孤
高
」
を
意

味
す
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
解
釈
は
象
徴
と
い
う
よ
り
も
寓
意
の
領
域
に
帰
属
す
る
性

格
を
強
く
帯
び
て
い
る
が
、
寓
意
と
は
作
者
の
意
識
に
お
い
て
確
立
さ
れ

た
あ
る
種
の
変
換
式
が
現
実
の
事
象
を
取
り
込
み
つ
つ
、
そ
れ
に
応
じ
た

表
象
を
付
与
し
て
い
く
機
構
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
象
徴
と
異
な
る

の
は
、
そ
の
変
換
式
が
必
ず
し
も
読
者
一
般
に
共
有
さ
れ
な
い
限
定
性
を

持
つ
こ
と
で
、
そ
の
点
で
寓
意
的
表
現
は
作
者
と
読
者
の
間
に
成
り
立
つ

秘
儀
的
な
色
合
い
を
帯
び
る
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
秘
儀
を
了
解

し
て
い
る
者
に
は
、
表
現
の
不
透
明
さ
は
直
ち
に
解
消
さ
れ
る
一
方
、
そ

の
外
側
に
い
る
者
に
は
、
そ
の
表
現
が
寓
意
で
あ
る
こ
と
自
体
が
察
知
さ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
永
氏
の
解
釈
は
、
氏
自
身
が
し
ば
し
ば
明
言
し

て
い
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ル
研
究
の
大
家
で
あ
り
、
西
永
氏
の
記
念
碑
的

な
訳
業
と
な
っ
た
『
詩
に
お
け
る
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
』（
法
政
大
学
出
版
局
）

の
著
者
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
の
解
釈
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う

だ
が
、
少
な
く
と
も
西
永
氏
が
、
シ
ャ
ー
ル
詩
の
「
神
秘
」
を
読
み
解
く

秘
儀
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
氏
に

よ
っ
て
施
さ
れ
る
数
々
の
解
釈
は
き
わ
め
て
合
理
的
・
理
性
的
な
読
み
取

り
で
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
た
「
神
秘
」
が
「
神
秘
」
と
し
て

伝
わ
り
に
く
か
っ
た
と
い
う
印
象
も
抱
か
さ
れ
た
。

 

シ
ャ
ー
ル
の
詩
は
確
か
に
難
解
だ
が
、
統
辞
法
を
逸
脱
し
て
言
葉
が
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
跳
梁
に
姿
を
変
え
る
、
暴
力
的
な
意
味
へ
の
反
逆
も
見
出

し
難
い
。
か
い
な
で
の
読
者
と
し
て
シ
ャ
ー
ル
の
詩
を
瞥
見
す
る
と
、
眼

に
つ
く
の
は
自
然
の
喩
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
ひ
ま
わ
り
か
ら

種
子
を
と
る
な
、
／
お
前
の
糸
杉
た
ち
が
苦
し
む
だ
ろ
う
、
／
ご
し
き
ひ

わ
よ
、
再
び
と
び
た
っ
て
／
お
前
の
羊
毛
の
巣
に
も
ど
れ
。
／
／
お
前
が

大
空
の
小
石
で
な
い
の
は
／
風
が
お
前
に
構
わ
な
い
た
め
、
／
田
園
の
鳥

よ
、
虹
は
／
雛
菊
に
併
合
さ
れ
る
。」（
窪
田
般
弥
訳
、
以
下
の
引
用
も
同

じ
）
と
い
っ
た
詩
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
、
自
然
界
の
表
象
を
描
き
な

が
ら
、
同
時
に
人
間
世
界
の
様
相
を
暗
喩
す
る
手
法
は
、
多
く
の
詩
に
見

出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
の
出
会
い
以
前
に
、
水
に

恵
ま
れ
た
南
仏
の
豊
か
な
自
然
の
な
か
に
育
っ
た
シ
ャ
ー
ル
が
、
幼
少
期

か
ら
意
識
す
る
こ
と
な
く
培
っ
た
本
来
的
な
感
性
に
発
す
る
も
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
シ
ャ
ー
ル
自
身
が
自
然
界
の
事
象
と
人
間
界
な
い
し
精
神

界
の
事
象
を
相
互
に
映
し
取
る
機
構
を
手
に
し
、
そ
れ
を
作
動
さ
せ
つ
つ
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詩
作
を
遂
行
し
て
い
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
言
語
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
る
自
然
と
人
間
の
交
歓
の
様
相
が
難

解
さ
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
、
英
仏
が
対
独
宣
戦
を
お
こ
な
っ
た

一
九
三
九
年
九
月
三
日
に
作
ら
れ
た「
高
麗
鶯
」と
い
う
詩
を
占
め
る「
高

麗
鶯
は
夜
明
け
の
首
都
に
入
っ
た
。
／
そ
の
鋭
い
剣
の
な
き
声
は
、
悲

し
い
寝
室
を
し
め
た
。」
と
い
う
最
初
の
二
行
が
、
戦
闘
の
開
始
を
意
味

す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
な
が
ら
、「
高
麗
鶯
」
に
込
め
ら
れ
た
含
意
は
、

翻
訳
を
通
し
て
は
と
う
て
い
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
西
永
氏
も
自
然
を
素
材
と
し
た
シ
ャ
ー
ル
の
詩
に
言
及
し

て
お
り
、
や
は
り
南
仏
の
自
然
へ
の
愛
着
が
も
た
ら
し
た
産
物
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
自
然
を
う
た
っ
た
詩
作
品
は
、

シ
ャ
ー
ル
の
詩
世
界
に
お
い
て
は
比
較
的
平
明
な
色
合
い
を
持
ち
、
解

釈
に
は
さ
ほ
ど
の
労
を
要
さ
な
い
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
西
永
氏
が

シ
ャ
ー
ル
を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
し
て
重
視
す
る
も
の
は
「
痛
み
」
で
あ

り
、自
己
を
「
痛
み
に
住
ま
う
」
人
間
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
が
、シ
ャ
ー

ル
を
創
作
に
導
き
、そ
れ
に
よ
っ
て
も
癒
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
「
痛
み
」

を
抱
え
つ
づ
け
て
生
き
た
と
さ
れ
る
。「
痛
み
」
い
い
か
え
れ
ば
「
受
苦
」

の
な
か
に
身
を
起
き
つ
づ
け
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
詩
人
と
い
う
人
種

を
宿
命
づ
け
る
条
件
で
も
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
宮
沢
賢
治
や
中
原
中

也
も
、
み
ず
か
ら
「
痛
み
」
と
い
う
受
苦
を
呼
び
込
み
、
そ
の
感
覚
を
味

わ
う
こ
と
を
詩
作
の
動
力
と
し
た
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
痛
み
」
は
、

多
く
の
場
合
、
合
理
的
な
説
明
を
受
け
付
け
な
い
先
験
性
と
宿
命
性
を
帯

び
て
い
る
が
、
シ
ャ
ー
ル
に
つ
い
て
も
「
形
而
上
的
と
も
言
え
る
恒
常
的

な
「
痛
み
」」
と
い
う
表
現
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
東
西
の
詩
人

と
い
う
表
現
者
を
介
在
す
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
「
神
秘
」
と
い
う
否
定
神
学
を
、
合
理
的
な
叙
述
に
よ
っ
て
顕

在
化
し
よ
う
と
す
る
西
永
氏
の
力
業
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
、
一
巻
を
読
み
終

え
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。        　
　
　

（
柴
田
勝
二
）
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亀
山
郁
夫
著

『
大
審
問
官
ス
タ
ー
リ
ン
』

小
学
館
　
二
〇
〇
五
年

　

ス
タ
ー
リ
ン
と
は
何
者
だ
っ
た
の
か
。
ス
タ
ー
リ
ン
を
め
ぐ
る
直
接
・

間
接
の
膨
大
な
歴
史
的
史
料
、
同
時
代
人
の
証
言
、
さ
ら
に
は
客
観
的
事

実
と
し
て
の
歴
史
的
事
象
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
何
を
行
っ
た
か
を
示
す
こ

と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
ど
の
よ
う
に
考
え
、
何
が
そ
の

よ
う
な
行
動
に
向
か
わ
せ
た
か
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
論
、
こ
の

こ
と
は
ス
タ
ー
リ
ン
に
限
ら
ず
、
誰
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
ろ

う
が
、
と
り
わ
け
絶
大
な
権
力
が
集
中
し
、
密
告
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

枢
に
座
す
ス
タ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
外
面
に
現
れ
る
言
葉
や
行
為
は
、

少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
思
考
や
感
情
を
示
す
も

の
と
は
な
り
え
な
い
。「
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
謎
を
解
く
鍵
は
無
数
の
密

告
状
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
彼
が
密
告
を
通
し
て
脳
裏
に
作
り
上
げ
た
現

実
は
、
歴
史
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
も
不
可

能
な
狂
気
の
世
界
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
書
を
通
し
て
知
る
ス
タ
ー

リ
ン
時
代
と
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
次
元
の
世
界
な
の
だ
と
い
う
こ
と
」

と
い
う
亀
山
氏
の
確
信
は
、
歴
史
家
が
手
に
す
る
個
々
の
具
体
的
事
象
を

こ
の
書
物
の
中
で
綿
密
に
提
示
し
つ
つ
も
、
全
編
を
通
じ
て
こ
の
著
作
を

支
え
る
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
歴
史
的

事
象
の
裏
面
で
暗
躍
し
た
密
告
状
を
単
に
史
料
的
に
分
析
す
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
的
事
実
と
い
う
外
側
の
世
界
に
対
置
さ
れ
る
あ
る

内
側
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
、
客
観
的
に
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
不
可
能

な
試
み
に
む
け
た
宣
言
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ

と
が
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
を
な
し
、
ま
た
大
き
な
魅
力
を
与
え
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
は
、『
甦
る
フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
』、『
破
滅
の
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
』、

『
磔
の
ロ
シ
ア
』、『
熱
狂
と
ユ
ー
フ
ォ
リ
ア
』
と
い
っ
た
一
連
の
著
作
、

つ
ま
り
、
亀
山
氏
が
こ
れ
ま
で
特
に
精
力
を
注
い
で
き
た
ロ
シ
ア
・
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
詩
人
・
芸
術
家
の
営
為
を
明
ら
か
に
し
、
と
り
わ
け

政
治
権
力
と
芸
術
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
研
究
の
主
題
圏
の
う
ち

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
亀
山
氏
は
本
書
で
、
い
わ

ば
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
お
約
束
事
か
ら
離
れ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
は
じ
め
と

す
る
登
場
人
物
た
ち
の
主
観
の
圏
内
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
。
亀
山
氏
は
エ

ピ
ロ
ー
グ
の
中
で
、
こ
の
著
作
が
と
る
二
つ
の
「
逸
脱
」
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
一
つ
目
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的

手
法
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
逸
脱
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
基
本
的
に

は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
章
構
成
に
よ
り
な
が
ら
も
、「
事
実
」
の
断
片
を

モ
ザ
イ
ク
的
に
配
置
す
る
叙
述
の
あ
り
方
は
、
こ
の
著
作
の
も
う
一
つ
の

重
要
な
特
徴
で
あ
る
が
、
歴
史
を
物
語
る
と
い
う
語
り
の
あ
り
方
に
対
置

さ
れ
る
こ
の
表
現
の
形
式
は
、
内
側
の
「
別
次
元
の
世
界
」
を
描
き
出
す

た
め
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
一
つ
の

「
逸
脱
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
主
観
的
記
述
に

関
わ
る
、「
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
一
人
称
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
導
入
」
で
あ
る
。

亀
山
氏
は
、
著
書
の
な
か
で
こ
れ
を
用
い
た
三
つ
の
箇
所
を
挙
げ
て
い
る

の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
に
限
ら
ず
、
本
書
は
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さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
の
主
観
を
し
ば
し
ば
内
的
な
遠
近
法
に
よ
っ
て

描
き
出
し
て
い
る
。「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ

て
成
立
し
て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
に
一
般
的
に
許
容
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
い

は
、
し
ば
し
ば
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
）
こ
う
い
っ
た
語

り
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
読
者
は
そ
こ
に
「
逸
脱
」
を
認
め
る
と
い
う
よ

り
も
、
お
そ
ら
く
ご
く
自
然
に
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
と
し
て
こ
の
著

作
を
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
大
成
功
を
収
め
た
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
の
オ
ペ
ラ
『
ム

ツ
ェ
ン
ス
ク
郡
の
マ
ク
ベ
ス
夫
人
』
が
、初
演
か
ら
二
年
経
っ
て
突
然
『
プ

ラ
ウ
ダ
』
で
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
事
の
次
第
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ

く
く
だ
り
で
も
、
著
者
は
外
的
な
事
象
に
依
拠
し
た
説
明
の
仕
方
に
満
足

し
な
い
。「
ス
タ
ー
リ
ン
自
身
に
限
り
な
く
寄
り
添
い
、
そ
の
内
面
に
錨

を
落
と
し
て
い
く
」
と
い
う
著
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
言
葉
が
明
示

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、『
マ
ク
ベ
ス
夫
人
』
を
め
ぐ
る
有
名
な
事
件
に

つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
亀
山
氏
の
著
作
全
体
を
通
じ
て
強
く
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
だ
け
を
表
面
的
に
受
け
取
っ
た
と

す
れ
ば
、
単
に
主
観
的
な
感
情
移
入
を
行
っ
て
い
る
と
も
と
ら
れ
か
ね
な

い
。
し
か
し
、
読
者
が
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
て
テ
ク
ス
ト
の
力
を
感
じ

と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
物
に
限
り
な
く
寄
り
添
い
そ
の
内
面
に
錨

を
落
と
す
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
ち
ょ
う
ど
文
学
テ

ク
ス
ト
の
う
ち
に
分
け
入
り
、
生
起
し
た
ば
か
り
で
湿
気
を
含
ん
だ
言
葉

の
そ
ば
の
土
を
踏
み
し
め
、
こ
の
言
葉
に
そ
っ
と
触
れ
る
よ
う
に
沈
潜
し

て
い
く
経
験
を
、
こ
こ
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
た
ち
に
つ
い
て
も
同
じ
よ

う
に
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

全
体
は
五
つ
の
章
か
ら
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
奇
跡
」、｢

暗
雲｣

、「
神
秘
」、

「
聖
戦
」、｢

権
威｣

と
題
さ
れ
た
各
章
の
標
題
の
う
ち
、「
奇
跡
」、「
神
秘
」、

「
権
威
」
は
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
な
か
で
大
審
問
官
が
語
る
地

上
の
三
つ
の
力
に
ち
な
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ

た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
標
題
を
提
示
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
、
ク
ロ
ノ

ロ
ジ
カ
ル
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
レ
ー
ニ
ン
死
去
か
ら
第
一
次
五
カ
年

計
画
採
択
ま
で
を
扱
う
第
一
章
（
一
九
二
四
─
一
九
二
九
）、
マ
ヤ
コ
フ

ス
キ
ー
の
自
殺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
作
家
や
芸
術
家
へ
の
圧
力
強
化
、

そ
し
て
大
粛
清
の
引
き
金
と
な
る
キ
ー
ロ
フ
暗
殺
ま
で
を
扱
う
第
二
章

（
一
九
二
九
─
一
九
三
四
）、
ゴ
ー
リ
キ
ー
毒
殺
と
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
逮
捕
・

銃
殺
と
い
う
二
つ
の
頂
点
と
と
も
に
、
シ
ョ
ス
タ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
批
判
、
メ

イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
処
刑
、
ス
タ
ー
リ
ン
礼
賛
に
よ
り
「
汚
点
」
を
残
し
た

ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
と
プ
ロ
コ
フ
ィ
エ
フ
、
こ
う
い
っ
た
大
テ
ロ
ル
の
時
代
が

語
ら
れ
る
第
三
章
（
一
九
三
五
─
一
九
四
〇
）、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の

「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
態
に
光
を
当
て
た
第
四
章

（
一
九
三
九
─
一
九
四
五
）、
ジ
ダ
ー
ノ
フ
批
判
の
開
始
か
ら
ス
タ
ー
リ

ン
の
死
ま
で
の
最
後
の
時
期
を
扱
う
第
五
章
（
一
九
四
六
─
一
九
五
三
）、

と
見
て
ゆ
く
と
、
確
か
に
そ
こ
で
は
大
き
な
歴
史
の
流
れ
が
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
読
み
進
め
て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
、

各
章
の
冒
頭
に
配
さ
れ
た
コ
ラ
ム
的
な
記
事
な
ど
も
含
め
、
む
し
ろ
断
片

を
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
作
家
や
芸
術
家

の
営
み
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
思
惑
と
の
交
錯
が
い
わ
ば
モ
ザ
イ
ク
的
に
描

き
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
印
象
を
も
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
本
書
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
政
治

的
・
文
化
的
状
況
に
疎
い
読
者
を
も
惹
き
つ
け
る
一
大
パ
ノ
ラ
マ
を
提
示

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
著
作
に
は
も
う
一
つ
別
の
、
読
者
を
惹
き
つ
け

る
仕
掛
け
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
で
謎
の
よ
う
に
示
さ
れ

る
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
傷
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
書
全
体
が
あ
た
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か
も
一
つ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ

の
「
傷
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ー

を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
本
書
の
一
つ
の
軸
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ミ
ス
テ

リ
ー
の
ネ
タ
を
ば
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
や
め
て
お
こ
う
。
こ
れ
を
軸
に
し

て
本
書
が
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
読
み
進
め
て
い

た
の
だ
が
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
読
む
と
、
こ
の
軸
は
、
実
は
執
筆
の
最
後
の

段
階
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
魅
力
的
な
構

成
に
な
お
さ
ら
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。

（
山
口
裕
之
）
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村
尾
誠
一
著

『
残
照
の
中
の
巨
樹
─
正
徹
』

新
典
社
　
二
〇
〇
六
年

　

本
書
は
、
室
町
時
代
に
生
き
、
市
井
に
あ
っ
て
異
彩
を
放
っ
た
歌
人
正

徹
の
生
涯
と
作
品
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
和
歌
の
世
界
に
対
し
て

は
む
ろ
ん
私
は
門
外
漢
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ふ
だ
ん
古
代

ロ
ー
マ
の
詩
を
読
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
世
界
は
と
て
も
興
味
深

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
世
和
歌
と
は
、
王
朝
以
来
の
和
歌
の
蓄
積

の
上
に
、
し
か
も
王
朝
世
界
と
い
う
和
歌
の
現
場
が
失
わ
れ
て
い
く
中
で

創
作
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
、
あ
る
古
典
の
作
品
を
前
提
と

し
、
そ
の
言
葉
を
取
り
込
む
本
歌
取
り
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
詠
ま
れ
る
和
歌
は
観
念
的
な
性
格
を
帯

び
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
が
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
と
共
通
す
る
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
文
学
は
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
模
倣
と
し
て
始
ま
り
、
ロ
ー
マ
詩
に

は
、
古
典
た
る
ギ
リ
シ
ア
詩
の
研
究
に
よ
る
知
識
が
必
須
と
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
も
は
や
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
抒
情
詩
人
が
自
ら
竪
琴
を
爪

弾
き
な
が
ら
聴
衆
の
前
で
歌
う
と
い
う
文
化
は
失
わ
れ
、
創
作
は
、
や
は

り
本
歌
取
り
と
い
え
る
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
詩
を
前
提
と
し
た
観
念
的
な

操
作
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

東
西
の
詩
歌
の
共
通
性
に
惹
か
れ
て
本
書
を
読
み
出
し
た
の
で
あ
る

が
、
宮
廷
和
歌
と
そ
の
伝
統
に
関
す
る
十
分
な
知
識
な
し
に
は
理
解
が
か

な
わ
な
い
中
世
和
歌
の
中
で
も
、
正
徹
の
も
の
は
難
解
で
聞
こ
え
て
い
る

ら
し
い
。
し
か
も
何
と
一
万
余
首
も
の
歌
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。
加
え

て
、
本
書
で
と
く
に
そ
の
意
義
が
解
説
さ
れ
て
い
る
中
世
和
歌
の
転
換
点

に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
さ
に
「
巨
樹
」
と
い
う
べ
き
歌
人

な
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
歌
人
の
作
品
を
少
し
な
り
と
も
味

わ
い
、
解
説
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
正
直
、
心
配
の
ほ

う
が
先
に
立
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
巨
樹
を
取
り
囲
む
森
の
中
を

あ
ま
ね
く
案
内
し
て
く
れ
る
実
に
親
切
な
導
き
手
で
あ
っ
た
。
あ
と
が
き

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
難
解
で
は
あ
る
が
魅
力
に
満
ち
た

歌
人
を
知
ら
せ
る
入
門
的
書
物
が
い
ま
だ
存
在
せ
ず
、
そ
の
役
割
を
果
た

す
べ
き
と
い
う
強
い
思
い
が
本
書
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
の
使
命
は
十
二
分

に
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

た
だ
し
、
目
指
さ
れ
た
の
は
た
だ
の
ガ
イ
ド
役
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

中
世
和
歌
史
を
研
究
し
て
き
た
著
者
に
と
っ
て
も
、
正
徹
は
「
巨
大
な
存

在
」
と
意
識
さ
れ
、
い
ず
れ
論
ず
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
者

を
も
躊
躇
さ
せ
る
難
題
に
挑
み
、
研
究
対
象
と
し
て
正
徹
の
姿
を
描
き
出

し
、
そ
の
独
特
の
魅
力
を
生
み
出
し
て
い
る
作
品
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
本
書
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
っ
た
。
ガ
イ
ド
と
論
考
と
両
面

を
噛
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
苦
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
本
書

に
厚
み
を
与
え
、
一
通
り
の
解
説
に
終
わ
ら
な
い
読
み
応
え
の
あ
る
も
の

に
し
て
い
る
。

　

巨
樹
に
ま
で
至
る
正
徹
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
に
著
者
が

取
っ
た
方
法
は
、
ま
ず
は
評
伝
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
第
一
章
の

幼
少
年
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
、
順
に
二
〇
代
、
三
〇
代
と
、
七
〇
代
に

至
る
ま
で
の
正
徹
の
伝
が
章
を
追
っ
て
辿
ら
れ
る
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
引
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用
さ
れ
る
の
は
、
伝
記
的
資
料
と
も
な
り
う
る
家
集
『
草
根
集
』
と
歌
論

『
正
徹
物
語
』
で
あ
る
。
各
章
の
冒
頭
で
は
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
伝
記
的

事
実
を
教
え
て
く
れ
る
作
品
の
一
節
が
抜
粋
さ
れ
、
著
者
の
想
像
を
交
え

た
か
な
り
自
由
な
現
代
語
訳
で
掲
げ
て
あ
る
。
ほ
か
で
は
原
文
で
引
く
べ

き
は
原
文
で
示
し
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
現
代
語
訳
が
、
著
者
に
よ
っ
て

噛
み
砕
か
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
初
心
の
者
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん

有
り
難
く
、
各
章
の
記
述
へ
と
自
然
に
引
き
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
膨

大
な
作
品
か
ら
抽
出
し
う
る
事
実
に
推
定
を
交
え
て
、
正
徹
の
成
長
と
変

化
、
彼
を
取
り
巻
く
環
境
が
可
能
な
限
り
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中

で
、
読
者
は
中
世
和
歌
の
理
解
に
必
要
な
様
々
な
知
識
を
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
稚
児
文
化
と
い
う
も
の
の
存
在
で

あ
っ
た
り
、
二
条
・
京
極
・
冷
泉
の
三
派
に
分
か
れ
た
定
家
の
家
系
の
位

置
づ
け
で
あ
っ
た
り
、
源
氏
物
語
の
理
解
が
和
歌
を
詠
む
に
必
須
と
さ
れ

た
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。
王
朝
文
化
が
消
え
て
い
く
時
代
に
和
歌
が
作
ら

れ
論
じ
ら
れ
た
場
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
私
に
は
、
禅
林
と
い
う
空
間

に
あ
っ
た
文
学
的
雰
囲
気
、
あ
る
い
は
、
将
軍
義
持
か
ら
定
家
の
歌
に
つ

い
て
下
問
が
あ
っ
た
と
き
の
耕
雲
と
正
徹
の
論
争
と
そ
の
好
学
的
雰
囲

気
な
ど
の
解
説
に
と
く
に
教
え
ら
れ
た
。

　

折
々
の
正
徹
の
風
体
に
読
者
の
想
像
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
正

徹
の
変
化
を
具
体
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
著
者
の
強
い
意
識
を
感
じ

た
。
た
と
え
ば
、一
〇
代
の
終
わ
り
奈
良
か
ら
京
都
へ
帰
っ
た
正
徹
は「
成

人
の
青
年
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
風
体
の
想
像
は
な
か
な

か
難
問
で
あ
る
。
一
応
は
、
比
較
的
上
級
の
武
家
的
な
風
体
を
想
像
し

て
お
き
た
い
。」
と
あ
り
、
五
〇
代
、
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
『
新
続
古
今

和
歌
集
』
撰
集
期
に
は
「
隠
者
歌
人
ら
し
い
と
も
言
え
よ
う
し
、
市
井
の

歌
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
歌
人
と

し
て
い
わ
ば
自
転
し
て
い
る
日
々
を
正
徹
は
過
ご
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。」
と
そ
の
姿
を
描
く
。
資
料
に
よ
り
な
が
ら
も
、
平
板
な
記
述
に
は

せ
ず
、
正
徹
の
姿
を
立
体
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
隅
々
に
窺
わ
れ
る
。

　

と
り
わ
け
著
者
が
目
を
凝
ら
し
て
い
る
の
は
、
正
徹
な
ら
で
は
と
言
え

る
特
質
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
そ
の
作
品
に
見
出
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
探
究
に
は
、
一
万
余
首
が
正
徹
の
作
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ

と
に
再
び
驚
嘆
し
た
の
だ
が
、
五
二
歳
の
と
き
に
草
庵
が
焼
失
し
、
三
〇

年
余
り
た
め
て
き
た
二
万
数
千
首
と
も
い
う
詠
草
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
事
実
が
障
害
と
な
る
。
し
か
し
著
者
は
現
存
作
品
を
見
据
え
た
上

で
、
三
〇
代
の
作
品
は
概
ね
伝
統
的
で
凡
庸
、
い
ま
だ
正
徹
ら
し
さ
の
形

成
途
上
に
あ
り
、
四
〇
代
で
和
歌
師
範
と
し
て
将
軍
家
と
も
関
わ
り
を
も

ち
、
歌
人
と
し
て
社
会
的
地
位
を
確
立
し
て
い
る
が
、
本
来
晩
熟
の
歌
人

で
あ
り
、
五
〇
代
の
不
遇
と
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
な
か
っ
た

傷
心
を
経
て
、
六
〇
歳
に
な
っ
て
住
吉
社
に
奉
納
し
た
百
首
歌
に
、
絶
望

の
気
持
ち
が
和
歌
の
本
意
を
逸
脱
さ
せ
て
い
る
例
を
指
摘
し
、
正
徹
独
自

の
個
性
の
表
出
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
将
軍
義
教
の
専
制
的
支
配
が

終
焉
し
た
中
で
、
一
条
兼
良
が
催
し
た
歌
合
に
正
徹
が
参
加
し
て
詠
ん
だ

歌
を
取
り
上
げ
、
堯
孝
の
歌
と
組
ま
れ
た
正
徹
の
作
に
対
す
る
兼
良
の
判

定
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
定
家
を
崇
拝
し
て
独
自
の
歌
風
を
開
き
、
正
統

か
ら
逸
脱
し
た
観
念
性
の
強
い
難
解
な
作
で
あ
り
な
が
ら
不
思
議
な
魅

力
を
湛
え
て
い
る
正
徹
の
和
歌
世
界
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　

本
書
で
は
ま
ず
は
正
徹
の
歌
人
と
し
て
の
生
涯
を
辿
る
こ
と
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
時
々
に
和
歌
が
引
用
さ
れ
正
徹
の
特

質
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
と
り
わ
け
著
者
の
炯
眼
と
適
切
な
解

説
が
光
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
正
徹
が
源
氏
物
語
を
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自
在
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
取
り
上
げ
た
次
の
一
首
。

咲
け
ば
散
る
夜
の
間
の
花
の
夢
の
う
ち
に
や
が
て
ま
ぎ
れ
ぬ
峯
の
白
雲

こ
の
歌
は
源
氏
物
語
の
若
紫
巻
の
光
源
氏
の
歌
「
見
て
も
又
逢
ふ
夜
ま
れ

な
る
夢
の
う
ち
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
憂
き
身
と
も
が
な
」
の
本
歌
取
り
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
義
母
で
あ
る
藤
壺
の
返
歌
「
世
語
り
に
人
や
伝
へ

ん
た
ぐ
ひ
な
く
憂
き
身
を
さ
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
」
を
も
取
り
込
ん
で
い

る
と
す
る
正
徹
の
自
注
に
触
れ
て
、「
あ
る
意
味
で
は
単
純
な
落
花
の
世

界
の
背
後
に
、
こ
れ
だ
け
の
濃
厚
な
人
間
ド
ラ
マ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
透
か
し
見
え
る
こ
と
が
「
幽
玄
」
の
実
現
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
…
源
氏
物
語
自
体
が
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
生
々
し
さ
を
削
ぎ
落
と

し
、
美
的
に
観
念
化
さ
れ
て
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
も
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
然
変
質
は
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
源
氏
物
語
は
正
徹

達
の
美
の
典
拠
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
テ

ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
の
交
差
と
重
な
り
、
そ
こ
に
生
じ
る
作
用
、
多
次
元

の
空
間
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
と
い
う
現
代
の
新
し
い
テ
ク
ス
ト
観
を
も

考
え
さ
せ
ら
れ
て
た
い
へ
ん
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。

　

観
念
主
義
者
と
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
正
徹
で
あ
る
が
、
狭
い
世

界
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
生
活
詩
的
な
和
歌
へ
の
共
感
を
抱
い
て

い
て
、
自
ら
極
め
て
広
い
範
囲
の
事
柄
を
詠
み
、
毎
日
の
よ
う
に
詠
み
続

け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
不
断
の

積
み
重
ね
が
正
徹
の
独
自
の
境
地
を
開
く
基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

も
著
者
は
注
意
を
向
け
さ
せ
て
い
る
。
伝
記
的
資
料
と
し
て
は
そ
れ
ら
生

活
に
即
し
た
和
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
正
徹
の
人
生

を
辿
り
終
え
た
の
ち
の
第
八
、九
章
で
は
、
正
徹
の
和
歌
の
独
特
の
魅
力

と
意
義
を
よ
り
鮮
明
に
見
せ
て
い
る
芸
術
的
な
作
品
と
い
う
観
点
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
『
正
徹
物
語
』
と
『
草
根
集
』
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
著
者
を
惹
き
つ
け
た
正
徹
の
い
わ
く
言
い
難
い
魅
力
が
探
ら
れ
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

著
者
の
指
摘
を
二
、三
引
い
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
自
讃
歌
で
あ
る

「
渡
り
か
ね
雲
も
夕
を
な
ほ
た
ど
る
跡
な
き
雪
の
峯
の
梯
」
に
つ
い
て
は
、

正
徹
自
身
が
語
る
作
意
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
こ
の
難
解
な
作
品
の
「
何

か
と
て
つ
も
な
い
奥
行
き
の
あ
る
よ
う
な
、
複
雑
な
読
後
感
」
を
正
徹
の

捉
え
る
幽
玄
体
の
実
現
と
し
て
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、「
夕
ま
ぐ
れ
そ

れ
か
と
見
え
し
面
影
の
霞
む
ぞ
形
見
有
明
の
月
」
で
は
、
源
氏
物
語
に
お

い
て
と
も
に
狂
お
し
い
恋
愛
を
す
る
浮
舟
と
夕
顔
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
と

の
関
係
を
指
摘
し
、や
は
り
こ
こ
で
も
「
王
朝
的
な
豊
艶
な
美
の
抽
象
化
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
春
の
夜
は
か
り
ね
の
夢
の
浮
き
橋

も
み
じ
か
き
雲
に
わ
た
る
か
り
が
ね
」
で
は
、
縁
語
の
働
き
に
よ
っ
て
言

葉
を
連
ね
る
正
徹
の
手
法
を
教
え
、
定
家
の
有
名
な
歌
「
春
の
夜
の
夢
の

浮
き
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
別
る
る
横
雲
の
空
」
と
の
関
係
を
指
摘
し
、「
も

と
も
と
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
の
よ
う
な
定
家
歌
を
変
奏
し
て
独
自
の
世

界
を
形
成
し
て
い
る
。」
と
見
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
仏
教
の
本
覚
論
と

結
び
つ
く
よ
う
な
歌
や
、
禅
的
思
考
を
思
わ
せ
る
抽
象
的
な
空
間
把
握
を

示
し
た
歌
も
あ
っ
て
、「
思
想
詩
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
へ
の
展
開
の
可

能
性
」
も
見
出
し
て
い
る
。
著
者
の
和
歌
研
究
の
蓄
積
は
正
徹
の
魅
力
を

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
書
の
紹
介
に
終
始
し
た
が
、
本
書
が
も
っ
と
広
く
知
ら
れ
て

よ
い
正
徹
と
い
う
大
き
な
歌
人
に
多
く
の
人
を
導
く
絶
好
の
書
と
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
私
も
ロ
ー
マ
詩
と
の
共
通
性
と
い
う
こ
と

を
超
え
て
正
徹
の
和
歌
に
惹
か
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
崎
務
）
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八
木
久
美
子
著

『
マ
フ
フ
ー
ズ
・
文
学
・
イ
ス
ラ
ム
─
エ
ジ
プ
ト
知
性
の
閃
き
』

第
三
書
館
　
二
〇
〇
六
年
九
月
二
〇
日

　

本
書
は
、
一
九
八
八
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
、
現
代
ア
ラ
ブ

文
学
を
世
界
文
学
に
押
し
上
げ
た
エ
ジ
プ
ト
の
小
説
家
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ

フ
ー
ズ
（
一
九
一
一
─
二
〇
〇
六
）
を
論
じ
た
待
望
の
本
格
的
な
研
究
書

で
あ
る
。

　

ア
ラ
ブ
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
の
な
い
評
者
に
読
み
通
せ
る
か

ど
う
か
最
初
不
安
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ざ
読
み
始

め
て
み
る
と
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
知
的
刺
激
に
満
ち
た
こ
の
書

物
を
一
気
に
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
書
は
、「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
日
本
語
に
翻
訳
し
、
加
筆
訂
正
し
た
も
の
と

の
こ
と
で
、
さ
ら
に
「
ア
ラ
ブ
の
近
代
小
説
、
あ
る
い
は
近
代
思
想
に
親

し
ん
で
い
な
い
読
者
を
想
定
し
、
歴
史
的
な
背
景
や
思
想
的
系
譜
に
つ
い

て
の
説
明
を
増
や
す
一
方
、
本
来
宗
教
学
の
論
文
と
し
て
か
な
り
の
部
分

を
占
め
て
い
た
神
秘
主
義
や
宗
教
と
集
団
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
つ

い
て
の
専
門
的
な
議
論
は
削
り
つ
つ
、
マ
フ
フ
ー
ズ
と
い
う
一
人
の
人
間

が
で
き
る
だ
け
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
体
裁
を
整
え
た
」
と
の
配
慮
が
払

わ
れ
た
上
で
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
気
配
り
の
お
陰
で
、
ア

ラ
ブ
文
学
の
世
界
的
作
家
を
論
じ
た
本
書
を
ア
ラ
ブ
文
学
に
疎
い
評
者

が
知
的
興
奮
を
味
わ
い
つ
つ
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
運
で

あ
っ
た
。

　

本
書
は
、
序
章
に
続
き
、
本
文
四
章
の
構
成
か
ら
成
る
。

　

序
章
で
は
導
入
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
が
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
抱
え
た

伝
統
と
近
代
の
統
合
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
と
西
洋
文
明
の
相
克
、
近
代
小
説

の
形
成
と
い
っ
た
問
題
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

第
一
章
で
は
、「
カ
イ
ロ
っ
子
」
マ
フ
フ
ー
ズ
の
誕
生
か
ら
小
説
家
マ

フ
フ
ー
ズ
の
思
想
形
成
、
創
作
活
動
を
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
状
況
、
時
代

背
景
に
目
配
せ
し
つ
つ
論
じ
、
作
品
の
効
果
的
な
引
用
に
よ
り
そ
の
人

物
像
に
迫
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
作
家
活
動
を
開
始
す
る
マ
フ
フ
ー
ズ

が
、
自
分
が
生
き
た
カ
イ
ロ
と
い
う
世
界
と
自
ら
が
熟
知
す
る
カ
イ
ロ

の
人
々
を
描
く
こ
と
で
、
作
家
と
し
て
の
才
能
を
開
花
さ
せ
、
初
期
の

「
歴
史
的
作
品
」
を
経
て
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
七
年
に
か
け
て
の

「
社
会
的
作
品
」、
そ
の
後
の
沈
黙
期
間
を
挟
ん
で
、
一
九
五
九
年
か
ら

一
九
六
六
年
に
か
け
て
の
「
哲
学
的
作
品
」、
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
か

ら
一
九
八
〇
年
代
に
書
か
れ
る
、著
者
が
敢
え
て
呼
ぶ
「
新
社
会
的
作
品
」

へ
と
続
く
一
連
の
作
品
群
が
生
み
出
さ
れ
る
経
緯
が
手
際
よ
く
紹
介
さ

れ
る
。

　

第
二
章
か
ら
第
四
章
で
こ
れ
ら
の
作
品
群
か
ら
主
に
代
表
作
を
中
心

に
取
り
上
げ
、
見
事
な
手
捌
き
で
の
作
品
引
用
と
解
説
に
よ
り
マ
フ
フ
ー

ズ
の
思
想
の
変
遷
と
文
学
観
の
特
質
が
浮
き
彫
り
に
し
て
示
さ
れ
る
。

第
二
章
で
の
、
生
涯
の
師
で
あ
る
サ
ラ
ー
マ
・
ム
ー
サ
（
一
八
八
八
─

一
九
五
八
）
と
の
出
会
い
、「
こ
の
出
会
い
な
し
に
は
、
小
説
家
と
し
て

の
マ
フ
フ
ー
ズ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
思
想
の
豊
か
さ
も
得
ら
れ
な
か
っ

た
」
と
の
記
述
に
関
心
が
惹
き
付
け
ら
れ
る
。
マ
フ
フ
ー
ズ
は
ム
ー
サ
か
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ら
社
会
主
義
、
科
学
的
精
神
、
寛
容
の
精
神
を
学
び
取
っ
た
と
い
う
。
こ

こ
で
い
う
社
会
主
義
と
は
倫
理
的
な
、
穏
健
な
改
良
主
義
的
な
も
の
を
さ

す
よ
う
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
「
哲
学
的
作
品
」
か
ら
『
我
が
町
内
の
子

供
た
ち
』（
一
九
五
九
）
を
は
じ
め
と
し
て
『
ナ
イ
ル
川
で
の
さ
さ
や
き
』

（
一
九
六
六
）
に
い
た
る
間
の
主
要
な
諸
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
マ

フ
フ
ー
ズ
の
思
想
と
文
学
観
の
深
化
が
語
ら
れ
る
。「
哲
学
的
作
品
」
に

は
「
科
学
に
は
答
え
ら
れ
な
い
問
い
の
答
を
探
し
求
め
る
こ
と
、
人
生
に

一
貫
し
た
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
何
か
を
追
い
求
め
る
こ
と
」
が
モ
チ
ー

フ
と
し
て
共
通
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
思

想
を
基
底
と
す
る
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
著
者
は
、「
コ
ー
ラ
ン
を

別
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
生
ん
だ
も
っ
と
も
豊
か
な
文
学
世
界
が

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が

個
人
の
精
神
、
魂
の
自
由
な
飛
翔
を
可
能
に
し
、
そ
れ
を
通
し
て
真
実
性
、

神
に
近
づ
く
と
い
う
道
を
用
意
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
文
学

と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
関
わ
り
を
語
り
か
け
る
。
だ
が
一
方
で
、『
我
が
町

内
の
子
供
た
ち
』
は
反
イ
ス
ラ
ム
的
と
み
な
さ
れ
、
本
書
の
序
章
冒
頭
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
一
九
九
四
年
の
マ
フ
フ
ー
ズ
暗
殺
未
遂
事
件

を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
る
。
第
四
章
で
は
マ
フ
フ
ー
ズ
の
思
想
的
変

遷
が
到
達
し
た
「
社
会
主
義
的
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

要
点
と
し
て
、
や
や
長
く
な
る
が
著
者
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

　

マ
フ
フ
ー
ズ
に
と
っ
て
「
神
を
求
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
決
し
て
世

俗
を
見
お
ろ
し
て
、
世
俗
へ
の
関
心
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、
神
の
意
志
を
少
し
で
も
正
確
に
理
解
し
、
そ
れ
を
社
会

の
な
か
で
可
能
な
限
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
有
限

な
る
人
間
が
超
越
者
の
意
志
を
理
解
し
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
の
作
業

に
は
終
わ
り
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
生
き
て
い
る
限
り
永
遠
に
続
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厳
し
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
マ
フ

フ
ー
ズ
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
こ
の
作
業
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

て
い
る
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
理
想
社
会
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
社
会
主
義
は
イ
ス
ラ
ム

教
徒
の
信
仰
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
は
マ
フ
フ
ー
ズ
が
「
社
会
主
義
的
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
も
の
に
な
る
。（

348
）

　

マ
フ
フ
ー
ズ
は
こ
の
思
想
を
「
哲
学
的
作
品
」
お
よ
び
「
新
社
会
的
作

品
」
に
お
い
て
具
体
的
な
形
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
実
践
し
た
。

　

マ
フ
フ
ー
ズ
は
大
き
な
文
学
的
足
跡
を
残
し
て
二
〇
〇
六
年
八
月

三
〇
日
に
九
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
上
梓
さ

れ
た
本
書
は
そ
の
明
晰
な
文
体
に
よ
っ
て
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
人
間
像
を

く
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
し
て
そ
の
足
跡
の
大
き
さ
を
改
め
て
語
り
か

け
て
く
れ
る
。

　

著
者
八
木
氏
の
真
摯
な
探
求
の
結
実
で
あ
る
本
労
作
が
、
日
本
の
ア
ラ

ブ
文
学
研
究
の
さ
ら
な
る
推
進
に
大
き
な
貢
献
を
な
す
も
の
と
確
信
す

る
。

　

ま
た
、
国
際
学
術
交
流
の
点
か
ら
も
、
英
文
の
原
著
博
士
論
文
の
一
日

も
早
い
公
刊
を
待
ち
望
み
た
い
。

（
川
口
健
一
）
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柴
田
勝
二
著

『
漱
石
の
な
か
の
〈
帝
国
〉
─
「
国
民
作
家
」
と
近
代
日
本
』

翰
林
書
房
　
二
〇
〇
六
年
一
二
月

　

私
事
に
亙
る
感
想
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
本
書
を
繙
読
し
て
い
る
あ
い

だ
、
書
評
者
の
脳
裡
に
頻
り
に
去
来
し
た
の
は
、
福
澤
諭
吉
の
「
瘠
我
慢

の
説
」（
一
八
九
一
年
執
筆
、一
九
〇
一
年『
時
事
新
報
』に
掲
載
）や
、森
鷗
外
の「
普

請
中
」（
一
九
一
〇
年
『
三
田
文
学
』
に
発
表
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由

は
簡
単
で
、
た
ま
た
ま
、『
明
治
小
説
全
集
』
と
し
て
集
大
成
さ
れ
て
い

る
、
山
田
風
太
郎
が
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
か
け
て
い
く
つ
か

の
雑
誌
・
新
聞
に
連
載
し
た
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
小
説
群
を
こ
の
と
こ
ろ

集
中
的
に
読
ん
で
い
た
せ
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
上
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
性
に
溢
れ
た
こ
の
壮
大
な
連
作
に
あ
っ
て
は
、
鷗
外
、
漱
石
、

子
規
、
熊
楠
、
一
葉
、
荷
風
、
透
谷
な
ど
の
傍
役
を
含
め
て
、
綺
羅
星
の

ご
と
き
登
場
人
物
た
ち
の
多
く
は
明
治
時
代
の
実
在
の
著
名
人
で
あ
り
、

厖
大
な
資
料
の
咀
嚼
と
引
証
が
虚
構
の
土
台
を
な
し
て
い
る
。

　

も
と
よ
り
夏
目
漱
石
の
か
ず
か
ず
の
著
作
に
日
頃
と
く
に
親
し
ん
で

い
る
わ
け
で
も
な
く
、
牽
強
付
会
の
虞
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
は
い
え
、

書
評
者
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
本
書
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
論
点

は
、
独
り
漱
石
の
み
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
漱
石
研
究
と
い
う

特
定
の
学
問
分
野
の
み
に
裨
益
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
と
時
を
同
じ

く
し
て
近
代
日
本
国
家
の
生
成
の
場
に
立
ち
会
っ
て
い
た
多
く
の
人
び

と
（
そ
の
な
か
に
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
＝
小
泉
八
雲
な
ど
も
当
然

含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
）
の
意
識
や
心
理
に
も
必
然
的
に
か
か
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
明
治
期
日
本
の
知
識
人
階
級
を
中
心
と
し
て
国
民

全
般
の
う
え
に
重
く
の
し
か
か
り
、
共
通
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
難
題

（
明
治
期
に
お
け
る
そ
の
最
大
の
も
の
が
条
約
改
正
と
い
う
具
体
的
な
政

治
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
）
が
、
形

を
変
え
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
ゆ
く
べ
き
な
に

か
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
歴
然
と
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

　

こ
こ
で
い
ま
さ
ら
事
新
し
く
特
筆
大
書
す
る
に
も
お
よ
ば
ぬ
こ
と
な

が
ら
、
幕
藩
体
制
崩
壊
期
の
江
戸
牛
込
に
生
を
享
け
、
漢
文
、
漢
籍
の
素

養
を
少
年
期
に
お
け
る
人
間
形
成
の
お
も
な
基
盤
と
し
て
育
っ
た
漱
石

夏
目
金
之
助
の
作
品
に
は
、
江
戸
と
東
京
の
連
続
な
ら
び
に
断
絶
の
併
存

と
い
う
、
明
治
期
の
精
神
風
土
に
固
有
の
錯
雑
し
た
二
律
背
反
性
、
自
家

撞
着
性
か
ら
見
て
も
、
同
時
代
の
文
筆
家
た
ち
と
の
比
較
と
い
う
点
か
ら

見
て
も
、
い
さ
さ
か
異
質
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
斬
新
さ
や
新
奇
さ
に
満

ち
て
い
る
。
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
そ
う
し
た
要
素
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
以
降
の
英
文
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
光
学
、
心
理
学
、
進
化
論
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
的
な
「
持
続
」
に
も
と
づ
く
時
間
論
と
い
っ
た
外
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
教
養
の
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
簡
単
に

か
た
づ
け
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
適
切
で
な
い
。
多
方
面
に
見
い
だ
す
こ

と
で
の
き
る
新
機
軸
（
一
面
に
お
い
て
は
「
未
来
に
至
る
〈
近
代
〉
へ
の

志
向
」［
四
七
］
に
も
つ
う
じ
る
も
の
）
は
、
漱
石
自
身
が
習
慣
的
、
反
省

的
に
い
だ
い
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
価
値
観
や
倫
理
観
に
照
ら
す
と
き
、
微
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妙
な
違
和
や
不
和
や
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
る
も
と
と
も
な
る
。
し
か
し
、
見

か
た
を
変
え
て
い
え
ば
、
そ
う
し
た
感
覚
的
な
違
和
な
り
不
和
な
り
が
、

い
や
む
し
ろ
そ
れ
ら
こ
そ
が
、
漱
石
作
品
を
根
柢
に
お
い
て
特
徴
づ
け
る

美
学
的
個
性
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
い

は
可
能
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　

以
上
、
概
略
を
述
べ
き
た
っ
た
よ
う
な
漱
石
文
学
の
特
質
は
、
こ
れ
ま

で
営
々
と
積
み
か
さ
ね
ら
れ
て
き
た
批
評
家
た
ち
や
研
究
者
た
ち
に
よ

る
議
論
に
お
い
て
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
焦
点

と
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
肝
要
な

問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
漱
石
の
立
脚
点
と
さ
れ
る
も
の
、
彼
の
価
値

意
識
が
、
個
人
主
義
、
国
家
主
義
の
い
ず
れ
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た

か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
た
い
し
て
、本
書
は
、

い
わ
ば
止
揚
と
称
す
べ
き
展
開
の
道
筋
を
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
一
貫

し
て
い
る
。「
漱
石
は
決
し
て
偏
狭
な
国
家
主
義
者
で
は
な
い
が
、
少
な

く
と
も
自
己
へ
の
肯
定
と
自
国
へ
の
肯
定
が
連
続
す
る
地
平
の
な
か
を

生
き
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
」（
一
一
）
と
い
う
主
張
が
端
的
な
例

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
漱
石
自
身
に
よ
る
個
人
主
義
（「
自
己
本
位
」）
の
発

見
そ
の
も
の
も
ま
た
、
日
本
人
と
し
て
の
西
洋
な
い
し
は
英
文
学
と
い
う

他
者
の
発
見
を
経
由
し
た
弁
証
法
的
過
程
の
う
え
に
な
る
達
成
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
事
実
を
想
起
し
て
み
て
も
よ
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

個
人
と
国
家
は
、
互
い
に
排
斥
し
合
う
、
両
立
し
得
な
い
単
位
な
ど
で
は

な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
切
り
離
し
が
た
い
連
繋
が
あ
る
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
著
者
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
福

澤
諭
吉
『
学
問
ノ
ス
ゝ
メ
』（
一
八
七
二
─
七
六
年
）
と
内
村
鑑
三
「
イ
エ
ス

の
愛
国
心
」（
一
九
一
〇
年
）
の
例
で
あ
る
。

　

個
人
主
義
と
国
家
主
義
の
表
裏
一
体
化
と
い
う
面
に
か
ぎ
ら
ず
、
二
者

の
両
立
、
並
立
、
有
機
的
連
関
は
、
漱
石
の
思
索
的
営
為
に
あ
っ
て
は
、

根
幹
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

も
っ
と
も
明
瞭
に
証
し
て
い
る
の
は
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
行

な
わ
れ
た
講
義
に
も
と
づ
く
『
文
学
論
』（
一
九
〇
七
年
）
の
劈
頭
で
呈
示

さ
れ
た
有
名
な
定
義
で
あ
ろ
う
。「
凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は
（F+f

）

な
る
こ
と
を
要
す
。
Ｆ
は
焦
点
的
印
象
又
は
観
念
を
意
味
し
、
ｆ
は
こ
れ

に
附
着
す
る
情
緒
を
示
す
。」　

こ
の
定
義
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
漱
石
は
、

認
識
的
要
素
（
Ｆ
）
と
情
緒
的
要
素
（
ｆ
）
の
結
合
、
一
体
化
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
言
語
表
現
の
主
と
し
て
修
辞
と
し
て
の
位
相
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
じ
っ
さ
い
の
講
義
に
お
い
て
定

式
化
さ
れ
る
以
前
に
漱
石
の
構
想
に
あ
る
種
の
揺
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
示
す
資
料
（『
文
学
論
ノ
ー
ト
』）
に
如
実
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
Ｆ
と0

ｆ
の
関
係
が
じ
つ
は
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
著

者
は
指
摘
す
る
。

　
『
文
学
論
』
の
「
第
五
編　

集
合
的
Ｆ
」
で
、
漱
石
は
、「
模
擬
的
意
識
、

能
才
的
意
識
、
天
才
的
意
識
」
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
「
集
合
意
識
」
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
第
一
編　

文
学
的
内
容
の
分
類　

第
一
章　

文

学
的
内
容
の
形
式
」
に
お
い
て
、「
時
代
思
潮
（Zeitgeist

）」
と
い
い
換

え
得
る
「
一
世
一
代
の
Ｆ
」、「
時
代
的
Ｆ
」
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
言

及
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、「
第
五
編
」
に
眼
を
転
じ
る
と
、「（F+f

）
は

Ｆ
の
一
種
な
る
を
以
て
、
単
に
Ｆ
と
云
ふ
も
、
ｆ
を
伴
は
ず
と
附
記
せ

ざ
る
限
り
は
文
学
的
Ｆ
を
含
む
と
見
倣
す
を
妨
げ
ざ
る
に
似
た
り
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、（F+f

）
と
い
う
定
式
そ
れ
自
体
が
前
提
と
し

て
の
必
然
性
を
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
著
者
が
論
じ
る
よ
う

に
、
こ
れ
は
、『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
に
お
い
て
「focal idea

」
の
理
念
が

「F=n･f

」
と
い
う
べ
つ
の
定
式
を
と
お
し
て
思
い
描
か
れ
て
い
た
こ
と
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と
関
連
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
よ
さ
そ
う
な
事
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
本
来
の
定
式
に
あ
っ
て
ｆ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
も
の
は
個
人
の

意
識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
た
い
す
る
Ｆ
は
、
た
と
え
ば
「
日
本
人
総
体
の

集
合
意
識
」（「
現
代
日
本
の
開
化
」［
一
九
一
一
年
］）
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
も

の
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

初
期
の
構
想
に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
て
い
た
個
人
の
意
識
と
社
会
の
意

識
の
相
関
性
を
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
じ
っ
さ
い
の
講
義
に
お

い
て
は
後
退
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
個
人
の
意
識
の
総
和
と
し
て

社
会
あ
る
い
は
国
家
の
全
体
的
な
意
識
を
想
定
す
る
と
い
う
論
理
構
成

に
漱
石
自
身
が
無
理
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
忖

度
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
論
理
構
成
が
は
た
し
て
文
学
的
表
現
の
本
質

解
明
と
い
う
講
義
の
趣
旨
に
添
う
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
障
碍
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
の
段
階
で

は
萌
芽
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
、
個
人
と
社
会
、
個
人
と
国
家
の
関
係
に
た

い
す
る
関
心
が
、
そ
の
後
、
漱
石
の
創
作
の
根
本
的
発
想
（「
個
人
の
意

識
的
な
連
続
性
と
国
家
・
社
会
を
貫
く
歴
史
的
連
続
性
を
相
互
に
連
繋
さ

せ
る
着
想
」［
一
七
〇
］）
を
か
た
ち
づ
く
る
に
い
た
っ
た
と
す
る
本
書
の

主
張
は
、
肯
綮
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

極
端
な
い
い
か
た
を
す
る
な
ら
ば
、
漱
石
の
各
作
品
は
、
近
代
日
本
の

運
命
、
と
く
に
そ
の
否
定
的
側
面
を
主
題
と
し
た
寓
喩
あ
る
い
は
寓
話
と

し
て
読
み
解
く
こ
と
で
き
る
。
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

も
っ
と
も
明
白
な
形
で
要
約
し
て
い
る
の
が
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
『
そ
れ
か

ら
』（
一
九
〇
九
年
、
一
九
一
〇
年
）
の
人
口
に
膾
炙
し
た
一
節
で
あ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。「
第
一
、
日
本
程
借
金
を
拵
ら
へ
て
、
貧
乏
震ぶ

る

ひ
を
し
て
ゐ
る
国
は
あ
り
や
し
な
い
。
此
借
金
が
君
、
何い

つ時
に
な
つ
た
ら

返
せ
る
と
思
ふ
か
。
そ
り
や
外
債
位
は
返
せ
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
許ば

か

り
が
借
金
ぢ
や
あ
り
や
し
な
い
。
日
本
は
西
洋
か
ら
借
金
で
も
し
な

け
れ
ば
、
到
底
立
ち
行
か
な
い
国
だ
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
一
等
国
を
以
て
任

じ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
無
理
に
も
一
等
国
の
仲
間
入
を
し
や
う
と
す

る
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
向
つ
て
、
奥お

く
ゆ
き行

を
削け

づ

つ
て
、
一
等
国
丈

の
間ま

口ぐ
ち

を
張は

つ
ち
ま
つ
た
。
な
ま
じ
い
張
れ
る
か
ら
、
な
ほ
悲ひ

惨さ
ん

な
も
の

だ
。
牛う

し

と
競
争
を
す
る
蛙か

へ
ると

同
じ
事
で
、
も
う
君
、
腹は

ら

が
裂さ

け
る
よ
。
其

影
響
は
み
ん
な
我
々
個
人
の
上う

へ

に
反
射
し
て
ゐ
る
か
ら
見
給
へ
。
斯
う
西

洋
の
圧
迫
を
受
け
て
ゐ
る
国
民
は
、
頭あ

た
まに

余
裕
が
な
い
か
ら
、
碌
な
仕
事

は
出
来
な
い
。
悉
く
切
り
詰
め
た
教
育
で
、
さ
う
し
て
目
の
廻
る
程
こ
き

使
は
れ
る
か
ら
、
揃
つ
て
神
経
衰
弱
に
な
つ
ち
ま
ふ
。
話
を
し
て
見
給
へ

大
抵
は
馬
鹿
だ
か
ら
。
自
分
の
事
と
、
自
分
の
今こ

ん
に
ち日

の
、
只
今
の
事
よ
り

外
に
、
何
も
考
へ
て
や
し
な
い
。
考
へ
ら
れ
な
い
程
疲
労
し
て
ゐ
る
ん
だ

か
ら
仕
方
が
な
い
。
精
神
の
困こ

ん
ぱ
い憊

と
、
身
体
の
衰
弱
と
は
不
幸
に
し
て
伴と

も

な
つ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
の
敗は

い
た
い退

も
一
所
に
来き

て
ゐ
る
。
日
本

国
中
何ど

こ所
を
見
渡
し
た
つ
て
、
輝か

ゞ
やい

て
る
断だ

ん
め
ん面

は
一
寸
四
方
も
無
い
ぢ
や

な
い
か
。
悉
く
暗
黒
だ
。
其
間あ

ひ
だに

立
つ
て
僕
一ひ

と
り人

が
、何
と
云
つ
た
つ
て
、

何
を
為し

た
つ
て
、
仕
様
が
な
い
さ
。」

　

こ
の
代
助
の
言
葉
の
背
後
に
、
国
家
予
算
の
三
倍
に
も
お
よ
ぶ
日
露
戦

争
の
莫
大
な
戦
費
、
旅
順
要
塞
攻
略
の
た
め
に
払
わ
れ
た
犠
牲
（
戦
死
者

一
五
、三
九
〇
名
、
戦
傷
者
四
三
、九
一
四
名
と
い
わ
れ
る
）
な
ど
を
引
き

替
え
に
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
っ
た
は
ず
の
日
露
講
和
条
約
（
ポ
ー
ツ
マ
ス

講
和
条
約
）
に
た
い
す
る
国
民
の
不
満
と
鬱
憤
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
作
中
人
物
の
発
言
を
つ
う
じ
て
直
接
的
に
吐
露
さ
れ
た
、
屈
折
を

孕
ん
だ
同
時
代
性
へ
の
関
与
の
姿
勢
（『
そ
れ
か
ら
』
に
お
い
て
は
、
日

露
戦
争
後
の
反
動
恐
慌
に
と
も
な
う
よ
う
に
し
て
生
じ
た
日
糖
事
件
と

呼
ば
れ
る
大
規
模
な
贈
収
賄
事
件
の
こ
と
も
副
次
的
話
題
と
し
て
言
及
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さ
れ
て
い
る
）
は
、
漱
石
の
各
作
品
に
あ
っ
て
、
比
喩
あ
る
い
は
イ
メ
ー

ジ
の
次
元
に
波
及
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　

上
記
の
一
節
に
お
け
る
「
暗
黒
」、
よ
り
一
般
化
し
て
い
え
ば
「
暗
さ
」

は
、
前
作
『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
年
、
一
九
〇
九
年
）
を
織
り
な
す
対
比
的

基
調
の
一
端
を
な
し
、
国
民
が
こ
ぞ
っ
て
陥
り
か
ね
な
い
状
態
と
さ
れ
た

「
神
経
衰
弱
」（「
現
代
日
本
の
開
化
」［
一
九
一
一
年
］
な
ど
に
再
出
）
は
、『
行
人
』

（
一
九
一
二
─
一
三
年
）
の
中
心
的
登
場
人
物
、
一
郎
の
精
神
状
態
を
さ
す
鍵

語
と
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
巨
額
の
外
債
返
済
に
あ
て
る
た
め
悪
循
環

的
に
累
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
債
務
（
国
家
規
模
の
「
借
金
」）
は
、

個
人
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
借
金
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、『
道
草
』（
一
九
一
五
年
）

の
中
心
的
話
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
モ
テ
ィ
ー
フ
に
た
い

す
る
こ
の
よ
う
な
固
執
の
さ
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
連
鎖
関
係

を
思
う
と
き
、『
道
草
』の
最
終
章
で
健
三
が「
吐は

き
出だ

す
様
に
」い
う
、「
世

の
中な

か

に
片か

た

付づ

く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど
あ
り
や
し
な
い
。
一
遍
起お

こ

つ
た
事こ

と

は
何い

つ時
迄
も
続つ

ゞ

く
の
さ
。
た
ゞ
色い

ろ
い
ろ々

な
形か

た
ちに

変
る
か
ら
他ひ

と

に
も
自
分
に
も

解わ
か

ら
な
く
な
る
丈
の
事こ

と

さ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
、
お
の
ず
か
ら
肯
け

る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

私
見
を
申
し
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
漱
石

の
作
品
は
、
埋
め
が
た
い
空
虚
さ
へ
と
傾
斜
し
、
う
ち
に
広
が
る
虚
無

の
度
合
い
を
ま
し
て
ゆ
く
。
そ
の
極
点
に
位
置
す
る
も
の
が
、
お
そ
ら
く

『
こ
ゝ
ろ
』（
一
九
一
四
年
）
に
お
い
て
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将
の
殉

死
を
語
っ
て
い
る
言
説
な
の
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
そ
れ
ら
の

死
が
歴
史
上
の
分
岐
点
を
か
た
ち
づ
く
る
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
こ

と
は
揺
る
が
せ
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
テ
ク
ス
ト
上
、
そ
れ
ら
は

名
目
と
し
て
名
辞
と
し
て
し
か
生
起
す
る
こ
と
が
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、

本
来
、
紛
れ
も
な
い
個
人
の
死
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
は
ず
の

も
の
が
、
個
人
性
と
い
う
次
元
を
完
全
に
逸
脱
し
（
あ
る
い
は
超
越
し
）、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
的
、
思
弁
的
な
抽
象
性
を
獲
得
す
る
に
い

た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
し
て
、
各
作

品
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
時
を
経
る
と
と
も
に
観
念
の
代
替
物
あ
る
い
は

表
象
と
し
て
の
機
能
の
み
に
局
限
さ
れ
た
も
の
へ
と
化
し
て
い
っ
た
か

の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
脈
絡
が
あ
れ
ば
こ
そ
、「
代
助
」、「
宗
助
」、「
安
井
」、「
Ｋ
」

あ
る
い
は
「
お
延
」
な
ど
と
い
っ
た
個
々
の
人
物
の
命
名
に
、
一
九
〇
四

年
の
日
韓
議
定
書
と
第
一
次
日
韓
協
約
（
韓
国
政
府
は
日
本
国
政
府
の

推
薦
し
た
財
務
顧
問
、
外
交
顧
問
を
傭
聘
し
、
外
交
に
か
ん
す
る
重
要

案
件
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
日
本
国
政
府
と
の
事
前
協
議
を
要
す
る
こ

と
と
な
っ
た
）、
一
九
〇
五
年
の
第
二
次
日
韓
協
約
（
韓
国
に
お
け
る
日

本
国
政
府
の
代
表
者
た
る
統
監
と
い
う
官
職
の
設
置
が
定
め
ら
れ
た
）、

一
九
〇
七
年
の
第
三
次
日
韓
協
約
（
韓
国
政
府
に
よ
る
高
等
官
吏
の
任

免
は
統
監
の
同
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
）、
さ
ら
に
は

一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
条
約
締
結
（
そ
れ
に
と
も
な
い
統
監
府
は
朝
鮮

総
督
府
に
改
組
さ
れ
、
名
実
と
も
に
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
化
と
統
治
の
全

権
を
掌
握
す
る
ま
で
に
な
っ
た
）
へ
と
い
た
る
時
代
背
景
が
投
影
さ
れ
て

い
る
と
す
る
分
析
も
、
説
得
力
と
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

た
分
析
手
続
き
の
延
長
に
お
い
て
、
た
と
え
名
前
を
も
た
な
い
存
在
で
は

あ
っ
て
も
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
作
中
人
物
、「
先
生
」
と
世
代
的
な
隔
た
り
の

あ
る
語
り
手
、「
私
」
は
、
い
ま
や
前
時
代
と
な
っ
た
明
治
に
対
比
さ
れ

る
「〈
大
正
〉
と
い
う
時
代
の
暗
喩
」（
二
〇
〇
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
「
帝
国
主
義
的
な
侵

攻
の
時
代
と
し
て
」（
二
四
三
）
主
人
公
像
に
仮
託
さ
れ
表
象
さ
れ
て
き
た
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〈
明
治
〉
は
、『
道
草
』
に
お
い
て
は
、
時
代
の
転
換
と
未
来
へ
の
展
望
と

い
う
新
た
な
文
脈
を
賦
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
に
お
い

て
、「『
こ
ゝ
ろ
』
で
提
示
さ
れ
た
、
若
い
『
私
』
が
先
生
に
代
わ
っ
て
大

正
と
い
う
新
し
い
時
代
を
生
き
て
い
く
と
い
う
、
肯
定
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

は
そ
こ
か
ら
徹
底
的
に
剥
奪
さ
れ
て
い
る
」（
二
四
四
）。『
道
草
』
の
な
か

で
語
ら
れ
て
い
る
、「
過
去
の
幽
霊
」
が
「
現
在
の
人
間
」
で
も
あ
り
「
薄

暗
い
未
来
の
影
」
で
も
あ
る
と
い
う
三
重
性
を
有
す
る
無
気
味
さ
は
、『
夢

十
夜
』（
一
九
〇
八
年
）
の
「
第
三
夜
」
で
、
あ
ら
か
じ
め
怪
異
譚
の
よ
う

な
様
態
で
表
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
怪
奇
性
（
他
面
に
お

い
て
は
回
帰
性
）
の
ほ
う
に
む
し
ろ
注
目
し
て
、
観
念
的
な
も
の
が
つ
ね

に
生
理
的
感
覚
な
ど
卑
近
な
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
、
漱
石
作

品
の
特
徴
的
傾
向
、
テ
ク
ス
ト
の
機
構
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
る
き
っ

か
け
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

痔
疾
を
中
心
的
主
題
に
据
え
た
点
で
世
界
文
学
史
上
に
お
い
て
も
稀

れ
に
見
る
画
期
的
な
作
品
、『
明
暗
』（
一
九
一
六
年
、
一
九
一
七
年
）
の
つ
ぎ

の
一
節
で
は
、
感
覚
的
な
も
の
が
想
像
力
に
よ
っ
て
さ
ら
に
い
っ
そ
う
敷

衍
、
拡
張
さ
れ
、
不
安
感
を
掻
き
立
て
て
ゆ
く
さ
ま
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
鋏は

さ
みで

肉に
く

を
じ
よ
ぎ
じ
よ
ぎ
切き

る
や
う
な
響ひ

ゞ

き
が
、

強
く
誇
張
さ
れ
て
鼓こ

膜ま
く

を
威
嚇
し
た
。
津
田
は
其そ

の
た
び度

に
ガ
ー
ゼ
で
拭ふ

き
取と

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
赤
い
血
潮
の
色い

ろ

を
、
想
像
の
眼め

で
腥な

ま
ぐさ

さ
う
に

眺な
が

め
た
。
ぢ
つ
と
寐ね

か
さ
れ
て
ゐ
る
彼
の
神
経
は
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
る
の
が

苦く

に
な
る
ほ
ど
緊き

ん

張
し
て
来き

た
。
む
づ
痒か

ゆ

い
虫む

し

の
や
う
な
も
の
が
、
彼
の

身か
ら
だ体

を
不
安
に
す
る
た
め
に
、
気
味
悪わ

る

く
血
管
の
中な

か

を
這は

ひ
廻ま

は

つ
た
。」　

津
田
の
身
体
を
内
奥
ま
で
侵
し
て
い
る
病
と
、
彼
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
「
穴
と
腸
を
一
所
に
し
て
仕
舞
ふ
」
切
開
手
術
が
、
個
人
の
一
身
上

の
出
来
事
を
超
え
た
比
喩
性
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
そ

の
比
喩
性
を
う
わ
ま
わ
る
鮮
烈
さ
を
も
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

漱
石
の
各
作
品
は
、
時
代
性
と
個
人
性
の
輻
輳
の
場
で
あ
る
と
と
も

に
、
江
戸
と
東
京
の
、
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
思

念
を
な
ん
ら
か
の
形
で
反
映
し
縮
約
す
る
装
置
で
も
あ
る
。
そ
の
テ
ク
ス

ト
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
研
究
的
、
精
神
分
析
的
な
ど
、
多
様
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当

然
、
そ
の
さ
い
に
は
比
較
研
究
と
い
う
視
点
が
有
効
に
な
っ
て
く
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
べ
つ
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う

な
無
気
味
な
も
の
へ
の
注
視
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
明
治
か
ら
大
正
に

か
け
て
の
日
本
文
学
に
お
け
る
怪
奇
性
の
系
譜
（
三
遊
亭
圓
朝
、
泉
鏡

花
、
岡
本
綺
堂
の
こ
と
が
と
り
あ
え
ず
頭
に
浮
か
ぶ
）
と
、
そ
の
な
か
に

お
け
る
漱
石
作
品
の
位
置
づ
け
、
そ
の
特
質
の
鮮
明
化
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
、
今
後
の
研
究
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
と
も
あ
れ
、
本
書
が
漱
石
研
究
の
向
か
う
べ
き
新
た
な
方
向
を
さ
し

示
す
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
専
門
家
以
外
の
一
般
読
者
に
も
多
く
の

示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

（
鈴
木
聡
）
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米
谷
匡
史
著

『
ア
ジ
ア
／
日
本
』

岩
波
書
店
　
二
〇
〇
六
年

　

近
代
特
有
の
「
暴
力
」
が
ア
ジ
ア
と
日
本
の
関
係
に
刻
印
さ
れ
て
き
た

複
雑
な
過
程
を
、
丹
念
な
文
献
渉
猟
と
鋭
利
な
分
析
的
思
考
の
手
さ
ば
き

に
よ
っ
て
精
緻
に
読
み
解
い
た
歴
史
批
評
の
好
著
が
上
梓
さ
れ
た
。
日
本

の
思
想
史
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
言
説
と
し
て
の
「
ア
ジ
ア
」
が
記
述
＝

表
象
さ
れ
る
と
き
の
、
錯
綜
す
る
文
化
政
治
学
の
は
ざ
ま
に
生
起
す
る
紛

争
と
交
渉
を
め
ぐ
る
微
細
な
相
互
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
と
り
わ
け
「
ア

ジ
ア
主
義
」「
ア
ジ
ア
連
帯
論
」
の
思
想
が
は
ら
む
「
侵
略
／
連
帯
の
両

義
性
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
捉
え
た
系
譜
学
的
叙
述
が
本
書
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
、
東
ア
ジ
ア
の
地
政
学
的
情
況
に
あ
っ
て
、
西
欧
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
原
理
が
生
み
出
し
た
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
に
依
拠
す

る
世
界
シ
ス
テ
ム
を
み
ず
か
ら
選
択
・
受
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
急
速
に

中
央
集
権
的
な
「
国
民
国
家
」
と
し
て
再
編
さ
れ
た
近
代
日
本
。
そ
う
し

た
帝
国
＝
日
本
の
歴
史
過
程
が
必
然
的
に
は
ら
む
「
暴
力
性
」
を
、
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
評
の
側
か
ら
表
面
化
さ
せ
、
支
配
的
な
知
の
制
度

と
権
力
に
依
拠
す
る
歴
史
言
説
の
書
き
換
え
を
試
み
る
真
摯
な
批
判
意

識
に
支
え
ら
れ
た
議
論
は
、
本
書
巻
末
に
収
録
さ
れ
た
充
実
し
た
基
本
文

献
案
内
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
や
一
定
の
蓄
積
と
達
成
を
獲
得
し

つ
つ
あ
る
。
日
本
思
想
史
研
究
の
俊
英
に
よ
る
本
書
も
ま
た
、
基
本
的
に

そ
の
よ
う
な
近
年
の
人
文
学
に
お
け
る
帝
国
主
義
・
植
民
地
主
義
批
判
の

思
潮
の
流
れ
を
汲
む
、
新
た
な
成
果
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
と
も
す
れ
ば
現
在
の
亜
流
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
リ
ズ
ム
批
評
の
多
く
が
陥
り
が
ち
な
表
層
的
・
刹
那
的
な
倫
理
主
義
的

断
罪
の
態
度
に
、
本
書
が
与
す
る
こ
と
は
な
い
。
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
お
り
、
た
と
え
ば
言
説
と
し
て
の
「
日
本
」
と
「
ア
ジ
ア
」
と
の
関

係
性
を
、「
発
展
す
る
文
明
」
と
「
停
滞
す
る
野
蛮
」
と
い
っ
た
自
己
／

他
者
表
象
を
め
ぐ
る
非
対
称
的
な
認
識
枠
組
に
か
さ
ね
あ
わ
せ
、
そ
う
し

た
意
図
的
に
単
純
化
さ
れ
た
二
項
の
対
峙
関
係
の
構
図
を
み
ず
か
ら
再

演
し
な
が
ら
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
言
説
の
暴
力
性
を
糾
弾
し
非
難
す

る
よ
う
な
語
り
口
は
、
往
々
に
し
て
、「
脱
亜
論
」
の
よ
う
な
、
本
来
な

ら
ば
そ
う
し
た
語
り
が
批
判
的
に
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の

言
説
の
基
本
構
造
を
そ
の
ま
ま
温
存
し
な
が
ら
生
産
さ
れ
る
と
い
う
逆

説
に
、
筆
者
の
繊
細
な
思
考
力
は
つ
ね
に
注
意
深
く
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
「
ア
ジ
ア
と
日
本
の
絡
ま
り
あ
う
関
係
」、「「
ア
ジ
ア
」
と
「
日
本
」
が

端
的
に
別
個
の
も
の
で
は
な
く
、
差
異
化
し
な
が
ら
た
が
い
に
深
く
か
か

わ
り
、
絡
ま
り
あ
っ
て
い
く
問
題
領
域
」

─
と
き
に
「
ゆ
ら
ぎ
、
越
境

す
る
相
互
浸
透
」
な
ど
と
い
っ
た
独
特
の
表
現
と
し
て
変
奏
さ
れ
な
が
ら

本
書
の
文
中
に
執
拗
に
反
復
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
筆
者
の
認

識
論
的
な
視
角
が
最
終
的
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
地
平
、
す
な
わ
ち
ア
ジ

ア
に
お
い
て
矛
盾
と
葛
藤
の
な
か
で
探
求
を
粘
り
強
く
模
索
す
る
知
的

態
度
へ
の
信
頼
を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。　
　
　

　

大
東
亜
戦
争
＝
太
平
洋
戦
争
の
来
歴
と
帰
結
に
、
日
本
国
家
に
よ
る
ア

ジ
ア
へ
の
植
民
地
侵
略
戦
争
と
同
時
に
帝
国
主
義
的
欧
米
の
覇
権
か
ら

の
解
放
の
契
機
を
み
た
、
中
国
文
学
者
・
評
論
家
の
竹
内
好
に
よ
る
「
近
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代
の
超
克
」
論
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
の
論
考
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な

論
争
や
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、
戦
時
中
は
国
家
の
趨
勢
に
加
担

も
し
た
竹
内
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
「
二
重
構
造
の
ア
ポ
リ
ア
」
論
の
限
界

を
冷
静
に
見
定
め
つ
つ
、
し
か
し
筆
者
は
、
戦
後
の
竹
内
好
が
自
己
批
評

的
な
屈
折
を
内
に
か
か
え
な
が
ら
「
ア
ジ
ア
を
主
体
的
に
考
え
る
姿
勢
」

を
保
持
し
た
こ
と
を
積
極
的
に
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
二
重
構

造
の
ア
ポ
リ
ア
」
の
系
譜
学
こ
そ
が
、
本
書
の
筆
者
が
格
闘
す
る
思
想
言

説
の
主
た
る
戦
場
だ
と
い
え
よ
う

─
ひ
と
つ
は
一
九
世
紀
末
の
勝
海

舟
、
西
郷
隆
盛
、
福
沢
諭
吉
な
ど
近
代
日
本
の
政
治
思
想
や
世
紀
末
転
換

期
の
中
国
、
朝
鮮
、
沖
縄
に
お
け
る
文
明
化
論
な
ど
、
ア
ジ
ア
の
近
代
化

を
め
ぐ
る
言
説
の
系
譜
。
も
う
ひ
と
つ
は
戦
間
期
・
戦
時
期
に
お
け
る
吉

野
作
造
、
矢
内
原
忠
雄
、
三
木
清
、
尾
崎
秀
実
ら
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
変
革

論
の
系
譜
。
そ
の
両
者
に
折
り
畳
ま
れ
た
衝
突
し
あ
う
複
数
の
言
説
の
拮

抗
関
係
の
は
ざ
ま
に
介
入
し
、
そ
れ
ら
の
葛
藤
、
亀
裂
、
抗
争
、
摩
擦
、

矛
盾
、
利
害
の
錯
綜
を
抉
り
出
し
精
緻
に
叙
述
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
す

る
こ
と
で
言
説
と
し
て
の
「
ア
ジ
ア
」
を
限
り
な
く
脱
構
築
す
る
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
が
筆
者
の
戦
略
的
な
ね
ら
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
議
論
の
射
程
は
歴
史
的
な
事
象
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
現
在

進
行
形
の
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
論
」
に
も
届
い
て
い
る
。
昨
今
、
保
守
と

革
新
双
方
の
勢
力
か
ら
語
ら
れ
る
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
論
」
を
め
ぐ
る
多

分
に
幻
想
的
な
言
説
が
、
ど
れ
だ
け
ア
ジ
ア
の
「
近
代
」
が
背
負
う
裂
傷

と
向
き
合
う
覚
悟
が
あ
る
の
か
を
問
い
か
け
、
日
中
戦
争
の
時
代
に
「
き

び
し
い
抗
争
の
渦
中
で
、「
空
虚
」
な
ア
ジ
ア
連
帯
論
を
退
け
つ
つ
、
東

ア
ジ
ア
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
矛
盾
・
葛
藤
に
向
き
合
う
繊
細
な
眼
差
し
」

を
持
ち
え
た
戦
間
期
の
異
形
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
尾
崎
秀
実
の
「
東
亜
協

同
体
論
」
批
判
を
肯
定
的
に
評
価
し
な
が
ら
、
筆
者
は
本
書
の
末
尾
に
こ

う
書
き
つ
け
る
。

そ
れ
は
矛
盾
に
苦
し
み
、
身
も
だ
え
す
る
〈
ア
ジ
ア
〉
を
生
き
な
が
ら
、

ね
ば
り
強
く
〈
抵
抗
〉
と
〈
連
帯
〉
を
考
え
る
自
立
し
た
思
考
で
す
。

　

そ
こ
で
垣
間
み
ら
れ
た
、
社
会
改
革
と
自
立
・
連
帯
を
め
ざ
す
不
／
可

能
な
夢
。
そ
こ
に
は
、
今
な
お
読
み
解
か
れ
な
い
謎
が
横
た
わ
り
、
現
在

を
生
き
る
〈
わ
た
し
た
ち
〉
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。（

166
）

　
「
ア
ジ
ア
／
日
本
」
を
め
ぐ
る
筆
者
に
よ
る
粘
り
強
い
歴
史
批
評
・
歴

史
叙
述
の
試
み
が
、
じ
つ
は
伸
縮
自
在
な
歴
史
の
可
能
性
を
「
夢
」「
謎
」

と
い
っ
た
語
に
託
し
、
歴
史
の
苦
悶
を
「
現
在
」
の
閉
塞
に
接
続
し
な
が

ら
問
い
か
け
を
発
す
る
〈
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
〉
な
実
践
哲
学
の
意
志
力
に
裏

打
ち
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と

─
最
後
の
こ
の
一
節
に
た
ど
り
着
く

と
き
、
読
者
は
そ
う
し
た
本
書
の
隠
さ
れ
た
意
図
の
端
緒
を
理
解
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
今
福
龍
太
）
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『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
』
ま
た
は
尖
筆
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

シ
コ
・
ブ
ア
ル
キ
著
・
武
田
千
香
訳

『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
』

白
水
社
　
二
〇
〇
六
年

　

小
説
を
読
む
に
は
、
あ
る
い
は
敷
衍
し
て
、
本
を
読
む
に
は
細
心
の
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
注
意
力
と
い
う
の
は
、
一
点
を
凝

視
し
、
焦
点
の
外
は
何
も
見
え
な
く
な
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
車
を
運
転
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は

映
画
を
観
る
と
き
の
よ
う
に
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
全
体
を
く
ま
な
く
眺
め

る
、
そ
う
し
た
タ
イ
プ
の
注
意
力
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
要
素
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
細
部
に

思
わ
れ
よ
う
と
も
、
お
の
ず
と
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。

　

シ
コ
・
ブ
ア
ル
キ
の
小
説
『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
』
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
ぼ

ん
や
り
と
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
品
の
ひ
と
つ
だ
。
芥
子
色
の
美
し

い
表
紙
に
は
黒
地
に
白
抜
き
文
字
で
宣
伝
や
内
容
紹
介
を
書
い
た
オ
ビ

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
央
左
寄
り
に
、
両
手
で
右
膝
を
抱
え
て
こ

ち
ら
を
睨
む
人
物
が
い
れ
ば
、
そ
れ
が
著
者
だ
と
考
え
る
の
は
当
然
の
こ

と
。
隣
に
は
「
ブ
ラ
ジ
ル
音
楽
の
巨
匠
が
奏
で
る
言
葉
の
魔マ

ジ
ッ
ク術

」
と
の
惹

句
が
踊
っ
て
い
る
し
、
そ
の
下
に
は
小
さ
な
文
字
で
略
歴
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
著
者
ブ
ア
ル
キ
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ッ
プ
ス
歌
手
で
あ
る

こ
と
も
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
。

　

日
本
で
は
彼
よ
り
も
二
歳
年
長
の
カ
エ
タ
ー
ノ
・
ヴ
ェ
ロ
ー
ゾ
の
方
が

知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？　

ブ
ア
ル
キ
は
そ
の
彼
と
共
に
長
く
Ｔ
Ｖ

の
音
楽
番
組
で
ホ
ス
ト
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
二
人
が
ア
ン
ト

ニ
オ
・
カ
ル
ロ
ス
・
ジ
ョ
ビ
ン
、
ア
ス
ト
ル
・
ピ
ア
ソ
ラ
と
い
っ
た
大
御

所
と
と
も
に
映
っ
て
い
る
写
真
を
、
そ
う
い
え
ば
見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
写
真
よ
り
は
い
さ
さ
か
老
け
た
観
が
あ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
時
の

流
れ
だ
ろ
う
。
現
在
の
ブ
ア
ル
キ
が
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
写
真

に
、
私
と
し
て
も
思
わ
ず
見
つ
め
返
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
ひ
と
し
き
り

睨
み
合
う
と
、
ぼ
ん
や
り
眺
め
る
と
の
当
初
の
目
論
見
を
忘
れ
て
、
と
も

か
く
、
扉
を
開
い
て
読
む
こ
と
に
し
よ
う
。

　

主
人
公
は
ジ
ョ
ゼ
・
コ
ス
タ
。
四
十
歳
代
の
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
。
リ

オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
在
住
。
ニ
ュ
ー
ス
・
キ
ャ
ス
タ
ー
の
妻
と
の
間

に
子
供
が
ひ
と
り
。
友
人
と
興
し
た
会
社
の
専
属
で
、「
卒
業
論
文
や
修

士
論
文
、
医
学
試
験
の
解
答
、
弁
護
士
の
陳
情
書
、
恋
文
、
別
れ
の
手
紙
、

絶
望
の
手
紙
、
脅
迫
状
、
自
殺
予
告
」（
18
）
等
々
、
と
に
か
く
、
な
ん

で
も
代
筆
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
設
定
か
ら
容
易
に
引
き
出
せ
る
テ
ー
マ
は
、
著
者
性
の
問
題

だ
ろ
う
。
そ
う
言
え
ば
オ
ビ
の
裏
表
紙
部
分
に
は
書
い
て
あ
っ
た
の
だ
っ

た
。「
僕
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
…
…
」。
自
分
の
書
い
た
文
章
が
他
者
の

名
を
冠
し
て
発
表
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
自
問
は
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー

と
い
う
職
業
に
は
つ
き
も
の
だ
ろ
う
。
主
人
公
ジ
ョ
ゼ
・
コ
ス
タ
の
一
人

称
で
語
ら
れ
る
小
説
で
は
、
だ
い
ぶ
早
い
時
期
か
ら
こ
の
問
題
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
主
人
公
が
次
の
よ
う
に
心
情
を
吐
露
す
る
の
だ
。

と
く
に
選
挙
運
動
の
演
説
は
金
に
な
っ
た
、
が
、
い
つ
も
不
満
が
残
り
、

惨
め
な
気
持
ち
に
な
る
。
た
い
て
い
の
場
合
、
演
説
者
は
僕
が
一
番
気
に
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入
っ
て
い
る
箇
所
で
つ
っ
か
か
る
し
、
時
間
が
押
し
て
い
た
り
日
射
し

が
強
い
と
、
平
気
で
何
段
落
も
す
っ
飛
ば
す
。
か
と
思
う
と
い
き
な
り
頭

に
浮
か
ん
だ
冗
漫
な
文
句
を
挟
み
、
聴
衆
は
そ
れ
に
喝
采
を
送
り
、
そ
の

後
、
壇
上
か
ら
大
量
の
ビ
ラ
を
風
に
乗
せ
て
撒
く
。
と
い
う
わ
け
で
、
プ

ロ
と
し
て
本
当
に
報
わ
れ
る
の
は
、
大
手
新
聞
に
記
事
が
全
文
掲
載
さ
れ

る
と
き
だ
け
だ
。
当
然
、
僕
の
名
前
は
出
な
い
、
僕
は
こ
の
方
ず
っ
と
日

陰
で
生
き
る
運
命
の
男
、
だ
が
、
僕
の
文
に
冠
せ
ら
れ
る
名
前
が
ど
ん
ど

ん
著
名
に
な
っ
て
い
く
の
は
刺
激
的
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は
陰
の
出

世
だ
っ
た
。（
19
）

　

他
人
の
意
志
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
。
改
竄
さ
れ
編
集
さ
れ

な
い
場
合
で
も
、
そ
の
内
容
を
権
威
づ
け
る
人
物
、
す
な
わ
ち
著
者
に
は

別
の
名
が
冠
さ
れ
る
、
そ
ん
な
帰
属
関
係
を
剥
奪
さ
れ
た
言
葉
の
紡
ぎ
手

で
あ
る
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
の
意
識
と
は
、
す
な
わ
ち
自
己
の
分
裂
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
著
者
性
の
問
い
が
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
で
も
あ
る
と
い
う
次
第
だ
。「
僕
は
い
っ
た
い
誰
な
の

か
…
…
」。

　

こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
を
巡
る
深
刻
な
問
い
が
、
し
か

し
深
刻
す
ぎ
て
退
屈
な
考
察
に
陥
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
は
、
こ
の
小
説
の

巧
み
な
と
こ
ろ
。
会
社
に
届
い
た
招
待
状
を
手
に
、
不
承
不
承
な
が
ら
国

際
作
家
会
議
に
出
席
し
た
主
人
公
が
、
同
業
者
た
ち
の
暴
露
合
戦
に
立
ち

会
い
溜
飲
を
さ
げ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挟
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

小
説
は
軽
快
に
滑
っ
て
い
く
。
そ
こ
が
面
白
さ
。

　

そ
し
て
ま
た
こ
の
小
説
の
巧
み
で
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
著
者
性
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
巡
る
こ
の
問
い
（「
僕
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
…
…
」）

を
増
幅
し
反
復
す
る
に
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
設
け
る
点
だ
。
依
頼
さ
れ
て
自
由
気
ま
ま
に
書
い
た
と
あ
る
ド
イ

ツ
人
の
自
伝
的
小
説
が
、
コ
ス
タ
の
不
在
の
間
に
出
版
さ
れ
て
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
る
の
だ
。
そ
の
へ
ん
の
事
情
を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
周
辺
的
な
こ
と

が
ら
を
訊
ね
る
た
め
に
電
話
し
た
コ
ス
タ
に
、
脅
迫
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ

た
ド
イ
ツ
人
は
予
防
線
を
張
る
。
著
者
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
剥
奪

し
た
張
本
人
も
ま
た
、
そ
の
危
機
を
恐
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

こ
う
し
た
一
連
の
事
件
が
『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
』
の
分
量
の
上
か
ら
も
内
容
の

上
か
ら
も
半
分
を
占
め
る
。

　

著
者
性
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
分
裂

の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
話
が
小
説
の
残
り
半
分
。
タ
イ
ト
ル
の
と

お
り
主
人
公
が
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
滞
在
す
る
期
間
も
長
い
こ
の
小
説
は
、
い

わ
ば
二
都
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
リ
オ
と
ブ
ダ
ペ
ス
ト
（
こ
の
都
市
は
こ

の
都
市
で
、
ブ
ダ
と
ペ
ス
ト
の
二
つ
の
都
市
か
ら
成
り
立
つ
の
だ
が
）、
遠

く
隔
た
っ
た
二
つ
の
都
市
で
コ
ス
タ
は
、
同
様
の
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
っ

た
く
裏
返
し
の
よ
う
で
も
あ
る
人
生
を
送
る
と
い
う
次
第
だ
。
苗
字
と
名

前
と
が
異
な
る
順
序
で
並
べ
ら
れ
る
こ
の
都
市
で
、
ゾ
ゼ
・
コ
ッ
ス
タ
と

い
う
名
の
外
国
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
最
初
は
例
の
作
家

会
議
の
帰
路
、
飛
行
機
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
立
ち
寄
っ
た
だ
け
の
街
と
し

て
、
次
に
は
休
暇
で
、
三
回
目
は
リ
オ
で
の
妻
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
断
ち
切

る
か
の
よ
う
に
逃
げ
込
み
、
そ
し
て
最
後
に
盛
大
な
拍
手
に
迎
え
ら
れ
、

コ
ス
タ
／
コ
ッ
ス
タ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
首
都
を
体
験
す
る
。

　

妻
と
意
見
が
合
わ
ず
、
ひ
と
り
で
ヴ
ァ
カ
ン
ス
を
過
ご
し
に
こ
の
街
に

来
た
コ
ッ
ス
タ
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
家
庭
教
師
ク
リ
ス
カ
と
関
係
を
持

つ
。
妻
と
別
れ
て
や
っ
て
き
た
と
き
に
も
、
強
制
退
去
を
命
じ
ら
れ
る

ま
で
彼
女
の
家
に
居
候
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
る
で
重
婚
を
生
き
る
ま
っ

た
く
の
二
重
生
活
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
当
局
か
ら
強
制
退
去
を
命
じ
ら
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れ
る
の
は
、
そ
の
直
前
に
習
い
お
ぼ
え
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
、
あ
る
詩
人

の
新
作
詩
集
の
代
筆
を
し
、
直
後
に
そ
の
事
実
を
暴
露
し
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
リ
オ
で
と
同
様
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
を
務
め
、
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー

と
し
て
の
職
業
倫
理
に
反
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。
そ
の
点
で
リ
オ
で
の
生

活
と
同
様
の
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
の
作
家
生
活
が
リ
オ
で
の
そ
れ
と
違
う
の
は
、

実
は
彼
の
代
わ
り
に
も
の
を
書
い
た
の
は
、
彼
が
代
筆
し
た
当
の
詩
人
そ

の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
な
の
だ
。

　

ブ
ダ
ペ
ス
ト
の
文
芸
ク
ラ
ブ
内
で
の
仕
事
を
得
た
コ
ス
タ
の
前
に
、
あ

る
日
、
枯
渇
し
た
大
詩
人
コ
チ
シ
ュ
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
が
紙
を
求
め
て
や
っ

て
き
た
。
そ
こ
で
主
人
公
は
彼
に
真
新
し
い
ノ
ー
ト
を
手
渡
し
た
。

黒
檀
の
机
の
真
向
か
い
に
用
意
さ
れ
た
僕
の
顧
客
用
の
席
に
座
っ
た
。

ノ
ー
ト
を
開
き
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
古
め
か
し
い
ペ
ン
を
取
り
出
し
た
が
、

蓋
を
と
る
の
に
も
た
も
た
と
し
て
い
る
、
手
は
ぶ
る
ぶ
る
と
、
ま
る
で
血

迷
い
な
が
ら
宙
に
で
も
書
く
か
の
よ
う
に
震
え
て
い
る
。
だ
が
、
紙
の
上

に
ペ
ン
を
置
い
た
と
た
ん
震
え
は
収
ま
り
、
手
は
動
か
な
く
な
っ
て
、
単

語
は
ひ
と
つ
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。
詩
人
の
顔
を
見
る
と
、
額
の
皺
に
は

大
粒
の
汗
、
黄
色
い
歯
、
笑
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
ら
口
は
歪
ん
で
い

た
。
そ
れ
か
ら
彼
の
神
経
は
次
第
に
緩
み
、
両
肩
は
落
ち
て
、
全
身
が
萎

え
、
ペ
ン
は
手
か
ら
滑
り
落
ち
た
、
だ
ら
ん
と
し
た
口
で
コ
チ
シ
ュ
・
フ
ェ

レ
ン
ツ
は
言
っ
た
。
忘
れ
た
。（

150
─

151
）

　

大
詩
人
の
震
え
る
手
が
ペ
ン
を
握
っ
た
瞬
間
に
止
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、

そ
こ
か
ら
奔
流
の
よ
う
に
言
葉
が
あ
ふ
れ
出
す
の
か
と
期
待
す
る
私
た

ち
読
者
を
見
事
に
裏
切
り
、「
忘
れ
た
」
で
あ
る
！　

こ
の
関
節
は
ず
し

の
直
後
、
も
う
ひ
と
つ
の
関
節
は
ず
し
を
連
ね
て
、
コ
チ
シ
ュ
・
フ
ェ
レ

ン
ツ
の
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
、
ゾ
ゼ
・
コ
ッ
ス
タ
の
文
章
を
最
初
に
書
い

た
の
は
、
実
は
コ
チ
シ
ュ
・
フ
ェ
レ
ン
ツ
そ
の
人
だ
っ
た
と
い
う
複
雑
に

逆
転
し
た
関
係
性
が
明
示
さ
れ
る
の
だ
。

だ
が
、
い
い
か
悪
い
か
は
別
に
し
て
、
彼
は
僕
の
ノ
ー
ト
の
柿
落
と
し
を

し
て
く
れ
た
。
第
一
ペ
ー
ジ
の
上
の
部
分
、
ち
ょ
う
ど
ペ
ン
が
止
ま
っ
た

と
こ
ろ
に
黒
い
点
を
残
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
を
起
点
に
僕
は
詩
句
を
一
行

書
き
、も
う
一
行
、も
う
一
行
と
続
け
た
。
自
分
の
書
い
た
三
行
詩
を
読
み
、

僕
は
満
足
し
た
、
コ
チ
シ
ュ
が
何
年
も
追
い
求
め
て
い
た
単
語
は
、
き
っ

と
こ
れ
ら
の
語
に
違
い
な
い
。（

151
）

　

こ
う
し
て
ゾ
ゼ
は
コ
チ
シ
ュ
の
書
き
た
か
っ
た
は
ず
の
詩
を
ひ
と
つ

ま
た
ひ
と
つ
と
書
い
て
い
く
。
そ
し
て
三
行
詩
で
ノ
ー
ト
が
埋
ま
る
と
、

彼
は
文
芸
ク
ラ
ブ
内
の
ト
イ
レ
で
詩
人
に
黙
っ
て
ノ
ー
ト
を
手
渡
す
。
そ

れ
が
待
ち
望
ま
れ
た
大
詩
人
の
新
作
詩
集
と
し
て
世
に
出
る
の
だ
。

　

こ
の
著
者
性
の
関
係
の
逆
転
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
オ
ビ
に
予
告
さ
れ
た

「
や
が
て
漂
着
す
る
、
驚
愕
の
ラ
ス
ト
」
が
成
立
す
る
。
宣
伝
文
句
と
は

い
え
「
驚
愕
」
は
大
げ
さ
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
だ
が
、
要
す
る
に
、

書
い
た
覚
え
の
な
い
テ
ク
ス
ト
に
ゾ
ゼ
・
コ
ッ
ス
タ
の
名
が
冠
さ
れ
、
そ

れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
と
い
う
、
ど
ん
で
ん
返
し
が
待
っ
て
い
る
と

い
う
展
開
だ
。
タ
イ
ト
ル
は
『
ブ
ダ
ペ
ス
ト
』。
リ
オ
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
は
正
反
対
の
出
来
事
が
起
こ
る
と
い
う
次
第
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
の
結
末
を
こ
う
書
い
て
し
ま
う
こ
と
を
、
最
近
で
は
「
ネ

タ
ば
れ
」
と
読
ん
で
忌
避
す
る
も
の
ら
し
い
が
、な
に
、こ
の
ス
ト
ー
リ
ー

は
本
書
の
最
大
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
私
は
白
水
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社
の
営
業
マ
ン
で
も
な
い
。
こ
の
小
説
の
こ
の
一
節
で
重
要
な
こ
と
は
、

一
滴
の
染
み
を
つ
け
る
こ
と
は
既
に
言
葉
を
発
す
る
（
書
き
つ
け
る
）
こ

と
な
の
だ
と
い
う
事
実
が
こ
こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
染

み
を
つ
け
る
こ
と
、
ノ
ー
ト
に
筆
を
お
ろ
す
こ
と
、
点
を
つ
け
、
紙
を
押

さ
え
つ
け
、
引
っ
掻
く
こ
と
。
文
体(estilo)

と
は
尖
筆(estilo)

で
あ
り
、

書
く
と
は
掻
く
こ
と
だ
と
い
う
命
題
が
こ
こ
に
は
見
出
さ
れ
る
の
だ
。
事

実
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
や
が
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
ド
イ
ツ

人
の
自
伝
小
説
を
書
い
て
い
た
ジ
ョ
ゼ
・
コ
ス
タ
は
、「
キ
ー
ボ
ー
ド
を

引
っ
掻
い
て
い
た
」（
34
）
と
表
現
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
芥
子
色
の
表
紙

0

0

0

0

0

0

を
持
つ
こ
の
ド
イ
ツ
人
の
自
伝
的
小
説
は

『
ジ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
遺
伝
子

（
ジ
ー
ン
）
に
も
の
を
書
く
者
、
と
い
う
程
度
の
意
味
だ
ろ
う
か
？　

ド

イ
ツ
人
の
女
性
遍
歴
を
綴
っ
た
小
説
に
こ
う
し
た
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て

い
る
の
だ
か
ら
、
書
く
こ
と
、
尖
筆
で
印
を
刻
み
込
む
こ
と
の
性
的
な
含

意
も
ま
た
充
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
説
『
ブ
ダ
ペ
ス

ト
』
内
に
は
ジ
ョ
ゼ
・
コ
ス
タ
が
執
筆
途
中
の
『
ジ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
』
が

採
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
戯
画
的
な
ま
で
に
こ
の
含
意
を
顕
在
化
さ
せ

て
い
て
面
白
い
。『
ジ
ノ
グ
ラ
フ
ァ
ー
』
の
主
人
公
「
私
」
は
、
ブ
ラ
ジ

ル
に
来
て
最
初
に
関
係
を
持
っ
た
女
性
テ
レ
ー
ザ
に
「
私
の
目
的
が
彼
女

の
中
に
0

0

本
を
書
く
こ
と
だ
け
だ
」（
43 

傍
点
引
用
者
）
と
い
う
理
由
で
ふ

ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
「
書
く
」
行
為
は
、
そ
の
後
、
評
判
を

呼
ぶ
。そ

の
後
、
私
は
学
生
を
追
い
回
す
よ
う
に
な
り
、
と
き
に
は
彼
女
た
ち
は

ブ
ラ
ウ
ス
の
上
に

0

0

0

0

0

0

0

書
く
こ
と
を
許
し
て
く
れ
、
そ
の
う
ち
に
肘
の
内
側
に

も
書
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
く
す
ぐ
っ
た
が
り
ま
し
た
、
そ
の

後
は
ス
カ
ー
ト
の
中
や
腿
に
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

書
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
女
た
ち
が
私

の
書
い
た
も
の
を
同
級
生
に
見
せ
び
ら
か
す
と
、
そ
れ
が
人
気
を
呼
ん
で
、

私
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
や
っ
て
来
て
、
顔
や
首
に
本
を
書
い
て
ほ
し
い
と
言

い
ま
し
た
、
そ
の
後
は
ブ
ラ
ウ
ス
を
脱
い
で
、
乳
房
や
腹
や
背
中
を
差
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

出
し
て

0

0

0

く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
が
書
い
た
も
の
を
ほ
か
の
同
級
生
に

見
せ
る
の
で
す
、
そ
う
す
る
と
今
度
は
そ
の
人
た
ち
が
私
の
マ
ン
シ
ョ
ン

ま
で
や
っ
て
き
て
、
パ
ン
テ
ィ
を
剥
ぎ
取
っ
て
ほ
し
い
と
す
が
り
ま
す
、

こ
う
し
て
私
の
文
字
が
黒
々
と
、
彼
女
た
ち
の
ば
ら
色
の
お
尻
に
輝
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
女
の
子
た
ち
が
私
の
人
生
に
入
っ
て
は
出
て
ゆ
き
ま

し
た
、
そ
う
し
て
私
の
本
は
そ
こ
ら
中
に
散
逸
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
章

が
方
々
に
散
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。（
44
─
45 

傍
点
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者
）

　

こ
れ
だ
け
の
あ
か
ら
さ
ま
な
性
的
含
意
、
性
的
隠
喩
に
説
明
の
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
。
書
く
こ
と
、
体
に
印
を
刻
み
込
む
こ
と
と
は
、「
ば
ら
色

の
お
尻
」
に
黒
い
染
み
を
ば
ら
ま
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
は
、
文

字
は
、「
散
逸
」
し
「
散
っ
て
」
行
く
の
だ
。
ブ
ダ
ペ
ス
ト
で
の
ゾ
ゼ
・
コ
ッ

ス
タ
は
、
恋
人
ク
リ
ス
カ
の
部
屋
の
壁
に
ス
パ
ゲ
テ
ィ
の
染
み
を
つ
け
、

そ
れ
を
あ
た
か
も
自
身
の
存
在
証
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
気
に
す
る
。
書

く
こ
と
は
自
身
の
存
在
を
危
機
に
さ
ら
し
つ
つ
、
自
ら
を
ば
ら
ま
い
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
私
が
生
き
て
き
た
証
は
、
紙
の
上
の
染
み
、
壁
の
染
み
、

他
人
の
体
の
上
や
中
の
染
み
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。

　

ニ
ー
チ
ェ
と
女
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
『
尖
筆
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』

と
題
す
る
本
を
書
い
た
人
物
、「
散
種
」
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
性

質
を
論
じ
た
人
物
を
、
こ
の
小
説
の
理
論
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
措
定

し
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？　

し
か
し
、
実
際
に
小
説
を
読
む

に
当
た
っ
て
は
、
そ
こ
ま
で
考
え
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ま
で
引
用
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し
た
数
カ
所
の
よ
う
な
、
嬌
笑
だ
か
微
笑
だ
か
を
誘
う
パ
ッ
セ
ー
ジ
に

笑
っ
て
い
れ
ば
い
い
。

　

読
み
終
え
て
本
を
閉
じ
た
ら
、
余
韻
に
浸
り
な
が
ら
も
う
一
度
、
芥
子
0

0

色
の
表
紙

0

0

0

0

を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
て
見
る
こ
と
だ
。
私
た
ち
は
そ
こ
に
刻
ま

れ
た
染
み
の
よ
う
な
傷
の
よ
う
な
、
押
し
痕
の
よ
う
な
、
奇
妙
な
凹
み
に

気
づ
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
角
度
を
変
え
て
光
を
当
て
て
み
る
と
よ

い
…
…　

本
書
を
開
く
前
の
私
た
ち
が
肝
に
銘
じ
た
よ
う
に
、
本
を
読
む

に
は
ぼ
ん
や
り
と
対
象
全
体
を
眺
め
る
よ
う
な
注
意
力
が
必
要
な
の
だ
。

そ
う
し
た
注
意
力
を
持
た
な
い
者
は
、
芥
子
色
の
表
紙
に
刻
ま
れ
た
こ
の

本
の
本
当
の
著
者

0

0

0

0

0

0

0

か
も
し
れ
な
い
人
物
の
名
前
に
、
最
後
ま
で
気
づ
く
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
柳
原
孝
敦
）
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エ
ル
フ
リ
ー
デ
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
著
・
谷
川
道
子
訳

『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
、
あ
る
い
は
女
は
み
ん
な

そ
う
し
た
も
の
─
喜
劇
』

『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ

─    

　
　
　
　 

　
　

　
　  

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
歌
曲
に
ち
な
む
死
の
小
三
部
作
』

論
創
社
　
二
〇
〇
六
年

　

ド
イ
ツ
演
劇
を
め
ぐ
る
催
し
も
多
彩
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
日
本
に
お

け
る
ド
イ
ツ
年
」
を
機
に
東
京
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
の
後
援
を
受
け
て

具
体
化
さ
れ
た
と
い
う
「
ド
イ
ツ
現
代
戯
曲
選
30
」
の
三
冊
と
し
て
、
こ

の
た
び
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
『
指
令
』
と
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲
二
作

が
谷
川
道
子
氏
の
邦
訳
で
読
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
人
の
作
家
の
味
は

異
な
る
と
は
い
え
、
ど
れ
も
出
自
や
経
由
地
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
絡
み
合

う
不
思
議
で
刺
激
的
な
作
品
で
あ
る
。
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
と
カ
リ
ブ
海

諸
島
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
地
球
規
模
で
の
空
間
的
交
錯
や
意
表
を
つ
く
時

間
的
移
動
を
は
ら
み
、
革
命
概
念
や
奴
隷
解
放
令
の
変
容
と
行
方
を
問
う

ミ
ュ
ラ
ー
の
戯
曲
は
傑
作
だ
ろ
う
。
他
方
、「
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
」
と
い

う
称
号
の
功
罪
は
と
も
か
く
、
そ
の
作
品
は
と
い
え
ば
日
本
で
こ
れ
ま
で

『
ピ
ア
ニ
ス
ト
』、『
し
た
い
気
分
』
な
ど
が
わ
ず
か
に
知
ら
れ
て
い
る
の

み
だ
っ
た
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲
は
、
別
の
意
味
で
非
常
に
新
鮮
だ
。
谷
川

氏
が
「
織
り
姫
」
と
呼
ぶ
イ
ェ
リ
ネ
ク
な
ら
で
は
の
風
刺
的
色
彩
を
お
び

た
引
用
の
編
み
目
は
、
戯
曲
と
い
う
形
態
に
お
い
て
さ
ら
に
自
由
に
声
を

交
錯
さ
せ
、
多
面
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
紙
面
と
筆
者
の

能
力
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
音
楽
と
近
く
遠
い
関
係
を
結
ぶ
イ
ェ
リ
ネ
ク

の
戯
曲
二
作
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
、
あ
る
い
は
女
は
み
ん
な
そ
う
し
た
も
の
─
喜
劇
』

　

イ
ェ
リ
ネ
ク
の
二
つ
の
戯
曲
の
背
後
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
音
楽
家

の
作
品
が
あ
る
。
戯
曲
『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
、
あ
る
い
は
女
は
み
ん
な
こ
う

し
た
も
の
』
は
題
名
か
ら
し
て
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
『
コ
シ
・
フ
ァ

ン
・
ト
ゥ
ッ
テ
』
に
参
照
の
身
振
り
を
向
け
て
い
る
し
、『
汝
、
気
に
す

る
こ
と
な
か
れ
』
を
構
成
す
る
三
作
品
の
題
名
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
歌
曲

「
魔
王
」、「
死
と
乙
女
」、「
さ
す
ら
い
人
」
に
ち
な
ん
で
い
る
。
そ
う
い

え
ば
恋
愛
小
説
を
脱
構
築
し
た
と
評
さ
れ
、
映
画
化
で
話
題
に
な
っ
た
小

説
『
ピ
ア
ニ
ス
ト
』
で
も
、
音
楽
は
鍵
と
な
る
要
素
だ
っ
た
。
イ
ェ
リ
ネ

ク
自
身
が
教
育
マ
マ
の
指
揮
下
、
英
才
教
育
の
一
環
と
し
て
ピ
ア
ノ
を
習

い
、
後
に
音
楽
院
で
オ
ル
ガ
ン
を
学
ん
だ
と
い
う
自
伝
的
要
素
を
頭
の
片

隅
に
入
れ
て
お
く
の
も
悪
く
は
な
い
。『
ピ
ア
ニ
ス
ト
』
の
訳
者
中
込
啓

子
氏
に
よ
れ
ば
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
「
音
楽
と
言
語
抽
象
化
の
プ
ロ
セ
ス
の

類
似
」
を
指
摘
し
、
小
説
上
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
自
分
が
受
け
た
厳
し
い

音
楽
教
育
と
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
語
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
残
念

な
こ
と
に
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
中
で
詩
の
よ
う
な
言
葉
の
音
楽
性
を

十
分
に
味
わ
う
に
は
、
原
語
で
読
む
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
た
だ
し
邦
訳

か
ら
も
、
一
つ
の
音
か
ら
様
々
な
声
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
噛
み
分
け
て

新
た
な
何
か
を
創
り
出
す
演
奏
者
＝
解
釈
者
と
し
て
の
書
き
手
を
想
像

す
る
こ
と
は
で
き
る
。
テ
ク
ス
ト
が
作
者
の
自
伝
的
要
素
、
伝
統
的
・
制

度
的
な
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
、
音
楽
作
品
そ
の
も
の
な
ど
を
直
接
的
、
間
接

的
に
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
既
存
の
読
み
方
を
自
由
に
皮
肉
っ
て
い
る
こ
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と
も
。

　

だ
か
ら
こ
そ
『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ
』
も
『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』

も
、
既
存
の
音
楽
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
終
わ
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
考

え
が
た
い
。
18
世
紀
に
お
い
て
す
で
に
挑
発
的
と
言
わ
れ
た
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
オ
ペ
ラ
や
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
テ
ー
マ
を
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
ど
の
よ

う
に
転
用
し
、き
わ
め
て
挑
発
的
な「
喜
劇
」と
し
て
の『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』

を
作
り
出
し
て
い
る
の
か
。「
訳
者
解
題
」
に
は
、
作
品
上
演
の
興
味
深

い
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
共
に
、
題
名
や
内
容
に
関
す
る
分
析
を
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
谷
川
氏
に
よ
る
と
『
女コ

シ
・
フ

ァ

ン
・
ト

ゥ

ッ

テ

は
み
ん
な
こ
う
し
た
も
の
』

と
い
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
オ
ペ
ラ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
作
品
で
は

副
題
に
使
わ
れ
、「
男
女
の
別
な
い
性
的
な
含
意
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
」。

つ
ま
り
、「
み
ん
な
や
っ
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
。
ま
た

オ
ペ
ラ
と
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲
に
共
通
す
る
の
は
、
男
女
二
組
が
登
場

し
、
そ
の
う
ち
の
女
性
二
人
が
浮
気
す
る
と
い
う
筋
、
浮
気
相
手
の
正
体

を
見
誤
る
と
い
う
テ
ー
マ
、
変
装
と
い
う
仕
掛
け
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、

古
く
て
新
し
い
男
と
女
と
い
う
主
題
も
、
変
装
や
相
手
の
取
り
違
い
と

い
っ
た
テ
ー
マ
も
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲
で
は
歴
史
的
・
社
会
的
・
個
人

史
的
な
諸
要
素
と
結
び
つ
き
、
簡
単
に
は
読
み
解
け
な
い
複
雑
な
問
題
提

起
を
は
ら
ん
で
く
る
よ
う
だ
。

　
「
女
は
浮
気
っ
ぽ
い
か
」
あ
る
い
は
「
女
と
男
と
ど
ち
ら
が
浮
気
っ
ぽ

い
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
、
し
か
も
そ
れ
を
実
験
に
よ
っ
て
確
か
め
る
と
い

う
発
想
は
、
あ
る
意
味
で
18
世
紀
的
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
そ

れ
が
男
女
の
関
係
を
見
直
す
た
め
の
重
要
な
契
機
を
含
ん
だ
時
代
だ
っ

た
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ダ
・
ポ
ン
テ
の
台
本
と

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
作
曲
に
よ
る
オ
ペ
ラ
『
コ
シ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ゥ
ッ
テ
』

は
、
女
性
の
貞
操
と
い
う
も
の
を
正
面
切
っ
て
問
い
直
し
、
そ
の
あ
ま
り

の
脆
さ
を
証
明
し
て
み
せ
た
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の
取
り
替
え
可
能
性
を
示
唆

す
る
大
ら
か
さ
が
道
徳
者
を
憤
慨
さ
せ
、「
女
は
み
ん
な
こ
う
し
た
も
の
」

と
い
う
普
遍
的
結
論
が
侮
辱
的
と
さ
れ
た
の
も
想
像
で
き
る
。
だ
が
本
当

に
そ
れ
だ
け
が
、
こ
の
オ
ペ
ラ
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
も
の
と
さ
れ
た
理

由
な
の
か
。
オ
ペ
ラ
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
自
分
の
恋
人
だ
け
は
誠
実

だ
と
信
じ
て
い
る
男
性
二
人
を
笑
う
老
哲
学
者
は
、
冒
頭
か
ら
「
女
の

貞
節
な
ん
て
不
死
鳥
伝
説
の
よ
う
な
も
の
」
と
歌
っ
て
い
る
。
彼
の
案
で
、

二
人
の
男
は
戦
場
に
去
る
ふ
り
を
し
、「
ア
ル
バ
ニ
ア
人
の
騎
士
」
に
変

装
し
て
女
性
た
ち
を
誘
惑
す
る
。
女
た
ち
は
初
め
こ
そ
恋
人
た
ち
の
不
在

を
悲
し
ん
で
い
た
が
、
た
っ
た
一
日
で
元
の
恋
人
と
違
う
方
の
相
手
と

恋
に
落
ち
結
婚
の
宴
に
臨
ん
で
し
ま
う
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
こ
こ
で
、
台

詞
と
音
楽
が
異
な
っ
た
意
味
を
発
し
た
り
、
互
い
に
コ
メ
ン
ト
し
あ
っ
た

り
、
複
数
の
人
物
の
台
詞
や
心
内
語
が
同
時
に
歌
わ
れ
た
り
と
い
っ
た
オ

ペ
ラ
独
特
の
多
声
性
を
駆
使
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
岩
の
よ
う
に
揺
ら
ぎ

は
し
な
い
愛
」
を
歌
う
ソ
プ
ラ
ノ
の
ア
リ
ア
に
は
、
音
程
差
が
激
し
く
ご

つ
ご
つ
し
た
岩
山
の
よ
う
な
ラ
イ
ン
を
描
く
音
楽
が
お
供
す
る
。
歌
詞
は

誠
実
な
愛
を
歌
っ
て
い
る
の
に
、
音
楽
は
そ
の
大
げ
さ
で
こ
ち
こ
ち

0

0

0

0

の
貞

節
観
を
か
ら
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
あ
る
い
は
「
手
紙
を
書
い
て
ね
、
さ

よ
う
な
ら
／
わ
か
っ
て
る
、
い
と
し
い
人
、
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
カ
ッ

プ
ル
の
別
れ
の
挨
拶
と
同
時
に
「
笑
い
死
に
し
そ
う
だ
」
と
い
う
哲
学
者

の
心
内
語
が
聞
こ
え
て
き
て
、
恋
人
た
ち
の
絆
は
初
め
か
ら
密
か
に
笑
い

飛
ば
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
恋
人
た
ち
が
和
解
し
愛
を
誓
う
シ
ー
ン
に

至
っ
て
も
、女
中
は
一
人
「
で
も
私
も
男
を
た
く
さ
ん
だ
ま
し
て
や
る
わ
」

と
歌
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
一
つ
の
節
や
意
味
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
な

く
言
葉
と
音
楽
が
複
数
の
方
向
に
向
か
う
時
、
あ
り
き
た
り
の
道
徳
論
を

す
り
抜
け
て
い
く
そ
の
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
さ
が
、
あ
る
種
の
人
々
を
苛



172

書評

立
た
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
ん
な
音
楽
作
品
の
特
権
を
う

ら
や
む
か
の
よ
う
に
、
文
学
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
多
声
的
」
試
み
を
行
っ
て

き
た
。
だ
が
イ
ェ
リ
ネ
ク
作
品
は
、
同
時
性
に
基
づ
い
た
音
楽
の
重
層
性

と
は
異
な
る
質
の
多
声
性
が
一
つ
一
つ
の
言
葉
に
宿
っ
て
お
り
、
そ
の
連

な
り
が
読
者
の
意
識
を
も
巻
き
込
む
よ
う
な
編
み
目
を
な
す
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
恐
る
べ
き
「
音
楽
性
」
は
、
男
女
と

彼
ら
が
存
在
す
る
社
会
を
め
ぐ
っ
て
、
数
限
り
な
い
問
題
を
照
射
し
て
み

せ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
チ
、
自
国
文
化
偏
愛
、
外
国

人
嫌
い
、
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
消
費
社
会
の
問
題
な
ど
が
、

言
葉
と
、
そ
れ
が
喚
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
既
に
語
ら
れ
た
も
の
」、

作
者
・
読
者
の
思
考
を
通
し
て
連
鎖
し
合
う
だ
ろ
う
。

　

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
と
同
じ
く
18
世
紀
に
書
か
れ
た
マ
リ
ヴ
ォ
ー

の
劇
作
品
『
い
さ
か
い
』 

は
、
も
う
少
し
公
平
に
「
女
と
男
と
ど
ち
ら
が

浮
気
っ
ぽ
い
か
」
と
い
う
命
題
を
解
こ
う
と
し
、
ど
ち
ら
の
誠
実
さ
も
非

常
に
脆
い
こ
と
を
軽
妙
に
証
明
し
て
い
た
。
文
化
的
条
件
を
取
り
払
う
た

め
に
男
女
二
人
の
子
供
た
ち
を
世
間
か
ら
隔
離
し
、
森
の
中
で
育
て
て
か

ら
異
性
に
出
会
わ
せ
る
と
い
う
設
定
は
、「
自
然
状
態
の
人
間
」
に
「
学
問
・

教
育
」
が
及
ぼ
す
影
響
や
い
か
に
と
い
う
18
世
紀
的
な
問
題
提
起
を
背
後

に
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
イ
ェ
リ
ネ
ク
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る

男
女
の
浮
気
の
素
質
を
問
題
に
し
て
は
い
な
い
。「
私
が
人
々
を
笑
い
者

に
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
人
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
で
は

な
く
、
そ
の
人
た
ち
の
間
違
っ
た
意
識
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
意
識
は
も
ち
ろ
ん
、
女
性
の
場
合
は
数
百
年
に
わ
た
る
家
父
長
制
の
結

果
、
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
私
は
抑
圧
さ
れ
た
結
果
と

し
て
男
性
の
共
犯
者
に
な
っ
て
い
る
女
性
を
、
批
判
し
て
い
る
の
で
す
」

（
谷
川
氏
「
訳
者
解
題
」
よ
り
転
記
）
と
作
家
は
語
っ
て
い
る
。『
レ
ス
ト

ハ
ウ
ス
』
で
、
中
産
階
級
の
夫
婦
二
組
、
休
憩
所
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ボ
ー

イ
、
二
組
の
ス
ワ
ッ
ピ
ン
グ
者
た
ち
、
獣
二
頭
、
二
人
の
日
本
人
哲
学
学

生
ら
の
台
詞
の
中
に
は
、
性
に
関
す
る
新
旧
さ
ま
ざ
ま
な
紋
切
り
型
、
各

種
の
社
会
通
念
、
歴
史
的
観
察
や
自
然
環
境
保
護
に
関
す
る
考
察
、
哲
学

書
の
引
用
ら
し
き
も
の
な
ど
雑
多
な
言
葉
が
さ
ざ
め
き
合
い
、
直
接
の
コ

メ
ン
ト
や
伴
奏
を
伴
わ
な
い
か
ら
こ
そ
、
滑
稽
さ
や
残
酷
さ
や
空
し
さ
を

む
き
出
し
に
し
て
い
る
。
言
葉
の
起
源
は
さ
ま
ざ
ま
だ
か
ら
、
そ
の
滑
稽

さ
や
残
酷
さ
は
登
場
人
物
に
被
さ
れ
て
済
む
も
の
で
は
な
い
。「（
妻
た
ち

は
夫
の
）
銀
行
口
座
と
い
う
覆
い
の
プ
レ
ー
ト
で
不
法
侵
入
か
ら
守
ら
れ

て
い
る
」
い
う
経
済
的
絆
へ
の
過
信
は
裏
切
ら
れ
、「
実
質
だ
け
受
け
取
っ

て
、
主
体
を
分
離
さ
せ
る
、
素
敵
よ
ね
！
」
と
誇
ら
し
げ
に
叫
ぶ
妻
た
ち

は
、
後
腐
れ
の
な
い
浮
気
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ド
志

向
、
結
婚
制
度
へ
の
怠
惰
な
信
仰
、
女
性
の
ご
都
合
主
義
的
な
性
的
自
由

賛
美
、
経
済
的
・
感
情
的
な
他
者
依
存
を
露
呈
す
る
フ
レ
ー
ズ
、「
身
体

に
対
し
て
義
務
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
新
し
い
隷
属
の
表
現
が
、
次

か
ら
次
へ
と
既
成
の
リ
ズ
ム
の
枠
を
壊
す
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
さ

れ
、
言
葉
の
喜
劇
を
作
っ
て
ゆ
く
。
男
と
女
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
人
間
、

東
と
西
、
同
胞
と
よ
そ
も
の
な
ど
の
軸
の
周
り
を
言
葉
は
め
ぐ
り
、
経
済

と
欲
望
に
関
し
て
搾
取
す
る
も
の
／
さ
れ
る
も
の
の
関
係
も
浮
か
び
上

が
る
。

　

そ
こ
で
は
、
変
装
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
演
劇
的
要
素
の
役
割
も
一
面

的
で
は
な
い
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
人
間

の
「
意
識
」
の
上
に
降
り
か
か
っ
て
き
た
も
の
は
多
い
が
、『
レ
ス
ト
ハ

ウ
ス
』
は
「
家
父
長
制
の
結
果
」
ゆ
が
め
ら
れ
た
意
識
だ
け
で
な
く
、
例

え
ば
メ
デ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
人
間
の
意
識
も
問
題
に
付
し
て
い
る
。
こ

れ
は
「
印
刷
物
を
経
由
し
て
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
！
」
と
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か
、「
性
は
商
品
と
し
て
、
人
間
全
体
を
後
部
座
席
に
パ
ッ
キ
ン
グ
し
て

し
ま
っ
た
」
と
い
う
時
代
を
描
く
辛
辣
な
劇
な
の
だ
。
音
楽
も
例
外
で

は
な
い
。「
こ
の
国
の
人
間
は
自
分
自
身
か
ら
た
っ
ぷ
り
儲
け
て
来
た
ん

だ
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
そ
れ
を
真
似
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
作
っ
た
ま

が
い
物
で
他
の
人
を
暖
め
て
き
た
ん
だ
よ
」
と
い
う
登
場
人
物
の
言
葉

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
う
国
の
宣
伝
道
具
に
さ
れ
、
現
代
を
吹
き
荒
れ

る
模
造
品
と
複
製
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り
込
ま
れ
た
音
楽
の
姿
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
。
そ
の
中
で
、
女
性
た
ち
は
出
会
い
系
の
雑
誌
の
広
告
を
通

し
て
ラ
ン
デ
ヴ
ー
に
ま
さ
に
こ
ぎ
つ
け
ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、「
熊
」

と
「
鹿
」
の
衣
装
を
つ
け
た
男
た
ち
と
高
速
道
路
脇
の
休
憩
所
の
ト
イ
レ

で
浮
気
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
現
代
的
な
浮

気
と
い
う
わ
け
だ
。
高
速
道
路
の
休
憩
所
の
ト
イ
レ
は
、
独
房
に
も
似
て

い
る
が
、
日
常
を
離
れ
た
通
り
す
が
り
の
気
晴
ら
し
に
う
っ
て
つ
け
の
空

間
。
そ
こ
は
「
不
特
定
多
数
」
の
汚
れ
と
乱
雑
さ
に
満
ち
て
い
る
。
他
方
、

「
熊
」
と
「
鹿
」
の
衣
装
は
、
メ
デ
ィ
ア
上
の
匿
名
を
受
け
継
い
で
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
隠
す
仮
面
で
あ
り
、
商
業
的
な
比
喩
と
し
て
は
ブ
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
日
常
を
外
れ

た
「
異
な
る
も
の
」
の
象
徴
で
あ
り
、
夫
と
の
関
係
の
生
ぬ
る
さ
と
は
対

照
的
な
「
野
蛮
な
快
楽
」
を
連
想
さ
せ
る
刺
激
的
な
装
い
で
も
あ
る
。
と

こ
ろ
が
予
定
が
狂
い
、
夫
た
ち
が
熊
と
鹿
の
衣
装
を
被
っ
て
妻
た
ち
の
相

手
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
中
身
が
夫
だ
っ
た
こ
と
が
後
で
ビ
デ

オ
を
見
て
わ
か
る
と
い
う
展
開
も
、
視
覚
メ
デ
ィ
ア
が
直
接
的
知
覚
を
従

え
る
現
代
を
皮
肉
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
も
あ
れ
事
実
が
わ
か
る
と
、
オ

ペ
ラ
の
筋
書
き
と
同
じ
く
夫
婦
は
和
解
し
、
獣
た
ち
＝
よ
そ
も
の
を
攻
撃

し
て
殺
す
。
こ
の
暴
力
の
場
面
に
は
、
自
然
破
壊
に
連
な
る
動
物
虐
待
と

外
国
人
排
斥
、
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
記
憶
な
ど
を
同
時
に
読
む
こ
と
が
で
き

よ
う
。
メ
デ
ィ
ア
社
会
が
身
体
を
消
費
さ
れ
る
「
も
の
」
に
変
え
る
仕
組

み
が
、
外
国
人
を
利
用
し
排
除
す
る
態
度
と
同
根
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で

き
る
。
思
い
返
せ
ば
、モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ
ペ
ラ
で
も
「
ア
ル
バ
ニ
ア
人
」

と
い
う
架
空
の
「
よ
そ
も
の
」
は
、
カ
ッ
プ
ル
が
も
と
の
鞘
に
お
さ
ま
る

た
め
に
、
い
と
も
簡
単
に
忘
れ
ら
れ
た
。
語
り
の
経
済
に
も
同
じ
よ
う
な

エ
ゴ
イ
ス
ム
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

変
装
と
情
事
の
相
手
の
誤
認
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
こ
う
し
て
多
様
な

議
論
を
引
き
出
す
『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』
は
、
同
じ
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て

古
今
東
西
、
変
奏
さ
れ
て
き
た
シ
ナ
リ
オ
を
読
み
直
さ
せ
る
。
い
く
ら

何
で
も
話
を
広
げ
過
ぎ
だ
が
、
姿
を
変
え
て
の
情
事
と
言
え
ば
、
思
い
出

さ
れ
る
の
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
神
話
の
変
身
譚
だ
。
ゼ
ウ
ス
は
妻
の
嫉

妬
や
相
手
の
用
心
を
か
わ
し
て
想
い
を
遂
げ
る
た
め
に
動
物
（
熊
と
鹿
な

ら
ぬ
、
牛
や
白
鳥
、
相
手
の
夫
だ
）
や
自
然
物
に
姿
を
変
え
て
い
た
。
だ

が
変
身
し
た
神
と
女
性
た
ち
と
の
出
会
い
が
子
孫
や
新
し
い
概
念
の
豊

か
な
創
出
を
約
束
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
は
例
外
的
な
物
語
、
神
話

な
の
で
あ
る
。
融
合
に
よ
る
創
造
と
い
う
理
想
（
口
実
）
が
見
え
な
く
な

り
、
人
間
が
可
変
性
の
な
い
一
個
の
身
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
時
、
変
装

に
よ
る
情
事
の
物
語
は
個
人
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
、
欲
望
と
感
情
に
焦
点
を
当

て
始
め
る
。
そ
う
し
た
人
間
の
物
語
に
お
い
て
は
、
人
違
い
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
隠
蔽
が
性
的
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
可
能
に
し
、
笑
い
や
快
楽

と
手
を
結
ん
で
き
た
一
方
で
、
人
違
い
を
め
ぐ
る
悲
嘆
の
感
情
が
粘
り
強

く
演
出
さ
れ
て
き
た
。『
源
氏
物
語
』
の
浮
き
舟
ら
が
そ
の
古
い
例
で
あ

る
よ
う
に
、
暗
が
り
で
相
手
の
正
体
を
と
っ
さ
に
見
抜
け
な
か
っ
た
女
性

の
多
く
が
、
悲
嘆
と
罪
悪
感
の
筋
書
き
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
悲
嘆

の
背
景
に
は
、
社
会
道
徳
の
重
圧
、
身
体
と
自
我
の
問
題
、
男
女
の
関
係

に
潜
む
排
他
性
な
ど
だ
け
で
な
く
、
涙
の
官
能
性
、
女
性
の
社
会
的
位
置
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に
対
す
る
抗
議
な
ど
多
様
な
次
元
の
要
素
が
控
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
大
方
は
貞
操
の
観
念
を
背
景
と
す
る
こ
の
種
の
悲
嘆
か
ら
女

性
を
解
放
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
す
り
替
え
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う

と
い
う
文
学
が
生
ま
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
種
の
『
コ

シ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ゥ
ッ
テ
』
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲

は
、
単
に
性
的
解
放
の
象
徴
と
し
て
人
違
い
を
利
用
す
る
ほ
ど
お
め
で
た

く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
も
と
も
と
「
人
違
い
」
の
テ
ー

マ
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
個
の
存
在
を
問
い
直
す
側
面
を
持
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
テ
ク
ス
ト
は
、
人
間
が
背
負
う

「
異
な
る
も
の
」
や
「
他
者
」
の
問
題
を
新
た
な
方
向
か
ら
見
直
さ
せ
る

よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
私
は
ど
う
し
て
も
、『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』
の
人
違

い
と
良
く
似
た
状
況
を
男
女
逆
転
さ
せ
て
描
い
た
、
自
分
に
親
し
い
領
域

の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
の
対
象
と
し
て
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
描
か

れ
た
性
を
め
ぐ
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
イ
ェ
リ
ネ
ク
作
品
と
は
ま
っ
た
く

異
な
り
、「
悲
嘆
」
の
シ
ナ
リ
オ
を
踏
襲
し
て
い
る
の
だ
が
。
あ
る
愛
妻

家
の
騎
士
が
、
自
分
の
仕
え
る
暴
君
の
計
略
に
か
か
っ
て
、
当
代
き
っ
て

の
淫
婦
と
い
う
触
れ
込
み
の
女
性
と
一
夜
を
共
に
さ
せ
ら
れ
る
。
暗
闇
の

中
で
相
手
が
妻
と
は
気
づ
か
な
い
ま
ま
、
彼
は
未
知
の
妖
艶
な
情
事
を
楽

し
み
、
恐
悦
の
体
で
家
に
帰
る
。
心
な
ら
ず
も
正
体
を
隠
し
て
相
手
を
し

た
妻
は
、
こ
の
経
験
に
決
定
的
な
打
撃
を
受
け
て
病
死
し
、
夫
は
や
が
て

暴
君
を
倒
す
。
性
と
笑
い
・
悲
し
み
の
素
朴
な
姿
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た

バ
ル
ザ
ッ
ク
『
風
流
滑
稽
譚
』
の
一
作
だ
。
こ
こ
に
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
偽
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
他
人
と
思
い
込
ん
だ
た
め
に
、
見
え
な
い

亡
霊
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
う
い
き
さ
つ
が
読
み
取
れ
る
。
妻
が
演
じ
、

夫
が
見
て
し
ま
っ
た
妖
婦
。
欲
望
が
呼
び
出
し
た
こ
の
架
空
の
存
在
を
め

ぐ
っ
て
、
自
己
破
壊
や
武
力
行
使
が
生
ま
れ
る
。
欲
望
の
培
地
と
し
て
の

「
熊
」
と
「
鹿
」
を
親
密
な
関
係
の
中
に
呼
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
カ
ッ
プ

ル
が
、暴
力
行
為
に
参
加
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
と
似
て
い
よ
う
。（
た

だ
し
イ
ェ
リ
ネ
ク
で
は
、
暴
力
は
自
分
自
身
や
横
暴
な
権
力
に
対
し
て
は

向
け
ら
れ
ず
、「
よ
そ
も
の
」
い
じ
め
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
。）
第
三
者

が
描
き
出
し
た
も
の
に
欲
望
す
る
時
、
人
は
す
で
に
そ
の
表
象
の
仕
方
を

通
じ
て
、
あ
る
「
他
者
」
に
想
像
の
働
き
を
支
配
さ
れ
て
い
る
。「
妖
婦
」

を
描
写
し
た
暴
君
に
、
あ
る
い
は
「
熊
」
と
「
鹿
」
の
姿
を
広
告
上
で
描

き
出
し
た
「
よ
そ
も
の
」
に
。
欲
望
の
舵
を
握
る
そ
の
「
他
者
」
は
、
私

的
な
ぬ
く
も
り
を
破
壊
し
か
ね
な
い
脅
威
と
し
て
意
識
さ
れ
る
時
、
突

如
、
暴
力
的
に
追
い
払
わ
れ
る
。
だ
が
「
熊
」
と
「
鹿
」
を
生
み
出
し
た

も
の
は
、
実
は
も
っ
と
見
え
に
く
い
次
元
に
い
る
の
で
は
な
い
か
。
表
象

さ
れ
た
も
の
、
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
本
物
に
先
行
す
る
世
界
で
は
、
そ
の

「
他
者
」
は
い
く
ら
振
り
払
っ
た
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
語
ら
れ
描
か
れ
た

も
の
を
求
め
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
欲
望
の
中
か
ら
消
え
る
こ
と

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
問
い
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
も
う
一
つ

の
戯
曲
『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ
』
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ
─
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
歌
曲
に
ち
な
む
死
の
小

三
部
作
』

　

追
わ
れ
た
「
よ
そ
も
の
」
の
一
人
は
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
歌
曲
を
通
じ

て
「
さ
す
ら
い
人
」
に
な
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
フ
ォ
ン
・
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク

の
詩
と
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
音
楽
に
よ
る
歌
曲
「
さ
す
ら
い
人
」
で
、
旅
人
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は
「
探
し
、
予
感
す
れ
ど
、
い
ま
だ
知
ら
ぬ
」
国
を
求
め
て
さ
す
ら
っ
て

い
た
。
そ
の
旅
人
は
「
ど
こ
に
い
て
も
私
は
よ
そ
も
の
な
の
だ
」
と
呟
い

て
い
る
。『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ
』
の
三
部
作
は
、「
よ
そ
も
の
」

の
テ
ー
マ
を
国
、
故
郷
、
家
と
い
っ
た
も
の
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。「
訳

者
解
題
」
に
よ
る
と
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
『
さ
す
ら
い
人
』
の
語
り
手
に
は
、

チ
ェ
コ
系
ユ
ダ
ヤ
人
に
生
ま
れ
、
化
学
者
と
し
て
ナ
チ
ス
に
利
用
さ
れ
て

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
き
延
び
、
戦
後
は
心
身
と
も
重
く
病
ん
だ
ま
ま
他
界

し
た
と
い
う
イ
ェ
リ
ネ
ク
自
身
の
父
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し

い
。『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』
と
同
じ
く
、「
よ
そ
も
の
」
の
テ
ー
マ
は
ナ
チ
ス

や
そ
れ
と
同
根
の
も
の
を
探
り
出
し
批
判
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
。『
さ
す
ら
い
人
』
の
父
親
は
「
歩
行
者
は
前
進
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

一
切
を
捨
て
去
る
こ
と
以
外
、
何
も
求
め
て
い
な
い
」
と
呟
く
。
そ
し
て

「
ド
イ
ツ
の
主
人
」
に
「
尊
大
な
そ
ぶ
り
」
を
捨
て
て
さ
す
ら
う
こ
と
を

勧
め
て
い
る
。
歌
曲「
さ
す
ら
い
人
」で
歌
わ
れ
て
い
た「
愛
す
る
国
」、「
私

の
言
葉
を
語
る
国
」
の
探
求
が
あ
る
方
向
に
進
め
ら
れ
、
ド
イ
ツ
の
歴
史

に
お
い
て
排
除
と
殺
戮
を
生
み
出
し
た
こ
と
が
、
痛
み
と
皮
肉
を
こ
め
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
皮
肉
は
、
歌
曲
と
の

ト
ー
ン
の
落
差
か
ら
も
に
じ
み
出
て
く
る
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が
「
薔
薇
の

花
咲
く
国
」
の
節
に
与
え
た
夢
見
る
よ
う
な
調
子
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
の
付

点
が
弾
む
足
取
り
を
連
想
さ
せ
る
音
楽
は
、
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲
の
「
あ

あ
素
敵
で
し
ょ
う
ね
、
薔
薇
の
膨
ら
む
国
。
だ
け
ど
薔
薇
の
頭
に
加
え
ら

れ
る
の
は
、
大
い
な
る
不
正
な
の
だ
」
と
い
う
箇
所
と
重
な
る
と
、
そ
の

は
か
な
い
期
待
感
が
か
え
っ
て
苦
く
響
く
。「
さ
す
ら
い
人
」
の
歌
が
歴

史
の
記
憶
を
通
し
て
歪
み
、
そ
の
歪
み
が
「
国
」
の
概
念
を
問
い
直
さ
せ

る
。
そ
こ
に
あ
る
敢
え
て
不
協
和
音
的
な
響
き
を
聞
き
逃
し
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

　

森
と
さ
す
ら
い
の
イ
メ
ー
ジ
は
第
二
部
『
死
と
乙
女
』
に
も
存
在
し
、

直
接
的
に
「
死
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
シ
ュ
ー
ベ

ル
ト
の
同
名
の
歌
曲
と
グ
リ
ム
童
話
『
白
雪
姫
』
を
底
辺
で
交
差
さ
せ
て

い
る
。
森
を
さ
ま
よ
う
「
白
雪
姫
」
と
そ
こ
で
待
ち
構
え
る
「
狩
人
」
の

対
話
の
中
で
、
真
善
美
、
時
間
、
死
と
生
、
現
代
的
な
欲
望
の
構
造
、
見

か
け
と
認
識
な
ど
に
つ
い
て
言
葉
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ

も
透
明
に
意
味
を
汲
み
出
せ
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
。
シ
ュ
ー
ベ

ル
ト
の
歌
曲
の
簡
素
な
構
造
に
は
ら
ま
れ
た
濃
密
な
死
の
悲
痛
さ
と
官

能
性
は
、
対
照
的
な
軽
い
調
子
の
お
し
ゃ
べ
り
の
中
で
解
体
さ
れ
る
。
継

母
と
娘
の
テ
ー
マ
も
自
在
に
変
奏
さ
れ
る
。
母
親
が
嫉
妬
し
た
白
雪
姫

の
「
美
」
は
、
カ
ラ
ー
写
真
に
写
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ

て
、
メ
デ
ィ
ア
主
導
の
消
費
経
済
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

「
美
」
＝
白
雪
姫
は
、
地
図
を
さ
か
さ
ま
に
（
高
低
逆
に
）
見
て
い
た
た

め
に
、
探
し
て
い
た
七
人
の
小
人
が
体
現
す
る
「
真
実
」（
小
人
ぐ
ら
い

小
さ
い
）
に
出
会
え
な
い
ま
ま
、
命
乞
い
を
聞
い
て
く
れ
な
い
狩
人
＝
死

神
に
撃
ち
殺
さ
れ
て
死
ぬ
。

　
『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ
』
の
原
題 “M

acht nichts” 

は
「
か
ま

い
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
も
「
何
も
し
な
い
で
！
」
と
い
う

意
味
に
も
取
れ
る
そ
う
だ
。
そ
こ
に
は
「M

acht

＝
権
力
」
と
い
う
言
葉

が
組
み
込
ま
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
権
力
」
は
三
部
作
を
結
ぶ

テ
ー
マ
の
一
つ
だ
ろ
う
。
第
一
部
の
『
魔
王
』
で
は
、
権
力
の
側
に
身
を

置
い
た
者
が
棺
の
中
か
ら
一
人
語
っ
て
い
た
。
棺
と
い
う
、
こ
の
世
と
あ

の
世
の
間
の
過
渡
的
な
場
に
い
る
女
優
に
は
、
権
力
の
仕
組
み
を
暴
く
こ

と
も
許
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
女
優
の
独
り
言
は
、
三
者
の
視
点
を
組
み

合
わ
せ
た
歌
曲
「
魔
王
」
の
ド
ラ
マ
性
と
対
照
的
だ
。
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
は

父
に
は
見
え
な
い
魔
王
の
力
を
、
子
供
の
叫
び
の
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
と
う
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ね
る
よ
う
な
ピ
ア
ノ
の
伴
奏
、
和
音
の
連
打
で
表
し
て
い
た
。
有
無
を
言

わ
せ
ぬ
異
界
の
力
が
い
か
に
も
恐
ろ
し
げ
な
表
現
を
伴
っ
て
忍
び
寄
っ

て
く
る
の
は
、
ま
さ
に
ロ
マ
ン
派
的
な
語
り
の
中
だ
か
ら
。
イ
ェ
リ
ネ
ク

の
戯
曲
で
は
、
女
優
の
語
り
口
も
独
白
の
内
容
も
、
魔
物
の
言
葉
は
日
常

的
な
お
し
ゃ
べ
り
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
だ
ろ
う
と
気
づ
か
せ
る
。
そ
も

そ
も
、
女
優
の
魔
力
は
大
衆
の
そ
れ
ぞ
れ
を
演
じ
る
こ
と
で
生
ま
れ
、
民

衆
は
自
分
の
表
象
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
に
取
る
べ
き
行
動
を
教
え
ら

れ
て
死
ん
で
い
っ
た
。
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
二
つ
の
戯
曲
は
共
に
、
表
象
の
仕

組
み
に
忍
び
込
み
、
人
間
の
認
識
と
欲
望
を
操
る
何
も
の
か
を
探
ろ
う

と
す
る
。「
皆
が
同
じ
も
の
を
欲
し
が
る
か
ら
、
皆
が
権
力
の
中
に
取
り

込
ま
れ
て
し
ま
う
の
」
と
い
う
女
魔
王
の
せ
り
ふ
は
、『
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』

の
副
題
で
も
あ
る
「
み
な
が
し
て
い
る
こ
と
」
を
求
め
る
心
理
を
浮
き
彫

り
に
し
、同
一
性
と
共
有
の
幻
想
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
見
え
な
い
「
他
者
」

の
権
力
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

谷
川
氏
に
よ
る
と
『
汝
、
気
に
す
る
こ
と
な
か
れ
』
の
三
作
は
も
と
も

と
独
立
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、「
死
と
乙
女
」
シ
リ
ー
ズ
の
戯
曲
も

第
五
作
ま
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
違
っ
た
作
品
の
組
み
合
わ
せ

の
中
で
、
あ
る
い
は
実
際
の
演
出
の
中
で
、
言
葉
は
異
な
っ
た
響
き
を
発

す
る
に
違
い
な
い
。
音
楽
の
多
声
性
を
引
き
受
け
つ
つ
組
み
替
え
、
言
葉

が
は
ら
む
イ
メ
ー
ジ
や
観
念
や
物
語
を
限
り
な
く
交
錯
さ
せ
る
イ
ェ
リ

ネ
ク
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
自
体
、
様
々
な
歴
史
を
語
る
木
々
が
重
な
り
あ

う
森
の
よ
う
で
、
い
く
ら
分
け
入
っ
た
つ
も
り
で
も
何
か
が
見
え
た
と
は

言
い
に
く
い
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
ど
こ
を
と
っ
て
も
「
わ
か
っ
た
」
と

い
う
気
は
し
な
い
こ
れ
ら
の
作
品
を
、
途
中
で
放
り
出
す
気
に
は
な
ら
な

い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
わ
か
っ
た
と
言
え
な
い
こ
と

が
快
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
テ
ク
ス
ト
だ
か
ら
だ
。
言
葉
は
そ
こ

で
、
意
味
の
呪
縛
や
由
来
の
不
透
明
な
序
列
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。

手
軽
な
明
快
さ
に
背
を
向
け
、
相
互
の
批
判
や
対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
自

由
な
関
係
を
紡
い
で
い
く
こ
の
よ
う
な
言
葉
た
ち
こ
そ
が
、
不
当
な
圧
力

を
人
間
の
意
識
の
内
部
か
ら
照
ら
し
出
し
、
崩
し
、
組
み
立
て
直
せ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

（
博
多
か
お
る
）
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ア
ル
ベ
ル
ト
・
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
と
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
デ
・
キ
リ

コ
、
す
な
わ
ち
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ
の
弟
の
異
名
で
す
。

一
八
九
一
年
、
兄
と
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
に
（
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
は
ヴ
ォ
ロ
ス
、

ア
ン
ド
レ
ー
ア
は
ア
テ
ネ
で
）
生
ま
れ
ま
す
。
父
デ
・
キ
リ
コ
男
爵
は
す

ぐ
れ
た
技
師
で
あ
り
、
鉄
道
敷
設
の
た
め
か
の
地
に
招
か
れ
て
い
ま
し
た
。

兄
弟
が
ギ
リ
シ
ア
に
と
ど
ま
る
の
は
一
九
〇
五
年
ま
で
で
す
。
こ
の
年
、

父
が
亡
く
な
り
、
母
は
息
子
た
ち
の
芸
術
的
才
能
の
た
め
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

へ
移
住
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
は
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
見
れ
ば

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
首
都
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
王
家
出
身
の
地
で
も
あ
り

ま
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
芸
術
の
重
要
な
中
心
地
で
あ
り
、「
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
分
離
派
」
も
あ
れ
ば
、
数
年
後
に
は
「
青

ブ
ラ
ウ
エ
・
ラ
イ
タ
ー

騎
士
」
も
誕
生
し
ま
す
。

こ
の
地
で
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
は
ベ
ッ
ク
リ
ー
ン
に
影
響
さ
れ
て
絵
画
を
、

ア
ン
ド
レ
ー
ア
は
マ
ッ
ク
ス
・
レ
ー
ガ
ー
の
指
導
の
も
と
音
楽
を
学
び

ま
す
。
す
で
に
ア
ル
ベ
ル
ト
は
、
わ
ず
か
一
四
歳
で
書
い
た
父
の
死
の

た
め
の
レ
ク
イ
エ
ム
で
、
そ
の
天
才
少
年

0

0

0

0

ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
う
し
て
音
楽
の
理
論
と
技
法
を
確
実
に
修
得
し
つ
つ
も
、
同
時

に
文
学
や
哲
学
の
古
典
学
習
を
お
こ
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
は
い
え
、

一
九
一
一
年
、
一
九
歳
の
ア
ル
ベ
ル
ト
を
パ
リ
へ
と
導
く
の
は
や
は
り

音
楽
で
す
。

　

パ
リ
に
着
く
と
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
（
彼
も
ま
た
無
国
籍
者
で
す
）
の
友

人
と
な
り
、
パ
リ
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
サ
ー
ク
ル
に
紹
介
さ

れ
ま
す
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
過
激
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
指
か
ら
血
を

流
し
ピ
ア
ノ
を
た
た
き
壊
す
ほ
ど
の
激
し
さ
で
不
協
和
音
を
奏
で
る
と

い
う
も
の
で
し
た
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
そ
れ
を
評
し
て
書
き
ま
す
。
サ
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ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
や
が
て
パ
リ
と
全
世
界
の
ピ
ア
ノ
を
破
壊
し
て
し
ま
う

だ
ろ
う
、
と
。

パ
リ
で
は
批
評
活
動
に
も
手
を
そ
め
「
形メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

而
上
派
」
を
初
め
て
理
論
と

し
て
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。

　

こ
の
熱
烈
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
時
期
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃

発
と
と
も
に
中
断
し
ま
す
。
兄
弟
と
も
に
志
願
し
て
戦
線
に
向
か
う
も

の
の
、
前
線
で
は
な
く
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
へ
と
送
ら
れ
、
そ
の
地
で
カ
ッ
ラ
、

デ
・
ピ
シ
ス
と
と
も
に
「
形
而
上
派
」
絵
画
の
運
動
を
お
こ
す
わ
け
で
す
。

大
戦
が
終
わ
り
、
ロ
ー
マ
に
落
ち
着
い
た
〈
離デ

ィ

オ

ス

ク

ロ

イ

れ
が
た
き
兄
弟
〉（
彼

ら
は
当
時
こ
う
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
）
は
、
画
家
ブ
ロ
ッ
リ
ョ
ら
と
と
も

に
雑
誌
『
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
・
プ
ラ
ス
テ
ィ
チ
』（『
造
形
価
値
』）
の
周
辺
で

活
動
し
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
〈
秩
序
回
帰
〉
の
時
期
で
あ
り
、
デ
・

キ
リ
コ
兄
弟
の
立
場
は
、
雑
誌
の
総
体
的
な
立
場
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
あ
る
意
味
で
矛
盾
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

実
際
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
称
賛
す
る
こ
と
で
伝
統
主
義
的
な
絵
画
に
対
抗

す
る
か
と
思
え
ば
、
キ
ュ
ビ
ス
ト
、
ダ
ダ
イ
ス
ト
、
未
来
主
義
者
た
ち
と

論
争
を
繰
り
ひ
ろ
げ
ま
す
。
ま
た
、
フ
ァ
ン
・
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
フ
、
ア
ル

キ
ペ
ン
コ
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
ら
の
抽
象
芸
術
を
イ
タ
リ
ア
に
拡
め
る

一
方
で
、
一
五
世
紀
的
な
感
性
へ
の
回
帰
を
唱
え
た
り
す
る
の
で
す
。

　

イ
タ
リ
ア
で
は
一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
一
〇
年
こ
ろ
、
あ
る
芸
術
家

グ
ル
ー
プ
が
、
ピ
カ
ソ
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
、
コ
ク
ト
ー
ら
と
接
触
し
つ
つ
、

未
来
主
義
の
誕
生
に
貢
献
し
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
文
化
を
普
及
さ
せ
て

き
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
か
れ
ら
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
方
向
転
換
し
、

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
時
に
見
せ
た
変
わ
り
身
の
速
さ
で
古
典
と
い
う

カ
ノ
ン
へ
の
回
帰
を
唱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
カ
ノ
ン
の
理

論
化
を
特
殊
な
や
り
方
で
進
め
た
の
が
、
マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
・
サ
ル
フ
ァ
ッ

テ
ィ
で
す
。
サ
ル
フ
ァ
ッ
テ
ィ
は
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
か
ら
の
転
向
を
象

徴
す
る
よ
う
な
人
物
で
す
。
マ
ル
ク
ス
の
愛
読
者
、
社
会
主
義
の
活
動

家
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
急
先
鋒
で
あ
り
な
が
ら
、
の
ち
に
愛
人
と
な

る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
出
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的

新
保
守
主
義
へ
の
転
身
を
遂
げ
る
の
で
す
。
イ
タ
リ
ア
美
術
と
そ
れ
が

世
界
に
あ
た
え
た
貢
献
の
核
心
は
一
五
世
紀
の
簡
素
な
古
典
主
義
に
あ

る
─
─
そ
う
考
え
た
サ
ル
フ
ァ
ッ
テ
ィ
は
、
ロ
ン
ギ
の
よ
う
に
一
七
世
紀

を
再
発
見
し
つ
つ
あ
っ
た
人
物
と
真
っ
向
か
ら
論
争
し
ま
す
。
彼
女
の
理

論
は
、「
ノ
ヴ
ェ
チ
ェ
ン
ト
」（
二
〇
世
紀
の
意
）
グ
ル
ー
プ
を
生
み
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
美
学
の
直
接
の
表
明
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
、
徹
底
し
た
フ
ァ
シ

ス
ト
で
あ
っ
た
の
は
サ
ル
フ
ァ
ッ
テ
ィ
ひ
と
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ソ
ッ

フ
ィ
チ
の
よ
う
な
芸
術
家
、
ボ
ン
テ
ン
ペ
ッ
リ
の
よ
う
な
作
家
、
む
ろ
ん

シ
ロ
ー
ニ
と
フ
ー
ニ
を
筆
頭
と
す
る
「
ノ
ヴ
ェ
チ
ェ
ン
ト
」
の
あ
ら
ゆ
る

画
家
は
、
み
な
フ
ァ
シ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
文
化
的
形
成
は
地
方

的
で
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
は
け
っ
き
ょ
く
地
方
的
に
制
約

さ
れ
た
モ
デ
ル
を
提
起
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

デ
・
キ
リ
コ
兄
弟
は
と
い
え
ば
、
自
分
た
ち
の
傾
向
を
変
え
る
こ
と
な

く
、
初
期
の
創
作
姿
勢
に
忠
実
で
あ
り
つ
づ
け
ま
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ

に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
た
ち
と
逆
の
方
向
へ
向
か
っ
た
と

さ
え
言
え
ま
す
。
ま
ず
ニ
ー
チ
ェ
の
貴
族
主
義
の
立
場
か
ら
出
発
し
、
バ

ロ
ッ
ク
に
対
す
る
サ
ル
フ
ァ
ッ
テ
ィ
の
批
判
を
幾
分
共
有
し
つ
つ
も
、
や

が
て
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
か
ら
距
離
を
と
る
の
で

は
な
く
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
環
境
に
ま
す
ま

す
近
づ
い
て
い
く
の
で
す
か
ら
。

　

こ
う
し
て
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
一
九
二
六
年
イ
タ
リ
ア
を
去
り
ま
す
。
パ

リ
に
戻
っ
た
の
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
修レ

ト
リ
ッ
ク辞

に
浸
か
っ
た
地
方
的
風
潮
が
嫌
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だ っ た か ら だ と 、 フ ラ ン ス の 新 聞 の イ ン タ ビ ュ ー で 語 っ て い ます 。 絵 画 の 道 を 試 み 、 そ れ な り の 成 功 を 収 め る と 、 パ リ 以 上 にイ タ リ ア 国 内 で 反 響 を 呼 び ま す 。 こ の こ と が お そ ら く サ ヴ ィ ーニ オ に 、 自 分 の 芸 術 は イ タ リ ア で こ そ 受 け 入 れ ら れ る と 考 え させ た の で し ょ う 。
け れ ど も 実 際 そ う は ゆ か ず 、 ひ と た び 帰 国 す る と フ ァ シ ズ ム

国 家 イ タ リ ア を 二 七 年 の イ ン タ ビ ュ ー で 非 難 し て い た こ と を理 由 に 嘲 り と 執 拗 な 攻 撃 に さ ら さ れ ま す 。 ビ エ ン ナ ー レ に 参 加す る た め 、 前 言 撤 回 を し て い る ほ ど で す 。
こ の 失 意 の 時 期 に 、 ほ と ん ど 絵 筆 を と ら な く な り 、 も っ ぱ ら

文 筆 家 （ 名 前 を 借 用 し た ア ル ベ ー ル ・ サ ヴ ァ ン の 職 業 で も あり ま す ） と し て の 活 動 に 専 念 し ま す 。 そ し て お そ ら く こ の 時 、自 分 も 含 め た あ ら ゆ る も の か ら の ア イ ロ ニ カ ル な 離 脱 が 、 サヴ ィ ー ニ オ の 内 部 で い よ い よ 熟 成 さ れ る の で す 。　
サ ヴ ィ ー ニ オ が 絵 画 の 詩 学 に 復 帰 す る の は 、 よ う や く 第 二 次

世 界 大 戦 後 の こ と 、 も は や 同 時 代 の 芸 術 論 争 か ら 完 全 に 解 き 放た れ た 絵 画 表 現 と と も に で し た 。 画 布 に 現 れ た イ メ ー ジ は 自 分が 書 く 文 章 の 滑

バ ー レ ス ク

稽 な 〈 図 解 ＝ 挿 絵 〉 と し て 着 想 さ れ て い る か の

よ う で す （ 実 際 に そ う し た 着 想 で あ る こ と も あ り ま す ）  。 で すか ら サ ヴ ィ ー ニ オ の 絵 画 に お け る 冒 険 は 、 事 実 上 、 二 度 目 の フラ ン ス 滞 在 期 に 集 約 さ れ る こ と に な り ま す 。　
戦 後 の サ ヴ ィ ー ニ オ は も は や 芸 術 家 と し て 認 知 さ れ る こ と

を 求 め ま せ ん 。 あ る 表 現 形 式 か ら べ つ の 表 現 形 式 へ と 自 在 に 動き ま わ り 、 あ ら ゆ る 芸 術 を 単 な る 手 段 と し て 用 い な が ら 、 そ うし た 諸 芸 術 の 上 位 に あ る 〈 言 説 〉  （ つ ま り 、 芸 術 に よ っ て 理 解し 表 現 で き る 思 想 よ り も 、 抽 象 的 で 高 度 で 本 質 的 で も あ る よ う

な 思 想 の こ と で す ） を 解 説 し よ う し ま す 。　
こ の 言 説 こ そ 、

　 〈 サ ヴ ィ ー ニ オ の 哲 学 〉 と 呼 び う る も の で あ

り 、 あ る 意 味 で 「 形 而 上 派 」 の 哲 学 で も あ り ま す 。 短 く 三 点 に要 約 し て み ま し ょ う 。
（ 一 ）  〈 も の 〉 に 関 す る 考 察（ 二 ） ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 複 数 性 に 関 す る 考 察

（ こ こ で は 〈 ス

パ ラ グ モ ス 〉

sparag
mos

と 呼 び ま す ）

（ 三 ） ア イ ロ ニ ー に 関 す る 考 察

（ ア イ ロ ニ ー に 関 す る 考 察 は 最

初 の ふ た つ の 問 題 の 意 味 と 関 係 を 明 確 に し ま す ）

〈 も の 〉 の 魂 ／

L’a
ni

ma 
delle cose

　 『 ヴ ァ ロ ー リ ・ プ ラ ス テ ィ チ 』 誌

(

一 九 一 八 ─ 一 九 二 一 ） の

時 代 、 サ ヴ ィ ー ニ オ は 「 形

メ タ フ ィ ジ カ

而 上 派 」 の 理 論 家 を も っ て 任 じ ま す 。

彼 が 定 義 す る 「 形 而 上 派 」 と は 、  〈 も の 〉 の 現 実 で な く 、 そ の叙 情 的 な 本 質 を あ ら わ そ う と す る 絵 画 だ と 言 え ま す 。 し た が って 問 題 は ミ メ ー シ ス で な く 観 念 化 の 瞬 間 で あ り 、 絵 画 の 技 法 は手 段 と し て の 価 値 を 失 う の で す 。 ま た 画 家 の 〈 上

うま

手 さ 〉 だ け で

な く 、 形 式 と 様 式 の 価 値 も 失 わ れ ま す 。
言 い 換 え れ ば 、  わ れ わ れ が 絵 画 を 必 要 と す る の は 、  絵 画 に 「 思

考 さ れ た こ と 」 を 可 視 化 す る 力 が あ る か ら に 他 な り ま せ ん 。 つま り ハ イ デ ガ ー の 言 う  「 客 体 性 」

Vorhandenheit

に お け る  〈 も の 〉

で は な く 、  〈 も の 〉 の 魂 、  〈 も の 〉 の 〈 デ ー モ ン 〉  、  〈 も の 〉 の 魔術 的 で フ ェ テ ィ ッ シ ュ な 意 味 を 絵 画 は 眼 に 見 え る よ う に し て
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く れ る の で す 。 そ の 意 味 で 「 形 而 上 派 」 は 具 体 的 な 〈 も の 〉 をめ ざ す 同 時 代 の 美 術 の 流 れ と 対 立 し ま す 。
実 際 サ ヴ ィ ー ニ オ は 、 キ ュ ビ ス ム と 未 来 主 義 は 〈 も の 〉 の 現

実 の あ ら ゆ る 次 元 を 同 時 性 に よ っ て あ ら わ そ う と す る 、 と 言 って 批 判 し ま す が 、 抽 象 的 な 発 想 を 具 象 絵 画 に む す び つ け る 抽象 主 義 と も 逆 の 立 場 を と り ま す 。 し た が っ て 当 然 の こ と な がら 、 サ ヴ ィ ー ニ オ の 「 形 而 上 派 」 絵 画 の 立 場 は 〈 オ ブ ジ ェ ＝ 客体 〉 に 焦 点 を あ わ せ る 戦 後 美 術 の あ ら ゆ る 展 開 （ つ ま り 〈 オ ブジ ェ 〉 を そ の 基 点 と す る あ ら ゆ る 美 術 運 動 の こ と で す ） と 対 立し ま す 。 マ テ リ ア ル ア ー ト 、 ネ オ ダ ダ 、 特 に 「 ヌ ー ヴ ォ ー ・ レア リ ス ム 」  、 そ し て ア ル テ ・ ポ ー ヴ ェ ラ （ そ こ に 「 も の 派 」 のよ う な 運 動 も 加 え ら れ る で し ょ う ）  。 こ れ ら の 美 術 運 動 が 明 確に 主 張 す る の は 、  芸 術 の 使 命 は 〈 も の 〉 の 表 現 で は な く 〈 も の 〉の 提 示 で あ る 、 と い う こ と な の で す か ら 。 そ の 意 味 で デ ・ キ リコ 兄 弟 が 提 起 す る の は 、 単 に 異 な る ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド と い う だけ で な く 、 二 〇 世 紀 美 術 の 展 開 の べ つ の 道 、 あ る い は

─
そ う

言 わ れ も し た よ う に

─
「 も う ひ と つ の 近

モ デ ル ニ タ

代 性 」 な の で す 。

個 と 世 界 、 自 我 と 非 自 我 と い う 観 念 論 の 区 分 に 対 抗 し 、 サ
ヴ ィ ー ニ オ は 〈 も の 〉 の 世 界 を 再 評 価 し ま す 。 唯 物 論 的 な 意 味で は な く 、 ア ニ ミ ス ム 的 な 内 在 論 の 観 点 か ら そ う す る の で す 。つ ま り 、 芸 術 家 は 自 分 の 主 観 的 な 感 情 の 表 現 で は な く 、  〈 も の 〉の 魂 の 記 述 に つ と め な け れ ば な ら な い の で す 。 な ぜ な ら 芸 術 家の 魂 も （ そ し て 芸 術 家 が 属 す る 文 明 の 魂 も ）  〈 も の 〉 の 側 に ある の で す か ら 。 芸 術 家 と は ア ニ ミ ス ト の よ う な も の で あ り 、 アニ ミ ス ト に と っ て 魂 と は 、 ア ニ ミ ス ト 自 身 の ア イ デ ン テ ィ テ ィと は 一 致 せ ず 、  〈 も の 〉 や 世 界 の な か に 見 い だ せ る も の な の で す 。

こ れ は し か し 、  〈 も の 〉 が 精 神 の な か に だ け 存 在 す る （ 観 念
論 や 経 験 論 が 知 覚 さ れ る 要 素 だ け で 客 観 性 を 認 識 す る よ う に ）と い う こ と で は な く 、 精 神 の ほ う が 〈 も の 〉 に お い て 具 現 化す る と い う こ と で す 。 で す か ら サ ヴ ィ ー ニ オ の 「 形

メ タ フ ィ ジ カ

而 上 学 」 は 、

近 代 の 形 而 上 学 の よ う に 超 越 論 や 精 神 の 超 越 へ で は な く 、 内 在論 （ と は い え 、  懐 疑 主 義 的 な 内 在 論 で す ） へ と 向 か い ま す 。  〈 もの 〉  の 向 こ う が わ に そ の 魂 が あ り 、  そ し て そ の 魂 も ひ と つ の  〈 もの 〉 で あ る と い う こ と で す （ サ ヴ ィ ー ニ オ の 絵 画 で は 〈 も の 〉の 魂 が 透 き と お っ た 〈 も の 〉 と し て 描 か れ て い ま す ）  。　
こ う し た 意 味 で 「 形

メ タ フ ィ ジ カ

而 上 派 」 は 想 像 力 の 物 理 学 を も っ て 任 じ

ま す 。 こ の 哲 学 的 直 観 の 背 後 に あ る 精 神 分 析 的 感 性 は 想 像 力 の幼 児 性 と い う 性 質 に 集 約 さ れ ま す 。 し か し そ こ に あ る の は ギリ シ ア の 伝 統 で も あ る と 、 サ ヴ ィ ー ニ オ 自 身 が 自 伝 的 小 説 『 ニヴ ァ ジ ョ ・ ド ル チ ェ マ ー レ の 幼 年 時 代 』 の な か で 明 ら か に し てい ま す 。 こ の 小 説 で 語 ら れ る 幼 年 時 代 の 体 験 に は 、 ビ ザ ン テ ィン の イ コ ン や 、 キ リ ス ト 教 の 神 の （ 三 角 形 に 縁 ど ら れ た 眼 によ っ て 象 徴 さ れ る ）  「 一 つ 眼 の 」 イ メ ー ジ が 現 れ る の で す 。
実 際 、 サ ヴ ィ ー ニ オ の 眼 に は 、 ギ リ シ ア の 伝 統 的 な イ メ ー ジ

に 何 か し ら 固 有 の 堅 固 さ が あ る と 映 り ま す 。 そ れ は フ ロ レ ン スキ イ が 「 想 像 世 界 」

mundus i
maginalis

を
「 名 詞 と し て 用 い て い

る イ メ ー ジ 」 と 定 義 し た も の か ら さ ほ ど 遠 く あ り ま せ ん 。 こ の「 想 像 世 界 」 と は 、 形 而 上 的 世 界 で あ る と 同 時 に 、  〈 も の 〉 の 世界 で も あ る の で す か ら 。
フ ロ レ ン ス キ イ と サ ヴ ィ ー ニ オ を 真 に 分 か つ の は 、 こ う し た

元 型 イ メ ー ジ の 価 値 に あ り ま す 。 ギ リ シ ア 正 教 の 教 義 や プ ラ トン の 理 論 に お い て 、 こ れ ら の イ メ ー ジ は 普 遍 的 で 、 現 実 よ り 真
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な
る
も
の
で
す
。
し
か
し
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
に
は
、
す
べ
て
が
偽
り
で
、
ま

が
い
も
の
に
見
え
る
の
で
す
。〈
も
の
〉、〈
も
の
〉
の
イ
デ
ア
、〈
も
の
〉

の
魂
、
人
間
、
神
々
、
英
雄
、
天
使
、
そ
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
囚

わ
れ
て
い
る
わ
た
し
た
ち
自
身
ま
で
も
が
。「
形
而
上
派
」
の
想
像
力
が

も
た
ら
す
現
実
と
は
、
現
実
世
界
に
対
す
る
真
で
も
偽
で
も
な
く
、
べ
つ

の
舞
台
の
そ
で
0

0

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。「
形
而
上
派
」
絵
画
に
見
ら
れ
る
演
劇

性
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
人
生
そ
の
も
の
が
演
劇
で
あ
り
、
人
生
に

お
け
る
わ
た
し
た
ち
の
役
割
も
ま
た
演
劇
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
。

　

で
す
か
ら
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
に
と
っ
て
、〈
も
の
〉
は
常
に
修レ

ト

リ

カ

ル

辞
的
な
要

素
と
し
て
現
わ
れ
ま
す
。〈
も
の
〉
が
元
来
〈
思
考
さ
れ
た
も
の
〉
で
あ

り
、
あ
ら
か
じ
め
意
味
を
担
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ

に
と
っ
て
の
〈
も
の
〉
が
物
自
体
を
直
観
し
よ
う
と
す
る
現
象
学
と
相
い

れ
な
い
の
も
、
現
象
学
が
「
判エ

ポ

ケ

ー

断
停
止
」
に
よ
っ
て
先
入
見
か
ら
自
由
に

な
れ
る
と
素
朴
に
信
じ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
／Surrealism

o

　
「
形メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

而
上
派
」
と
唯
一
妥
当
な
繋
が
り
を
も
つ
の
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
で
す
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
絵
画
を
心
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
現

す
る
た
め
の
純
粋
な
る
道
具
と
み
な
し
ま
す
。
実
際
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
は
、
形
而
上
派
の
後
に
生
ま
れ
、「
形
而
上
派
」
に
ふ
か
く
影
響
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
の
ブ
ル
ト
ン
が
デ
・
キ
リ
コ
兄
弟
の
芸
術
を
、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
詩
学
の
基
礎
に
据
え
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
、「
超
現
実
」
と
い
う
用
語
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
よ
っ
て
作

ら
れ
る
の
も
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
あ
る
演
劇
作
品
が
関
係
し
て
い
る
の
で

す
。
さ
ら
に
考
え
て
み
れ
ば
、「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
い
う
用
語
は

「
形メ

タ

フ

ィ

ジ

カ

而
上
派
」m

etafisica

と
い
う
語
を
字
義
ど
お
り
に
言
い
換
え
た
も
の

で
す
。「
形メ

タ
フ
ィ
ジ
カ

而
上
」
と
は
実
際
「
物
理
的
現
実
の
向
こ
う
側
」
を
意
味
す

る
の
で
す
か
ら
。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
と
デ
・
キ
リ
コ
兄
弟
は
直
接
に
接
触
し
て
も

い
ま
す
。
一
九
三
二
年
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
絵
画
作
品
『
レ
ザ
ト
ロ
ー
ン
』

が
日
本
で
一
度
だ
け
公
開
さ
れ
た
の
は
ま
さ
に
ブ
ル
ト
ン
の
お
陰
な
の

で
す
。

デ
・
キ
リ
コ
兄
弟
は
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
に
同
調
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ

オ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
心
的
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
が
「
形
而
上
派
」

の
関
心
を
ひ
か
な
い
と
い
う
事
実
に
あ
り
ま
す
。
心
的
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス

ム
は
芸
術
の
役
割
を
表
現
か
ら
芸
術
家
個
人
の
無
意
識
の
内
容
の
表
明

へ
と
ず
ら
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

こ
の
や
り
方
で
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
超
現
実
な
る
も
の
を
記
述

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
せ
い
ぜ
い
神
経
症
の
症
状
に
ひ
と
し
い
や
り

方
で
無
意
識
に
声
を
あ
た
え
る
だ
け
で
す
。〈
も
の
〉
の
魂
は
そ
の
文
化

的
特
性
を
、
得
体
の
し
れ
ぬ
魔
力
を
ひ
め
た
集
団
的
特
性
を
失
い
、
個
人

の
心
理
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
賛
同
し
な
い
理
由
と
し
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ト
た
ち
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
同
調
も
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
マ
ル
ク
ス

主
義
を
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
懐
疑
主
義
を
も
っ
て
み
ま

も
り
、
政
治
的
態
度
と
し
て
は
民
主
主
義
と
革
新
主
義
を
え
ら
び
ま

し
た
。
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ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
脱
構
築
と
〈
ス
パ
ラ
グ
モ
ス
〉
／

D
ecostruzione dell’identità e lo Sparagm

os
　
〈
ス
パ
ラ
グ
モ
ス
〉sparagm

os

と
い
う
概
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

供
犠
で
犠
牲
者
の
四
肢
を
引
き
裂
く
瞬
間
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ
の
概

念
は
、
バ
ッ
カ
ス
の
巫
女
た
ち
に
八
つ
裂
き
に
さ
れ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
、

巨
人
族
テ
ィ
タ
ン
に
お
な
じ
く
八
つ
裂
き
に
さ
れ
た
幼
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
な
ど
、
異
教
的
な
神
話
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
も
古
代

エ
ジ
プ
ト
の
オ
シ
リ
ス
神
話
に
登
場
し
ま
す
。
犠
牲
者
の
手
足
を
切
断
す

る
こ
と
、
そ
れ
は
自
我
や
主
体
を
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
へ
解
体
す
る
こ
と
の

メ
タ
フ
ァ
ー
で
す
。

　

こ
う
し
た
思
想
は
お
そ
ら
く
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
由
来
す
る
の
で

し
ょ
う
。
シ
ャ
ー
マ
ン
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
精
霊
に
と
り
憑
か
れ
ま
す

（
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
が
も
っ
と
も
愛
し
た
芸
術
、
演
劇
の
起
源
に
あ
る
の
も

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
す
）。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
単
一
性
へ
集
約
す
る
こ
と

に
抗
う
の
は
多
神
教
の
考
え
方
に
典
型
的
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
〈
ス
パ
ラ
グ
モ
ス
〉
は
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
鍵
概
念
で

も
あ
り
ま
す
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
数
多
く
の
異
名
（
ア
ル
ベ
ル
ト
・
サ

ヴ
ィ
ー
ニ
オ
、
ニ
ヴ
ァ
ジ
ョ
・
ド
ル
チ
ェ
マ
ー
レ
、
ヘ
ル
マ
フ
ロ
デ
ィ
ー

ト
、
ア
ニ
モ
な
ど
）
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
人
物
に
分
割
し
ま
す
。
そ
し
て
自
ら
の
魂
を
さ
ま
ざ

ま
な
異
な
る
〈
も
の
〉
の
魂
に
分
割
す
る
と
き
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
代
わ
り
に
提
供
す
る
の
が
、
彼
の
画
布
を
占
有
す
る
、
あ
の
〈
も

の
〉
と
動
物
の
姿
を
し
た
人
物
と
か
ら
な
る
精
神
の
網
の
目
な
の
で
す
。

　

動
物
の
姿
を
し
た
人
物
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
た
し
て
も
古
代
エ
ジ
プ

ト
絵
画
（
そ
の
根
底
に
は
多
神
教
的
な
ア
ニ
ミ
ス
ム
と
い
う
背
景
が
あ
り

ま
す
）
の
借
用
な
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
は

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
人
相
学
、
イ
プ
セ
ン
の
詩
学
、
そ
し
て
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ

イ
ニ
ン
ガ
ー
の
哲
学
と
い
う
要
素
も
合
流
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
〈
ス
パ
ラ
グ
モ
ス
〉
は
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
芸
術
的
発
想
に
も

見
い
だ
せ
ま
す
。
ワ
グ
ナ
ー
と
は
反
対
に
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
諸
芸
術
を

ひ
と
つ
の
「
総
合
芸
術
作
品
」
に
ま
と
め
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ

の
芸
術
（
音
楽
、演
劇
、絵
画
、文
学
な
ど
）
を
個
々
に
実
践
す
る
こ
と
で
、

芸
術
の
伏
魔
殿
を
爆
破
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
、
宗
教
（
一
神
教
）
で
あ
れ
、

政
治
（
全
体
主
義
）
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
一
元
論
を
批
判
し
て
い

る
こ
と
で
す
。

　

単
一
性
（
単
一
の
党
、
唯
一
神
、
単
一
の
指
導
者
、
単
一
民
族
）
の
追

求
と
、
そ
れ
に
伴
う
異
質
な
も
の
へ
の
迫
害
が
、
こ
の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る

狂
気
と
残
虐
の
根
底
に
あ
る

─
そ
う
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
考
え
ま
す
。
け

れ
ど
、
神
や
党
の
単
一
性
を
攻
撃
す
る
だ
け
で
満
足
は
せ
ず
、
人
間
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
に
ま
で
攻
撃
を
加
え
る
の
で
す
。

　

実
際
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
人
間
と
い
う
怪
物
を
破

壊
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（「
怪
物
を
殺
そ
う
」）、
と
。

人
間
は
死
ん
だ
。
人
間
を
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
創
造
し
、
至
高
の
も
の
と
し

た
。
人
間
と
い
う
一
点
に
、
世
界
の
す
べ
て

─
動
物
と
植
物
、
金
属
と

海
、
空
気
と
星
々

─
が
集
ま
っ
て
き
た
。

（『
オ
ル
ゴ
ー
ル
』Scatola Sonora

）

こ
う
書
く
こ
と
で
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
思
想
に
追

随
し
、フ
ー
コ
ー
の
「
人
間
の
死
」
を
先
取
り
し
ま
す
。
人
間
中
心
主
義
は
、
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人
文
主
義
に
は
じ
ま
る
文
化
的
要
素
で
あ
り
、
世
界
に
対
す
る
無
制
限
の

至
高
性
を
人
間
に
あ
た
え
た
点
で
全
体
主
義
の
前
兆
だ
っ
た

─
そ
う

サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
批
判
す
る
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
真
剣
さ
の
あ
ま
り
、
言
葉
巧
み
に
自
分
を
称
賛
す
る
と
い

う
高
慢
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
修
辞
が
教
義
と
権
力
の
た
め
に

建
立
す
る
記モ

ニ
ュ
メ念

碑ン
ト

を
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
は
自
分
自
身
に
記
念

碑
を
つ
く
る
よ
う
な
馬
鹿
な
こ
と
を
す
る
の
で
す
か
ら
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
／Ironia

　

サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
哲
学
は
、
サ
モ
サ
タ
の
ル
キ
ア
ノ
ス

（
二
世
紀
）
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
他
に
も
ガ
ダ
ラ
の
メ
ニ
ッ
ポ
ス
（
前

三
世
紀
）
や
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（
一
六
世
紀
）
と
い
っ
た
思
想
家
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ル
キ
ア
ノ
ス
に
む
す
び
つ
き
ま
す
。

　

ル
キ
ア
ノ
ス
は
、
あ
る
時
点
で
修
辞
学
を
放
棄
し
た
、
と
言
っ
て
い
ま

す
。
修
辞
学
は
「
も
は
や
化
粧
に
ま
み
れ
た
娼
婦
」
で
あ
る
か
ら
、
自
分

は
真
実
の
探
求
を
め
ざ
す
哲
学
と
弁
証
法
的
対
話
に
移
っ
た
の
だ
、
と
。

で
す
が
、
当
時
の
哲
学
の
流
派
は
、
ル
キ
ア
ノ
ス
に
は
ど
れ
も
詐
欺
師
の

集
団
に
し
か
み
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
哲
学
者
た
ち
は
、
難
解
な
表
現
を
も

て
あ
そ
び
、
で
き
あ
い
の
真
実
を
わ
れ
が
ち
に
売
り
つ
け
よ
う
と
し
て
い

ま
し
た
。

　

修レ

ト

リ

ッ

ク

辞
学
を
批
判
す
る
に
は
け
っ
き
ょ
く
修レ

ト
リ
ッ
ク辞

に
依
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
よ
う
に
）
哲
学
を
批
判
す
る
に
は

け
っ
き
ょ
く
哲
学
に
依
ら
ざ
る
を
え
な
い

─
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て

い
た
ル
キ
ア
ノ
ス
は
、
修
辞
を
用
い
て
、
同
時
代
人
の
哲
学
を
嘲
う
こ
と

に
し
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
ル
キ
ア
ノ
ス
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る

哲
学
の
破
産
が
了
解
さ
れ
る
と
き
最
後
に
可
能
な
哲
学
だ
と
言
え
ま
す
。

シ
ニ
シ
ズ
ム
と
は
さ
ら
に
、
権
力
が
尊
大
な
絶
対
主
義
と
な
る
と
き
、

権
力
を
い
か
な
る
形
態
で
あ
れ
認
め
な
い
唯
一
の
哲
学
と
な
り
ま
す
。
こ

う
し
て
見
る
と
、
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
誕
生
は
、
ま
さ
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

大
王
の
帝
政
が
は
じ
ま
る
時
期
で
す
（
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
陽
が
当
た
ら

ぬ
か
ら
そ
こ
を
退
く
よ
う
に
、
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
に
言
い
ま
し

た
）。
そ
し
て
そ
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
、
帝
国
衰
退
期
の
絶
対
主
義
的
風
潮

の
な
か
で
ル
キ
ア
ノ
ス
が
、
そ
し
て
い
よ
い
よ
、
二
〇
世
紀
前
半
の
全
体

主
義
的
風
潮
の
な
か
で
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
が
拾
い
あ
げ
る
の
で
す
。

サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
に
よ
れ
ば
、
修
辞
や
先
入
見
を
脱
け
だ
す
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。〈
も
の
〉
の
本
質
に
到
達
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
認
識
の
単
純

化
で
は
な
く
、
修
辞
に
よ
る
発
作
的
な
称
賛
に
あ
り
ま
す
。
修
辞
を
修
辞

と
し
て
眼
に
見
え
る
よ
う
に
し
、
そ
の
見
せ
か
け
の
性
質
を
あ
ば
き
、
つ

い
に
は
修
辞
そ
の
も
の
を
爆
破
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
こ
と
。

け
れ
ど
も
神
々
や
〈
も
の
〉
を
、
愚
か
な
修
辞
と
し
て
、
拒
ん
で
は
い

け
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
得
体
の
し
れ
ぬ
存
在
を
通
し
て
の
み
、
世

界
を
、
敵
意
あ
る
場
所
や
魂
の
牢
獄
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
家
と
し
て

慣
れ
親
し
み
知
覚
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
家
の
中
で
あ
れ

ば
、も
っ
と
も
恐
る
べ
き
〈
も
の
〉
で
さ
え
、か
ろ
う
じ
て
《
家
の
〈
事
〉》

“faccende”dom
estiche

と
な
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
問
題
と
は
、
生
の
価
値
を
嫌
悪
す

る
悲
劇
的
見ビ

ジ
ョ
ン方

に
異
を
唱
え
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
例
え
ば
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
そ
し
て
実
存
主
義
の
内
部
に
ま
で
、
こ
の
悲

劇
的
な
見
方
は
み
つ
け
だ
せ
ま
す
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の｢

世
界
を
家

と
す
る｣

見
方
は
、「
こ
ち
ら
側
の
世
界
」
と

─
そ
の
も
っ
と
も
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否
定
的
な
面
に
お
い
て
も

─
穏
や
か
に
共
生
し
よ
う
と
努
め
る
の

で
す
。

結
論
：
世
界
の
愚
か
な
る
本
質
／

C
onclusione: l’essenza stupida del m

ondo

　

物
自
体
に
到
達
す
る
と
い
う
要
請
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の

代
わ
り
、〈
も
の
〉
の
魂
に
、〈
も
の
〉
を
〈
謎

エ
ニ
グ
マ〉

と
し
て
提
示
す
る
魂
に

近
づ
こ
う
と
す
べ
き
な
の
で
す
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
る
の
は
、〈
も

の
〉
の
神
秘
の
根
底
に
は
根
ぶ
か
い
蒙
昧
さ
し
か
な
い
、
そ
れ
は
つ
ま
り

こ
の
上
な
い
愚
か
さ
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
す
。
無
も
、
現
実
の
究
極

の
本
質
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
経
験
で
き
な
い
も
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
に
経

験
し
う
る
の
は
、〈
も
っ
と
も
鈍
い
愚
か
さ
〉la più ottusa stupidità

だ

け
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、「
個
体
化
の
原
理
」pricipium

 individuationis

に
隠
さ
れ

た
秘
密
、
わ
れ
わ
れ
と
〈
も
の
〉
と
神
々
の
い
ず
れ
に
も
関
わ
る
秘
密

と
は
、〈
鈍
さ
〉ottusità

な
の
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
描
く
人
物
像
は
、

愛
す
る
両
親
も
、「
頭
の
小
さ
い
」1

英
雄
も
、
神
々
も
、
そ
し
て
画
家

自
身
ま
で
も
、
み
な
何
か
し
ら
鈍
い
表
現
を
し
め
し
て
い
ま
す
。

　

ア
イ
ロ
ニ
ー
と
は
実
際
、
あ
の
よ
う
な
状
況
で
実
践
で
き
る
た
だ
ひ
と

つ
の
戦
略
で
す
（
た
だ
し
、
優
越
に
ひ
た
る
口
実
と
な
ら
な
い
限
り
に
お

い
て
で
す
が
）。
要
す
る
に
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
も
の
は
、
世
界
の
欠

陥
を
容
赦
な
く
突
き
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
蒙
昧
さ
の
根
底
を

教
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
内
に

抱
え
る
愚
か
さ
の
根
底
を
教
え
て
く
れ
な
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
〈
哲
学
〉
は
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
フ
ー
コ
ー

と
共
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
チ
リ
ッ

ロ
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
親
近
性
と
い
う
共
通
点
か
ら
、
こ
の
三

者
を
む
す
び
つ
け
よ
う
と
し
ま
す
が
）。
事
実
、
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
は
、
ク

ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
と
も
バ
タ
イ
ユ
と
も
関
係
を
も
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

代
わ
り
、
後
年
の
思
想
と
の
並
行
性
を
も
と
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
や
「
弱
い
思
想
」
と
い
っ
た
思
想
的
態
度
に
み
い
だ
せ
ま

す
。
実
際
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
多
極
的
な
見
方
に
対
す
る
関
心
、
幻
想
を
も

た
ず
諦
観
も
し
な
い
態
度
、
そ
し
て
存
在
の
詩
学
へ
の
固
執
な
ど
、
こ
う

し
た
思
想
的
展
開
に
こ
そ
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
の
思
想
は
も
っ
と
も
近
い
の

で
す
。
サ
ヴ
ィ
ー
ニ
オ
と
こ
れ
ら
の
思
想
の
共
通
点
は
、
そ
の
思
考
形
式

の
限
界

─
そ
の
弱
さ
に
お
い
て
、
危リ

ス

ク険
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
つ
ね
に
無

力
を
宣
告
さ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
限
界

─
を
み
て
も
明
ら
か
だ
と
言

え
ま
す
。

　
　

注

（
１
）「
頭
の
小
さ
い
／
低
能
な
」m

icrocefali

は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
よ
る
造
語
。
ギ
リ
シ
ア

語
に
由
来
し
、文
字
ど
お
り
に
は「
頭
の
ご
く
小
さ
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ー

ニ
オ
は
ご
く
小
さ
な
頭
を
し
た
英
雄
た
ち
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
言

葉
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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作家は語る　
　「『手触り』の復権にむけて」
　6 月 30 日　大岡 玲（作家）

　「小説を書くということ」
　1 月 31 日　青野 聰（作家）

公開シンポジウム
　「翻訳する、とは何か？」
　　1 月 25 日　主催　総合文化研究所
　　都甲幸治　（早稲田大学）　
　　野谷文昭　（早稲田大学）
　　沼野恭子　（東京外国語大学）　
　　和田忠彦　（東京外国語大学）

　　　
国際シンポジウム
　「甦るショスタコーヴィチ」
　12 月 16 日　
　主催　総合文化研究所、東京外国語大学
　　亀山郁夫　マナシール・ヤクーボフ
　　宮良哲也　新良貴好子　森田 稔　
　　ロザムンド・バートレット
　　エリザベス・ウィルソン
　　中田朱美　千葉 潤　一柳富美子　
　　ボリス・ガスパーロフ
　　ロザムンド・バートレット
　　梅津紀雄　森 泰彦　半谷史郎
　　工藤庸介　

編
集
後
記

 

　
今
回
の
特
集
号
は
、「〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」、
と
題
し
て
組

ま
れ
た
。
当
初
、
渡
辺
雅
司
研
究
所
長
の
構
想
は
、「
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
を
軸
と
す
る

論
考
の
特
集
で
あ
っ
た
が
、「
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
が
、「
大
ロ
シ
ア
主
義
」
を
連
想
さ
せ

る
の
で
は
と
い
う
危
惧
か
ら
、
敢
え
て
、
よ
り
広
い
視
野
を
包
括
す
る
枠
組
み
と
し

て
、〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
、
と
す
る
こ
と
に
帰
着
し
た
経
緯
が

あ
っ
た
。「〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」
と
い
う
題
目
で
、
す
ぐ
に
連

想
さ
れ
た
の
が
、
19
世
紀
半
ば
の
、
現
在
の
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
の
ト
ビ
リ
シ
（
当
時

は
テ
ィ
フ
リ
ス
と
呼
ば
れ
た
）
で
戯
曲
や
評
論
な
ど
の
著
作
活
動
を
し
た
ア
ー
ホ
ン

ド
ザ
ー
デ
（
一
八
一
二
─
七
八
：
ロ
シ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
側
で
は
ア
ー
ホ
ン

ド
フ
と
呼
ば
れ
る
）
と
い
う
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
北
方
か
ら
逃
避
し
て
き

て
い
た
マ
ル
リ
ン
ス
キ
ー
な
ど
の
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
や
、
自
由
主
義
に
心
酔
し
た
ア
ル

メ
ニ
ア
人
の
知
識
人
ら
が
結
集
し
て
い
た
テ
ィ
フ
リ
ス
で
、
こ
の
人
物
は
、
オ
ス
マ

ン
帝
国
や
、
母
国
イ
ラ
ン
（
当
時
の
ペ
ル
シ
ア
）
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
諸
国
の
高
官
、

知
識
人
に
向
け
て
、「
西
洋
」
の
息
吹
を
伝
え
、
民
衆
啓
蒙
の
強
力
な
手
立
て
と
し
て
、

ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
ロ
ー
マ
字
化
と
い
う
文
字
改
革
を
唱
導
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
・
ト
ル
コ
語
を
常
用
語
と
し
つ
つ
、
ペ
ル
シ
ア
語
、
ロ
シ

ア
語
を
母
語
同
様
に
操
り
、
イ
ス
ラ
ム
哲
学
に
心
酔
す
る
一
人
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ

た
彼
は
、
現
在
で
も
、
イ
ラ
ン
側
で
は
、
宗
教
勢
力
の
狂
信
に
対
し
て
民
衆
の
啓
蒙

を
訴
え
た
最
初
期
の
イ
ラ
ン
民
族
主
義
者
と
し
て
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
側
で
は
ア

ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
・
ト
ル
コ
語
文
学
の
創
始
者
と
し
て
、
双
方
か
ら
の
位
置
づ
け
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
二
つ
の
共
和
国
の
北

部
、
黒
海
と
カ
ス
ピ
海
の
中
間
点
に
位
置
し
、「
キ
リ
ス
ト
教
文
明
」
と
「
イ
ス
ラ
ム

文
明
」
と
が
共
存
し
た
19
世
紀
半
ば
の
テ
ィ
フ
リ
ス
に
生
き
た
一
人
の
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
の
残
影
に
、「〈
東
〉
と
〈
西
〉
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
」
の
原
風
景
を
見
る
思

い
が
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　（
藤
井
守
男
）

2006 年 度
東京外国語大学 
総合文化研究所
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