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表象のポリティクス
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か
つ
て
京
都
で
暮
ら
し
て
い
た
時
、
よ
く
川
の
源
を
さ
が
す
旅
に
出

た
。
旅
と
い
っ
て
も
そ
の
昔
、
喜
撰
法
師
が
庵
を
む
す
ん
だ
と
い
う
宇
治
山

の
あ
た
り
の
道
な
き
道
を
、
枯
葉
を
踏
ん
で
ひ
た
す
ら
登
っ
て
い
く
だ
け
の

こ
と
だ
。
や
が
て
水
滴
が
ポ
タ
リ
、
ポ
タ
リ
と
落
ち
る
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
。

こ
れ
が
宇
治
川
の
支
流
の
白
川
の
、
そ
の
ま
た
支
流
の
名
も
な
き
谷
川
の
水

源
か
、
と
し
ば
し
感
慨
に
ふ
け
り
、
急
斜
面
を
下
り
だ
し
た
と
た
ん
、
一
筋

の
流
れ
が
足
元
を
流
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
数
メ
ー
ト
ル
も
降
り
る
と
も
う
立

派
な
せ
せ
ら
ぎ
が
作
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
新
鮮
な
驚
き
だ
っ

た
。
川
の
流
れ
を
一
筋
の
線
と
と
ら
え
て
い
る
限
り
、
わ
ず
か
の
距
離
で
せ

せ
ら
ぎ
が
出
現
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
と
き
閃
い
た
。
水
の
流
れ
は
線
で

は
な
く
面
な
の
だ
と
。
伏
流
水
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
浸
み
出
し
、
そ
こ
に
合

流
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
だ
。
い
や
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
川
に
は
地
下
か
ら
の
湧
水
、
空
か
ら
の
降
水
も
加
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
と
を
谷
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
私
に
教
え
て
く
れ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
す
ぎ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
川
を
線
と
と
ら
え
る
見
方
に
似
て
い
る
。
他
者
と
い
う
伏

流
な
し
に
は
川
も
生
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
護
岸
工
事
を
施
さ
れ
た

河
川
は
、
毛
細
血
管
を
切
断
さ
れ
た
生
命
体
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
生
命

力
は
衰
え
て
い
く
。
魚
が
繁
殖
で
き
な
く
な
る
前
に
川
そ
の
も
の
が
死
に
瀕

し
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
表
象
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

─
他
者
と

自
己
」
と
い
う
特
集
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
を
、
自
分
な
り
に
反
芻
し
て
い
る

と
き
、
ふ
と
思
い
出
し
た
の
が
こ
の
川
の
「
発
見
」
だ
っ
た
。
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は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　

　

ロ
シ
ア
国
内
で
革
命
後
の
内
戦
が
終
息
し
つ
つ
あ
っ
た
一
九
二
一
年
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
首
都
ソ
フ
ィ
ア
で
『
東
方
へ
の
脱
出
―
予
感
と
達
成
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
主
張
』
と
い
う
論
文
集
が
出
版
さ
れ
る
。
ユ
ー

ラ
シ
ア
主
義
の
旗
揚
げ
と
な
っ
た
こ
の
論
文
集
に
つ
い
て
、
後
に
プ
ラ

ハ
言
語
学
サ
ー
ク
ル
の
中
心
人
物
と
な
る
ニ
コ
ラ
イ
・
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ

（
一
八
九
〇
─
一
九
三
八
）
は
一
九
二
一
年
七
月
二
八
日
、
盟
友
ロ
マ
ン
・

ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
こ
う
伝
え
て
い
る
。「
こ
れ
は
四
人
の
作
者
の
論
文
集
で

す
。
ス
フ
チ
ン
ス
キ
ー
、
フ
ロ
ロ
フ
ス
キ
ー
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
と
私
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
信
念
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、あ
る
共
通
の
気
運
、《
世
界
感
覚
》
に
立
っ
て
ま
と
ま
っ
た
の
で
す
。

私
に
最
も
近
い
の
は
ス
フ
チ
ン
ス
キ
ー
。
フ
ロ
ロ
フ
ス
キ
ー
は
と
り
わ

け
そ
の
思
考
の
驚
く
べ
き
抽
象
性
ゆ
え
に
（
彼
は
哲
学
者
で
す
が
、
私
は
た

ん
に
「
哲
学
す
る
」
の
が
好
き
な
だ
け
で
す
）
私
と
は
は
る
か
に
遠
く
、
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
い
ま
だ
完
全
に
は
固
ま
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
彼
が
古
い
殻
か
ら
完
全
に
は
脱
皮
し
て
い
な
い

（
彼
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ス
ト
ル
ー
ベ
の
弟
子
な
の
で
す
）
か
ら
で
す
が
、
脱
皮

途
上
に
あ
る
と
は
い
え
ま
す
。
こ
の
論
文
集
に
の
っ
た
私
の
論
文
は
そ
れ

に
つ
い
て
あ
な
た
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
三
部
作
の
二
部
と
三
部
を
凝

縮
し
た
も
の
で
す
。
…
…
そ
の
本
質
は
《
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
》
と
い
う
用

語
で
わ
れ
わ
れ
が
提
起
す
る
新
し
い
思
潮
を
手
探
り
し
、
そ
の
た
め
の
路

線
を
敷
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
用
語
は
さ
ほ
ど
的
確
と
は
言
え
ま
せ

ん
が
、
目
を
射
る
し
、
挑
発
的
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
煽
動
の
目
的
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
思
潮
は
空
中
を
飛
び

交
っ
て
い
ま
す
。
ヴ
ォ
ロ
ー
シ
ン
、
ブ
ロ
ー
ク
、
エ
セ
ー
ニ
ン
…
…
の
詩

に
も
そ
れ
を
感
じ
ま
す
し
、
ま
た
極
右
の
論
客
連
中
、
果
て
は
名
う
て
の

カ
デ
ッ
ト
の
会
話
に
す
ら
そ
れ
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
る
で
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
チ
ヤ
の
意
識
の
な
か
で
あ
る
種
の
地
滑
り
が
起
こ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ

は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
す
べ
て
の
古
い
傾
向
を
一
掃
し
、
ま
っ
た
く
別
の
基

盤
の
上
に
新
た
な
る
も
の
を
創
造
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
目
下
す
べ
て

が
い
ま
だ
不
明
確
で
す
が
、
無
条
件
に
「
な
に
か
が
準
備
さ
れ
、
何
か
が

進
行
し
て
い
ま
す
」。
し
た
が
っ
て
そ
う
い
う
条
件
の
下
で
は
思
想
を
か

き
立
て
、
停
滞
状
態
か
ら
抜
け
出
さ
せ
、
目
覚
め
さ
せ
、
つ
き
動
か
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
受
け
入
れ
が
た
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
刺
激
し
、
自
分
で

見
ま
い
と
し
て
い
る
も
の
を
執
拗
に
暴
き
た
て
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

と
ま
れ
こ
れ
に
つ
い
て
は
十
分
で
し
ょ
う
。
ご
自
分
で
読
ん
で
、
ご
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。
多
分
、
わ
れ
わ
れ
全
員
に
特
有
の
強
い
神
秘
主
義
の

要
素
が
あ
な
た
に
は
気
に
入
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
が
も

し
か
す
る
と
も
っ
と
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
か
も
し
れ
な
せ
ん
。
例
え
ば

森
と
草
原
の
思
想
―
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
再
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
雅
司
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ス フ チ ン ス キ ー で す が 、 彼 は 敬 虔 な 正 教 徒 で あ り な が ら 同 時 に未 来 主 義 の 信 奉 者 な の で す … … 」

1。

　
ス フ チ ン ス キ ー

（ 一 八 九 二

─
一 九 八 五 ）

は 音 楽 学 者 、 フ ロ ロ フ

ス キ ー

（ 一 八 九 三

─
一 九 七 九 ）

は 神 学 者 、 哲 学 者 、 サ ヴ ィ ツ キ ー

（ 一 八 九 五

─
一 九 六 九 ）

は 経 済 学 と 地 理 学 を 専 門 と し て い た 。 こ

の よ う に そ れ ぞ れ 専 門 は 違 う が 、 生 年 か ら も わ か る よ う に 、 いず れ も 三 〇 歳 前 後 の 気 鋭 の 学 者 で あ っ た 。 そ れ で は ト ル ベ ツ コイ が こ こ で 言 う 「 空 中 を 飛 び 交 っ て い る 」 新 し い 思 潮 、 あ る いは こ の 論 集 の 論 者 で あ る ユ ー ラ シ ア 主 義 者 に 「 共 通 す る 気 運 、《 世 界 感 覚 》  」 と は ど の よ う な も の だ っ た の か ？　
す で に こ の 前 年 に ト ル ベ ツ コ イ は 『 ヨ ー ロ ッ パ と 人 類 』 と い

う 小 冊 子 を 同 じ く ソ フ ィ ア で 出 版 し 、 ロ マ ン ス ・ ゲ ル マ ン 文 明に 代 表 さ れ る 西 欧 文 明 の エ ゴ セ ン ト リ ズ ム

（ 自 己 中 心 主 義 ）

を

鋭 く 暴 く と 同 時 に 、  ロ シ ア の 知 識 人 の エ ク ス ツ ェ ン ト リ ズ ム

（ 他

者 中 心 主 義 ）

＝ 西 欧 中 心 主 義 に 警 鐘 を 鳴 ら し た の だ っ た 。  「 汝 自

身 を 知 れ ！ 」  、  「 汝 自 身 た れ ！ 」 と い う の が そ こ で の 結 論 で あ る 。し か も こ う し た 西 欧 文 明 批 判 の 思 想 を 構 築 し た の は そ の 十 年前 で あ り 、 そ の 頃 は ト ル ベ ツ コ イ の 言 う こ と に 耳 を 傾 け る も のが い な か っ た と 述 懐 し て い る 。 で は ロ シ ア 知 識 人 に 意 識 の 変 革を 起 こ さ せ た そ の 十 年 間 の 内 外 の 動 き と は な ん だ っ た の か ？　
そ れ は 第 一 次 世 界 大 戦 と そ れ に つ づ く ボ リ シ ェ ヴ ィ キ 革 命

と い う 未 曾 有 の 歴 史 的 大 事 件 で あ り 、 そ の 序 奏 と し て の 日 露 戦争 で の ロ シ ア の 敗 北 だ っ た と い っ て い い 。 し か も こ の 予 想 も しな い 大 国 ロ シ ア の 敗 北 は 、 一 八 九 九 年 に 発 表 さ れ た ヴ ラ ジ ー ミル ・ ソ ロ ヴ ィ ヨ ー フ の 「 三 つ の 会 話 」 中 の 『 反 キ リ ス ト に 関 する 断 章 』 の エ ピ グ ラ フ を 想 起 さ せ ず に は お か な か っ た 。

　
汎 モ ン ゴ リ ズ ム ！

　
た と え そ の 名 は ど ぎ つ く も

　
私 の 耳 に は こ こ ち よ い

　
さ な が ら 神 の 大 い な る

　
さ だ め の 兆 し に み ち み ち て

　
ソ ロ ヴ ィ ヨ ー フ の 予 言 に よ る と 、 汎 モ ン ゴ リ ズ ム は 世 紀 末 の

日 本 で 起 こ る と さ れ た 。 植 民 地 主 義 を 推 し 進 め る 西 欧 列 強 に 対す る 東 洋 諸 民 族 の 大 同 団 結 で あ る 。 こ の ユ ー ラ シ ア の 軍 勢 に 対し 、 同 じ く 決 起 し た パ リ の 労 働 者 は 町 の 門 を 開 き 、 半 世 紀 に わた る モ ン ゴ ル の 軛 が つ づ く 。 こ の 間 に 西 と 東 の 文 化 、 思 想 の 融合 が 進 み 、 こ れ が 逆 に 国 家 間 の 反 目 を 解 消 し 、 ヨ ー ロ ッ パ の 大同 団 結 が 図 ら れ る 。 こ れ に よ っ て モ ン ゴ ル の 支 配 を 脱 し た と ころ に 生 ま れ る の が 「 ヨ ー ロ ッ パ 合 衆 国 」 で あ り 反 キ リ ス ト が その 大 統 領 に 選 出 さ れ る 。 こ の ア ポ ロ ー ニ イ と い う 名 の 大 魔 法 使い は 、 半 分 ア ジ ア 人 、 半 分 ヨ ー ロ ッ パ 人 で あ り 、 西 欧 の 技 術 と東 洋 の 神 秘 主 義 を 併 せ 持 っ て い る 。 そ し て こ の 反 キ リ ス ト の 王国 が 滅 ん だ あ と に 真 の キ リ ス ト 教 の 千 年 王 国 が お と ず れ る と予 言 さ れ る の だ っ た 。 こ こ に は 明 ら か に 日 清 戦 争 に お け る 日 本の 勝 利 を き っ か け に ド イ ツ で 生 ま れ た 「 黄 禍 論 」 の 影 響 が 見 られ る が 、 東 洋 の 脅 威 を 媒 介 に し て 西 欧 が 連 帯 す る と い う 構 図 はき わ め て 暗 示 的 で あ る 。 な ぜ な ら 後 述 す る よ う に 、 ロ シ ア 史 上マ イ ナ ス の 要 因 と さ れ て き た タ タ ー ル の 軛 に よ っ て ロ シ ア 文化 は 逆 に 深 め ら れ 、 強 力 な 国 家 と な っ た と す る ト ル ベ ツ コ イ のロ シ ア 史 観 は 、 こ の 構 図 に ヒ ン ト を 受 け て い る と 思 わ れ る か らだ 。 た だ し そ こ か ら ト ル ベ ツ コ イ は ソ ロ ヴ ィ ヨ ー フ と 違 っ て 、
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批
判
の
矛
先
を
西
欧
そ
の
も
の
へ
と
向
け
た
の
だ
っ
た
。

　

革
命
前
夜
の
ロ
シ
ア
で
は
、
西
欧
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
の
退
廃
を
告
発

す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
く
。
し
か
も
そ
れ
は
「
向
こ
う
岸
」
と
し
て
の

西
欧
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
社
会
で
急
速
に
進
行
す
る
資
本
主
義
化
と
そ

の
過
程
で
い
や
お
う
な
く
生
ず
る
内
な
る
西
欧
化
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
に

も
む
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
社
会
の
う
ね
り
に
も
っ
と
も
敏
感
な

詩
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
い
ち
早
く
言
葉
に
発
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
ヴ
ェ

リ
ミ
ー
ル
・
フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
は
一
九
一
二
年
に
早
く
も
こ
う
書
い
て

い
た
。「
私
は
島
国
人
の
知
性
と
い
さ
さ
か
も
似
つ
か
な
い
大
陸
の
智
慧

と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る
。
誇
り
高
い
ア
ジ
ア
の
子
た
る
も
の
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
の
半
島
的
分
別
と
は
和
合
で
き
な
い
の
だ
」

2
。
マ
ク
シ
ミ
リ

ア
ン
・
ヴ
ォ
ロ
ー
シ
ン
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
狂
宴
性

の
起
源
を
ス
キ
タ
イ
に
求
め
た
。
ま
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ
ロ
ー
ク
は

そ
の
名
も
「
ス
キ
タ
イ
人
」
と
い
う
詩
を
書
き
、先
ほ
ど
の
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー

フ
の
詩
を
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
、
自
分
た
ち
を
ス
キ
タ
イ
人
、
ア
ジ
ア
人

と
呼
ん
だ
。
さ
ら
に
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
セ
ー
ニ
ン
は
ロ
シ
ア
を
「
ア
ジ
ア
の

国
」
と
形
容
し
た
し
、
ク
リ
ュ
ー
エ
フ
は
ロ
シ
ア
を
「
白
い
イ
ン
ド
」
と

す
ら
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。
ま
た
画
家
の
ナ
タ
ー
リ
ア
・
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
ー
ワ

も
こ
う
書
い
て
い
る
。「
…
…
私
は
足
の
埃
を
は
ら
い
、
西
洋
か
ら
遠
ざ

か
る
。
…
…
私
の
道
は
す
べ
て
の
芸
術
の
始
原
で
あ
る
東
洋
に
向
か
っ
て

い
る
」

3
。
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
流
れ
を
く
む
左
翼
エ
ス
エ
ル
系
の
批
評
家

イ
ワ
ノ
フ
・
ラ
ズ
ー
ム
ニ
ク
が
主
宰
す
る
『
ス
キ
タ
イ
人
』
な
る
論
集
ま

で
発
行
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
混
沌
と
し
た
世
情
の
な
か
で
起
こ
っ
た
ロ
シ
ア
革
命
、
と
り

わ
け
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
権
力
奪
取
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
体
制
を
ど
う

捉
え
る
か
で
亡
命
ロ
シ
ア
人
世
界
で
は
動
揺
が
起
こ
る
。
そ
ん
な
中
で

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
た
ち
は
、
ロ
シ
ア
革
命
と
い
う
事
実
は
事
実
と
し
て

受
け
入
れ
、
そ
れ
に
対
し
反
革
命
に
走
る
わ
け
で
も
、
帝
政
の
復
活
を
説

く
わ
け
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
西
欧
型
の
自
由
主
義
社
会
を
目
指
す

わ
け
で
も
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
雷
同
す
る
わ
け
で

も
な
い
第
三
の
立
場
を
確
立
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
の
だ
っ
た
。
一
見

す
る
と
民
族
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
唱
え
、
親
ソ
路
線
を
と
っ
た
道
標
転

換
派
と
見
ま
が
う
こ
う
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
危
う
い
立
場
、
そ
う

で
あ
る
が
ゆ
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
の
角
度
か
ら
の
理
論
的
補
強
を
必

要
と
す
る
立
場
を
彼
ら
は
繰
り
返
し
鮮
明
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
境
地
を
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
《
革
命
》
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。

そ
れ
は
「
意
識
の
中
の
革
命
、
非
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
世
界
観
に
お
け
る
革
命
で
あ
る
。
こ
の
革
命
な
し
に
は
い

か
な
る
出
口
も
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
地
球
の
臍
と
な
る
の
は
《
私
》
で

も
、
ほ
か
の
誰
か
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
べ
て
の
民
族
、
文
化
は
等

価
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
上
下
の
区
別
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解

す
る
こ
と
、
こ
れ
ぞ
私
の
本
が
読
者
に
求
め
る
す
べ
て
で
あ
る
」（766

─

767

）
と
、
同
じ
く
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
。
ロ
シ
ア
革
命

と
い
う
混
乱
と
暴
力
か
ら
目
を
そ
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
現
実
を
直
視

し
、
そ
こ
か
ら
前
に
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
に
は
、
政
治
的
立
場
の
違
い

を
越
え
て
、
こ
う
し
た
「
私
の
革
命
」
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
で
私
の
気
に
か
か
る
の
は
、
こ
の
論
文
集
全
体
の
表
題
と
し
て

「
転
回
」
で
は
な
く
、「
脱
出
」
と
い
う
そ
れ
ほ
ど
使
用
頻
度
が
高
く
な
い

言
葉
が
選
ば
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
ロ
シ

ア
語
はИ

СХО
Д

、
こ
の
単
語
に
は
出
発
と
か
結
末
、
終
わ
り
、
出
口

な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ロ
シ
ア
人
が
こ
の
言
葉
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か
ら
真
っ
先
に
連
想
す
る
の
は
、
旧
約
聖
書
の
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
に
違

い
な
い
。
こ
の
言
葉
は
ギ
リ
シ
ャ
語
のEXO

D
U

S

の
翻
訳
語
で
も
あ
る

の
だ
。
神
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
救
出
と
信
仰
共
同
体

と
し
て
の
民
族
の
確
立
を
内
容
と
す
る
こ
の
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
か
ら
の

連
想
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
お
け
る
東
方
へ
の
転
回
を
示
唆
す
る
こ
と

の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
が
死
の
直
前
に
「
作
家
の
日
記
」
の
草
稿
と
し
て
残
し
た
次
の

言
葉
で
あ
る
。

　
「
ア
ジ
ア

0

0

0

（
原
文
は
イ
タ
リ
ッ
ク
）。
し
か
り
、
わ
れ
わ
れ
の
主
た
る
、

世
界
的
使
命
と
は
、
お
そ
ら
く
、
時
い
た
ら
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
す
べ

て
の
ア
ー
リ
ア
人
種
の
役
に
立
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
の
時
が
お
と
づ
れ
る
ま
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
自

己
教
育
、
自
存
性
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
脱
出
0

0

（
傍
点

─
渡
辺
）
に
心
を
砕
く
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
自
立
性
を
持
つ
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
を
ア
ジ
ア
人
に
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
向
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
自
身
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
を
尊

敬
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
そ
の
全

歴
史
を
通
じ
て
耐
え
忍
ん
だ
す
べ
て
の
こ
と
を
自
分
自
身
の
中
で
、
自
分

自
身
に
よ
っ
て
一
般
化
す
る
こ
と
な
く
逃
げ
出
す
べ
き
で
は
な
い
。
将
来

わ
れ
わ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
た
い
し
、
い
わ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
体
の
総
合

を
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
提
示
し
、
そ
の
善
霊
と
悪
霊
を
示
し
、
名
指
し
す

る
こ
と
、
こ
こ
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
使
命
が
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
も
ち

ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
最
後
の
言
葉
を
語
り
か
け
る
の
は
わ
れ
わ
れ
な
の

だ
か
ら
。
…
…
し
か
し
そ
の
前
に
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
、
自
立
性

0

0

0

で

あ
る
。
ア
ジ
ア
へ
の
転
回
は
そ
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
、
動
因
の
一
つ
と

な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
再
教
育
と
精
神
的
再
生
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
奴
隷
状
態
は
消
滅
す
る
。
…
…
ア
ジ
ア
と

ア
ジ
ア
的
ロ
シ
ア
は
ま
た
干
か
ら
び
た
根
っ
こ
で
あ
り
、
そ
れ
は
水
を
や

る
だ
け
で
は
な
く
、
す
っ
か
り
生
き
返
ら
せ
、
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は

ア
ジ
ア
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
…
わ
れ
わ
れ
が
排
他

的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
を
拒
否
し
、
排
他
的
で
完
全
無
欠
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
称
号
を
得
た
い
ば
か
り
に
追
従
し
て
き
た
こ
と
を
拒
否
し
た
と
考

え
る
だ
け
で
、
も
う
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
自
立
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
」

4
。

　

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
遺
言
と
も
い
う
べ
き
こ
の
文
章
で
、
作
家
は
ロ

シ
ア
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
自
立
を
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
に
な
ぞ
ら
え
て

い
た
の
で
あ
り
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
た
ち
が
こ
の
譬
え
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
事
実
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
た
ち
は
、

自
ら
の
思
想
的
先
駆
者
と
し
て
、
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー
、
レ
オ
ン
チ
エ
フ
、

ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
と
な
ら
ん
で
ホ
ミ
ャ
コ
ー
フ
を
は
じ
め
と
す
る
初
期

ス
ラ
ヴ
派
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ゴ
ー
ゴ
リ
を
あ
げ

て
い
た
の
だ
っ
た
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
は
亡
命
ロ
シ
ア
社
会
で
起
こ
っ

た
一
大
政
治
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
文
化
の
領
域
に
お
け
る

意
識
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
象
徴
派
詩
人
の

ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア

主
義
者
の
運
動
は
祖
国
を
愛
す
る
す
べ
て
の
ロ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
歓
迎

さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
研
究
か
ら
は
大
草
原
の
芳
し
さ
と

東
洋
の
刺
激
的
な
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
ス
ラ
ヴ
派
の
事
業
に
正

し
い
修
正
を
加
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
わ
が
国
と
の
差
異
を
根
拠
づ
け
る
た

め
に
、
ア
ク
サ
ー
コ
フ
、
ホ
ミ
ャ
コ
ー
フ
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
レ
オ
ン

チ
エ
フ
に
欠
け
て
い
た
も
の
を
、
東
洋
に
探
し
求
め
た
の
で
あ
る
。
周
到
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な
再
検
討
を
こ
め
て
東
洋
の
歴
史
を
洗
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
は
自
分
自
身
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
」

5
と
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
確
立
ま

で
、
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
ソ
フ
ィ
ア
、
プ
ラ
ハ
、
ベ
ル
リ
ン
、
パ
リ
、

ハ
ル
ビ
ン
と
拠
点
を
変
え
な
が
ら
も
、
出
版
活
動
、
講
演
活
動
を
通
じ
て

運
動
を
展
開
し
、
た
と
え
ば
一
九
二
六
年
の
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
で
の
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
の
講
演
会
に
は
三
〇
〇
〇
名
以
上
の
聴
衆
が
集
っ
た
と
い
わ
れ

る
6

。
そ
の
原
動
力
は
、
左
翼
・
右
翼
、
赤
色
・
白
色
、
革
新
・
保
守
の

違
い
を
越
え
て
、
亡
命
者
の
祖
国
は
ロ
シ
ア
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
ロ

シ
ア
が
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
い
う
共
産
主
義
を
目
指
し
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
諸
外
国
の
侵
略
に
さ
ら
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
祖
国
を
安
易

に
切
り
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
愛
国
心
か
ら
く
る
強
い
危

機
意
識
で
あ
っ
た

7
。
そ
こ
に
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
以
降
の
表
層
的
西
欧
化
の

産
物
が
一
掃
さ
れ
て
も
、
基
底
と
し
て
の
ロ
シ
ア
は
し
た
た
か
に
残
る
と

い
う
確
信
が
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
基
底
と
は
ロ
シ
ア
ば
か
り
で
な
く
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
に
根
ざ
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
と

考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
亡
命
ロ
シ
ア
人
社
会
で
の
動
き
に
は
当

然
に
も
ロ
シ
ア
内
務
省
の
手
が
忍
び
寄
り
、
運
動
の
分
断
工
作
が
図
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
運
動
の
左
傾
化
と
い
う
方
向
を
と

り
、
英
国
共
産
党
に
入
党
し
た
ス
ヴ
ャ
ト
ポ
ル
ク
・
ミ
ル
ス
キ
ー
や
詩
人

マ
リ
ー
ナ
・
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ヴ
ァ
の
夫
の
セ
ル
ゲ
イ
・
エ
フ
ロ
ン
の
よ

う
に
祖
国
ロ
シ
ア
に
戻
り
、
粛
清
の
犠
牲
に
な
る
も
の
も
出
て
く
る
。
こ

う
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
の
確
立
と
時
を
同
じ
く
し
て
運
動
と
し
て
の

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
圧
殺
さ
れ
、
以
後
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
文
字

通
り
封
印
さ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
以
後
ロ
シ
ア
人
亡
命
社
会
で

は
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
か
、
ア
ジ
ア
と
い
う
言
葉
は
思
い
出
し
た
く
な
い
過
去

の
記
憶
と
重
な
り
、
ほ
と
ん
ど
禁
忌
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
経
て
ソ
連
が
崩
壊
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
名
の
政
治
、
文
化
の
一
極
集
中
、
一
元
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い

る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
ソ
連
体
制
に
よ
り
圧
殺
さ
れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義

を
思
想
史
的
に
改
め
て
捉
え
返
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

一
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
民
衆
（
ナ
ロ
ー
ド
）
像
の
転
換

　　

ピ
ョ
ー
ト
ル
以
降
の
帝
政
ロ
シ
ア
を
批
判
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
普

遍
性
を
否
定
し
、
独
自
の
民
衆
世
界
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
ユ
ー
ラ
シ

ア
主
義
の
立
場
は
、
一
見
す
る
と
民
衆
革
命
を
め
ざ
し
た
革
命
的
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
と
重
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
八
七
〇
年
代
に
運
動
の
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
良
心
の
呵
責

に
訴
え
か
け
る
運
動
で
あ
り
、
貧
し
く
、
経
済
的
、
精
神
的
に
虐
げ
ら

れ
、
知
的
進
歩
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
に
生
き
る
民
衆
と
し
て
の
ナ
ロ
ー
ド

に
対
し
、
教
養
あ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
は
進
歩
の
負
債
を
支
払
う
義
務

が
あ
る
と
い
う
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ラ
ヴ
ロ
フ
（
一
八
二
三
─
一
九
〇
〇
）
の
「
歴

史
書
簡
」（
一
八
六
八
─
六
九
）
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
も

う
ひ
と
り
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ミ
ハ
イ
ロ

フ
ス
キ
ー
（
一
八
四
二
─
一
九
〇
四
）
の
『
進
歩
と
は
何
か
』（
一
八
六
九
）

に
お
け
る
一
種
の
反
進
歩
の
思
想
に
よ
っ
て
、
西
欧
的
価
値
観
を
捨
て
、

新
し
い
価
値
観
を
模
索
す
る
若
者
た
ち
が
、
そ
れ
を
土
着
的
な
農
村
共
同
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1 1

体 に 生 き る 民 衆 に 求 め た 運 動 で も あ っ た 。 ミ ハ イ ロ フ ス キ ー によ れ ば 、 西 欧 資 本 主 義 社 会 に 支 配 的 な 社 会 的 分 業 は 、 生 産 力 の増 大 に 資 す る と し て も 、 生 身 の 個 人

（ ＝ リ ー チ ノ ス チ ）

に と っ

て は 、 肉 体 諸 器 官 の 発 達 を 阻 害 す る と い う 意 味 で 、 退 歩 に ほ かな ら ず 、 目 指 す べ き 進 歩 と は 、 ひ と り の 人 間 に お け る 肉 体 諸 器官 の 最 大 限 の 分 業 で な く て は な ら な い と さ れ た 。 こ れ を 体 現 する の が 、 独 立 生 産 者 の 要 素 を 胚 胎 す る 共 同 体 農 民 と さ れ た の であ る 。 だ か ら 理 想 社 会 と し て の 社 会 主 義 社 会 を 実 現 す る た め にも 、 ロ シ ア の 資 本 主 義 化 を 阻 止 し な け れ ば な ら な い と さ れ た のだ っ た 。　
こ う し た 反 西 欧 、 反 ブ ル ジ ョ ア 化 、 反 ツ ァ ー リ ズ ム 、 上 層 の

文 化 の 虚 飾 性 の 否 定 と 下 層 の 民 衆 文 化 へ の 接 近 と い う 、 ナ ロ ード ニ キ の 真 摯 な 試 行 の 系 譜

（ こ れ は ロ シ ア 革 命 に も 、 左 翼 エ ス ・

エ ル と し て 確 か に 流 れ 込 ん で い た ）

に 対 し 、 ユ ー ラ シ ア 主 義 は ど

う い う 関 係 に 立 つ の だ ろ う か 。 こ の 問 題 に は っ き り と 答 え て いる の が 、 一 九 二 五 年 に ベ ル リ ン で 出 さ れ た ト ル ベ ツ コ イ の 「 われ わ れ と 他 者 」 と い う 論 文 で あ る 。  「 ユ ー ラ シ ア 主 義 に よ っ て明 確 に 表 明 さ れ た 帝 政 ロ シ ア へ の 否 定 的 態 度 と 真 の 民 衆 的 独自 性 の 価 値 の 強 調 は 、 も う 一 つ の 誤 解 、 す な わ ち ユ ー ラ シ ア 主義 と 革 命 的 ナ ロ ー ド ニ キ 主 義 と の 同 一 視 を 招 き か ね ま い 。 し かし な が ら こ の ナ ロ ー ド ニ キ 主 義 と ユ ー ラ シ ア 主 義 は は っ き り異 な る 。 い ず れ に せ よ ロ シ ア の 革 命 的 ナ ロ ー ド ニ キ 主 義 は 、 つね に 社 会 主 義 の 変 種 で あ っ た し 、 現 に そ う で あ る 。 だ が 社 会 主義 と は ロ マ ン ス ・ ゲ ル マ ン 文 化 の 所 産 で あ り 、 ユ ー ラ シ ア 主 義と は 精 神 的 に ま っ た く 無 縁 な も の で あ る 」

（

3
5
4

）。 た し か に ナ

ロ ー ド ニ キ 主 義 と い っ て も 、 一 枚 岩 の 運 動 で は な く 、 そ こ に は

民 衆 世 界 に 分 け 入 り 、 そ の 習 俗 を 研 究 す る 自 由 主 義 ナ ロ ー ド ニキ も い た が 、 ユ ー ラ シ ア 主 義 者 に と っ て 、 そ れ は こ と の 本 質 を変 え る も の で は な い 。 な ぜ な ら 「 民 衆 の 習 俗 、 民 衆 の 希 望 や イデ オ ロ ギ ー か ら ナ ロ ー ド ニ キ 主 義 は 人 為 的 に い く つ か の 要 素だ け を 選 別 し て い た 」  か ら で あ る 。 そ の 要 素 と は  「 共 同 体 経 営 、村 民 集 会 、  《 ア ル テ リ 原 理 》  、 さ ら に 《 土 地 は 神 の も の 》 と い う観 念 、 合 理 主 義 的 宗 教 分 派 、  《 地 主 旦 那 》 に 対 す る 秘 め ら れ た憎 悪 、 盗 賊 歌 謡 」

（

3
5
4

）
と い っ た も の で あ り 、 そ れ ら が 歴 史 的

文 脈 を 離 れ て 、 勝 手 に 取 り 出 さ れ て い る 。 し か も そ れ ら が 選 別さ れ た の は 、 も っ ぱ ら そ れ が 社 会 主 義 に い た る う え で 有 効 だ から な の だ 。 こ の よ う に し て 描 き 出 さ れ た 民 衆 像 は 、 反 権 力 性 、合 理 性 だ け が 強 調 さ れ 、 民 衆 の そ れ 以 外 の 属 性 を 後 進 性 と し て排 除 す る こ と に な る 。 し た が っ て 具 体 的 民 衆 に 向 う と き 、 後 進性 を 克 服 す る た め に 教 育 に よ っ て 矯 正 す る 必 要 が 出 て く る 。 つま り 彼 ら が 描 く 民 衆 像 と は 抽 象 化 さ れ た 架 空 の も の で あ り 、 そう し た 過 程 で い や お う な く 理 想 化 が 起 こ る 。 よ く 言 わ れ る  《 ヴ  ・ナ ロ ー ド 》 運 動 の 挫 折 や 、  「 民 衆 に 学 ぶ 」 と い う 美 名 の 下 で なさ れ る 民 衆 迎 合 、 さ ら に は 民 衆 に 代 わ っ て 、 民 衆 の た め に 革 命を 起 こ す と い う 「 人 民 の 意 志 」 党 の い わ ば 代 理 革 命 論 は イ ン テリ ゲ ン チ ヤ の こ う し た 心 理 か ら 生 ま れ る 。　
ゲ ル ツ ェ ン 、 チ ェ ル ヌ ィ シ ェ フ ス キ ー を 経 て 、 ナ ロ ー ド ニ キ

主 義 に 継 承 さ れ た い わ ゆ る 《 後 進 性 の 優 位 》 の 思 想 の 落 と し 穴が こ こ で は 鋭 く 抉 り 出 さ れ て い る 。 自 国 の 後 進 性 を 目 的

（ 社 会

主 義 ）

達 成 の た め の 手 段 と す る と い う 隠 さ れ た 側 面 が 明 る み に

出 さ れ て い く の で あ る 。 あ る べ き 民 衆 を 創 出 す る た め に は 「 教育 と プ ロ パ ガ ン ダ 」 が 不 可 欠 の 条 件 と な る と ナ ロ ー ド ニ キ は 考
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え
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
西
欧
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
盲
目
的
跪
拝
が

あ
る
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
捉
え
る
。「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
よ
る
と
将

来
の
ロ
シ
ア
は
、
議
会
制
を
と
も
な
っ
た
模
範
的
民
主
主
義
共
和
国
、
そ

れ
も
ほ
と
ん
ど
未
成
年
の
両
性
に
ま
で
わ
た
る
広
範
な
比
例
選
挙
権
、
国

家
か
ら
の
教
会
の
分
離
、
国
家
ば
か
り
か
家
庭
生
活
に
ま
で
及
ぶ
完
全

な
世
俗
化
等
々
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
」（354

）。

し
か
も
こ
う
し
た
理
想
は
す
べ
て
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
の
思
想
的
産
物

で
あ
り
、
結
局
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
ロ
シ
ア
の
独
自
性
と
考
え
る
の
は
、「
利

用
権
に
も
と
づ
く
土
地
の
配
分
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
ら
が

構
想
す
る
国
家
規
模
で
の
土
地
配
分
は
、「
か
ろ
う
じ
て
ミ
ー
ル
共
同
体

を
想
起
さ
せ
る
」
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て

く
る
と
、「
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
に
と
っ
て
の
ロ
シ
ア
の
独
自
性
と
は
、
画
一

的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
に
包
摂
さ
れ
る
た
め
の
跳
躍
台
に
し
か
過
ぎ
な
い
」

（354

）
の
で
あ
る
。　

　

一
八
七
〇
年
代
に
澎
湃
と
し
て
起
こ
っ
た
《
ヴ
・
ナ
ロ
ー
ド
》
運
動

は
、
そ
れ
ま
で
物
理
的
に
民
衆
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ヤ
が
、
民
衆
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
と
の
一
体
化

を
求
め
た
運
動
で
あ
る
が
、
客
観
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
枠
を
出
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
総
括
す
る
の
で
あ
る
。「《
ヴ
・
ナ

ロ
ー
ド
》
運
動
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
を
達
成
し
、
ロ
マ
ン

ス
・
ゲ
ル
マ
ン
文
明
の
一
定
の
理
想
を
ロ
シ
ア
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
独

自
の
戦
術
で
あ
り
、
独
自
の
手
法
で
あ
っ
た
。
外
見
上
の
土
着
志
向
と

明
確
に
西
欧
的
な
内
容
と
の
、
逆
説
的
か
つ
内
的
に
矛
盾
す
る
結
合
は

い
つ
も
ロ
シ
ア
の
革
命
的
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
ア
キ
レ
ス
の
踵
で
あ
っ
た
」

（354

）。

　

た
し
か
に
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
運
動
の
母
体
と
な
っ
た
「
チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
団
」
の
創
始
者
ニ
コ
ラ
イ
・
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
が
、《
ヴ
・
ナ
ロ
ー

ド
》
運
動
に
は
加
わ
ら
ず
、
マ
リ
コ
フ
の
唱
え
る
神
人
教
に
共
鳴
し
、
神

を
孕
め
る
民
衆
と
一
体
化
す
る
た
め
に
は
自
分
自
身
の
中
に
神
を
持
た

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
自
覚
し
、
同
志
を
募
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
カ
ン
ザ

ス
州
に
移
住
し
、
い
わ
ゆ
る
神
人
コ
ロ
ニ
ー
を
作
っ
た
の
も
、
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
思
想
の
こ
う
し
た
矛
盾
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み

に
こ
の
カ
ン
ザ
ス
の
神
人
た
ち
が
、
ア
メ
リ
カ
で
の
失
敗
の
果
て
に
帰
っ

て
行
っ
た
の
が
民
衆
教
育
を
始
め
て
い
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
ヤ
ー
ス
ナ
ヤ
・

ポ
リ
ャ
ー
ナ
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ

に
手
仕
事
の
大
切
さ
を
教
え
た
の
は
、
彼
ら
カ
ン
ザ
ス
の
神
人
た
ち
だ
っ

た
。
そ
も
そ
も
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
民
衆
と
の
一
体
化
を
求
め
る
の
に
性
急

だ
っ
た
の
は
、
六
〇
年
代
に
ひ
ろ
ま
っ
た
ピ
ー
サ
レ
フ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に

対
す
る
反
動
か
ら
だ
っ
た
。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
知
的
自
立
の
な
い
と

こ
ろ
で
の
民
衆
と
の
一
体
化
は
、
民
衆
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
る
と
察
知
し

た
ピ
ー
サ
レ
フ
は
、
あ
え
て
民
衆
を
切
り
捨
て
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
据
え

る
こ
と
か
ら
獲
得
さ
れ
る
べ
き
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
知
的
自
立
を
図

る
こ
と
が
急
務
と
考
え
、
こ
れ
を
リ
ア
リ
ズ
ム
と
名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ど
の
時
代
、
ど
の
国
で
も
同
じ
だ
が
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ヤ
は
民
衆
不
在
の
情
況
に
長
く
は
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。
ピ
ー
サ
レ
フ

が
提
起
し
た
「
美
学
の
破
壊
」
や
「
思
考
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
の

思
想
は
、
孤
立
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
己
を
と
こ
と
ん
掘
り
下
げ
る
こ
と
か

ら
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
ロ
シ
ア
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
は

孤
立
の
不
安
に
長
く
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
土
着
文
化
、
民
衆
文
化
に
対
す
る
基

本
的
な
姿
勢
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
こ
う
言

明
す
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
何
か
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
的
生
活
形
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———　表象のポリティクス　———

態
（
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
社
会
評
論
家
の
想
像
力
に
浮
か
ん
だ
ば
か
り
の
も
の
も
あ
る
）
に
よ
っ
て
代

替
さ
せ
よ
う
な
ど
と
い
う
願
い
を
持
た
ず
に
ロ
シ
ア
の
民
族
文
化
に
接

近
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
ロ
シ
ア
の
民
族
文
化
を
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル

マ
ン
の
影
響
か
ら
解
放
し
、
そ
れ
を
本
当
に
自
立
的
な
民
族
的
発
達
の
道

へ
と
導
き
だ
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（355

）。
そ
れ
で
は
ロ

マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
の
影
響
か
ら
脱
し
た
、
あ
る
が
ま
ま
の
ロ
シ
ア
の
民

族
文
化
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
即
自
的
に
そ
れ
を
よ
し
と
し
て
受
け
入

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
も
民
族

文
化
の
中
身
を
選
別
す
る
。「
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
も
ロ
シ
ア

民
衆
の
中
に
あ
り
、
ま
た
あ
っ
た
独
自
の
も
の
を
す
べ
て
見
境
も
な
く
受

け
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
く
貴
重
な
も
の
と
有
害
な
も
の
あ
る
い

は
ど
ち
ら
で
も
い
い
も
の
と
の
間
の
選
択
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
こ
の
選
択
に
際
し
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
が
指
針
と
す
る
の
は
ロ

シ
ア
文
化
な
い
し
民
衆
習
俗
の
あ
る
現
象
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
借
用
し

た
理
想
（
社
会
主
義
、
民
主
共
和
制
等
々
）
の
実
現
に
適
し
て
い
る
か
ど
う

か
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
ロ
シ
ア
民
族
文
化
の
全
般
的
連
関
の
な
か
で
、

こ
の
現
象
が
持
つ
内
的
な
価
値
な
の
で
あ
る
」（355

）。

　

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
は
目
の
前
の
具
体
的
な
民
衆
の
福
祉
を
目
指
す
あ
ま

り
、
ロ
シ
ア
が
資
本
主
義
化
す
る
の
を
お
そ
れ
た
。
帝
国
主
義
段
階
に
入

り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
亡
命
し
て
い
た
多
く
の
ナ

ロ
ー
ド
ニ
キ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う

窮
民
化
を
必
然
的
に
と
も
な
う
資
本
主
義
の
悲
惨
さ
は
な
ん
と
し
て
も

避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
断
じ
て
進
歩
で
は
な
い
と
彼
ら
は
考
え

た
。
そ
こ
か
ら
農
村
共
同
体（
ミ
ー
ル
）に
着
目
し
、そ
れ
を
拠
点
に
し
て
、

ロ
シ
ア
型
社
会
主
義
の
建
設
が
可
能
だ
と
考
え
た
。
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経

済
学
を
駆
使
し
て
共
同
体
内
部
に
お
け
る
「
個
体
的
所
有
」
と
、
生
産
力

の
向
上
が
可
能
だ
と
す
る
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
（
マ
ル
ク

ス
は
こ
れ
に
着
目
し
て
、ロ
シ
ア
語
の
学
習
を
始
め
た
の
だ
っ
た
。有
名
な「
ヴ
ェ

ラ
・
ザ
ス
ー
リ
チ
へ
の
手
紙
」
は
、
こ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

い
い
）
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
こ
こ
に

見
ら
れ
る
「
後
進
性
の
優
位
」
の
思
想
で
は
、
後
進
性
の
所
産
で
あ
る
共

同
体
は
、
あ
く
ま
で
も
来
る
べ
き
理
想
と
し
て
の
社
会
主
義
社
会
の
原
基

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
後
進
性
は
あ
く
ま
で
も
目
的
へ
の
有

効
性
、
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
は
当
然
出
て

く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
自
身
よ
く
理

解
し
て
い
た
の
で
、
共
同
体
が
は
ら
む
発
展
的
契
機
を
経
済
学
的
に
証
明

し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
半
世
紀
を
経
て
、
現
実
に
資

本
主
義
化
が
急
速
に
発
展
す
る
ロ
シ
ア
に
あ
っ
て
、
な
お
も
農
村
共
同
体

に
固
執
す
る
ネ
オ
・
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
を
念
頭
に
お
い
て
、
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ

は
こ
う
批
判
す
る
。

　
「
か
く
て
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
特
別
に
固
執
す
る
共
同
体
経
営
は
歴
史
的

に
発
生
し
た
も
の
で
、
移
ろ
い
や
す
く
、
歴
史
過
程
に
お
い
て
消
滅
を
運

命
づ
け
ら
れ
た
経
営
形
態
で
あ
る
。
共
同
体
の
破
壊
と
個
人
的
土
地
所
有

へ
の
移
行
は
歴
史
的
に
不
可
避
な
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
為
的
な
手
段

で
阻
止
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
共
同
体
的
土
地
所
有
が
農
村
経
済

の
生
産
性
の
発
達
を
阻
害
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
文
化
的
に
有
害
で
、

破
壊
的
な
現
象
と
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
が
別
の
経
営
形
態
に
代
わ
る

プ
ロ
セ
ス
は
、
手
助
け
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
ロ

シ
ア
の
独
自
性
を
説
い
て
は
い
る
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
共
同
体
経
営
は
こ
の

独
自
性
の
中
に
含
め
な
い
の
だ
」（355

）。
こ
こ
に
は
現
状
の
変
化
を
見

よ
う
と
せ
ず
、
旧
来
の
理
論
を
固
持
す
る
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
主
義
者
へ
の
冷
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徹
な
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
へ
の
安
易
な
同
情
、
民
衆
の
習

俗
、
伝
統
へ
の
過
度
の
思
い
入
れ
を
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
警
戒
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
す
で
に
彼
に
は
少
壮
の
言
語
学
者
と
し
て
カ
フ
カ
ス
の
言

語
研
究
や
民
俗
学
研
究
に
専
心
し
て
き
た
と
い
う
自
負
が
あ
る
。
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
は
民
衆
の
中
に
伝
統
的
に
流
れ
る
反
権
力
、
反
国
家
、
反
教
会
と

い
う
姿
勢
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
が
、
そ
れ
は
民
衆
の
性
向
の
一
側
面
に

過
ぎ
な
い
。
そ
の
半
面
で
民
衆
に
は
「
父
な
る
ツ
ァ
ー
リ
」
と
い
う
帝
政

の
理
想
化
、
深
く
恭
順
な
信
仰
心
、
儀
礼
的
信
仰
の
固
守
と
い
っ
た
頑
迷

な
ま
で
の
伝
統
に
対
す
る
保
守
的
な
性
向
も
根
強
い
。
と
こ
ろ
が
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
は
こ
の
後
者
の
特
徴
に
は
、
目
を
つ
ぶ
る
か
、「
無
知
蒙
昧
」
の

所
産
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
上
で
こ
れ
を
補
う
の
が
、
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
に
よ
る
啓
蒙
、
教
育
だ
と
位
置
づ
け
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
が
民
衆
の
中
に
求
め
る
の
は
、
ほ

か
で
も
な
い
こ
の
後
者
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。「
民
衆
の
基
盤
に
安
定
性

を
与
え
る
こ
う
し
た
特
徴
は
す
べ
て
、
民
族
文
化
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

ま
さ
に
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
逆
に
気
運
や
民
衆
創
作
に
見
ら

れ
る
反
逆
精
神
、《
地
主
旦
那
》
に
対
す
る
憎
悪
、
盗
賊
を
理
想
化
す
る

歌
謡
や
伝
承
、《
坊
さ
ん
》
を
嘲
笑
す
る
民
話
と
い
っ
た
も
の
が
、
ナ
ロ
ー

ド
ニ
キ
に
よ
っ
て
こ
と
の
ほ
か
評
価
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
完
全
に
反
文

化
的
、
反
社
会
的
現
象
は
う
ち
に
い
か
な
る
文
化
的
、
創
造
的
潜
勢
力
を

持
た
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
な
の
で
あ
る
」（355

─356

）。
民
衆
文
化

の
中
に
あ
る
、
否
定
的
、
破
壊
的
な
要
素
だ
け
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の

は
、
結
局
、
支
配
体
制
を
倒
す
た
め
の
物
理
的
力
と
し
て
民
衆
を
捉
え
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
民
衆
文
化
を
こ
う
捉

え
て
い
る
限
り
、
彼
ら
の
考
え
る
民
衆
文
化
は
民
族
文
化
と
は
な
り
え

ず
、
そ
れ
は
内
部
生
命
を
欠
い
た
常
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
向
か
う
先
は
社
会
主
義
と

い
う
普
遍
人
類
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
の
民
衆
観
の
表
層
性
が
も
っ
と
も
鮮
明
に

現
れ
る
の
は
、
宗
教
観
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
正
教
を
否
定
し
た
六
〇
年
代
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
「
超
克
」
と
し
て
生
ま
れ
た
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
は
、
無
神
論

者
な
い
し
抽
象
的
な
理
神
論
者
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
民
衆
の
宗
教
の
中

で
、
彼
ら
が
唯
一
肯
定
的
に
評
価
で
き
た
の
は
、「
合
理
主
義
的
宗
教
分

派
」
だ
け
だ
っ
た
。
つ
ま
り
一
七
世
紀
の
教ラ

ス
コ
ー
ル

会
分
裂
に
よ
っ
て
公
認
の

教
会
か
ら
逃
れ
た
分ラ

ス
コ
ー
リ
ニ
キ

離
派
教
徒
や
西
欧
か
ら
浸
透
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
や
バ
プ
テ
ィ
ズ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
分
派
だ
け
が
、
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
に
と
っ
て
「
理
解
可
能
」
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
、
ロ
シ
ア
正
教
こ
そ
唯
一
正

し
い
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
民
族
文
化
の
創
造
性
を

保
証
す
る
も
の
だ
と
位
置
づ
け
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
正
教
の
土
壌

の
上
に
立
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
正
し
い
形
態
と
し
て
そ
れ
を
信

じ
、
ま
さ
に
唯
一
正
し
い
信
仰
と
し
て
正
教
こ
そ
が
ロ
シ
ア
史
に
お
い
て

創
造
的
刺
激
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
」

（356

）。
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の
「
ゴ
ー
ゴ
リ
へ
の
手
紙
」
以
来
、
ロ
シ
ア
の

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
は
、
既
存
の
正
教
に
対
し
否
定
的
な
態
度
を
と
り
、

そ
こ
か
ら
無
神
論
へ
と
走
っ
た
。
急
進
的
な
思
想
家
に
神
学
校
出
身
者
が

多
く
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義

者
は
、
こ
れ
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
産
物
だ
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
少

し
長
く
な
る
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
批
判
と
し
て
重
要
な
箇
所
な
の
で
、

ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
や
半
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
は
正
教
の
精
神
的
豊

か
さ
に
目
を
ふ
さ
ぎ
、
そ
れ
を
無
知
な
農
民
信
仰
と
し
て
眺
め
、
西
欧
の
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———　表象のポリティクス　———

堕
落
し
た
か
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
に
か
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
政
府
は

ロ
シ
ア
の
教
会
を
凍
結
、
官
僚
化
し
、
い
か
な
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
も
行

動
の
自
由
も
奪
っ
て
し
ま
い
、
司
祭
階
級
の
質
の
向
上
や
真
に
正
教
的
な

教
育
の
普
及
の
た
め
に
な
ん
ら
の
措
置
も
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
し
こ

の
ロ
シ
ア
史
の
過
酷
な
時
代
に
、
民
衆
が
教
会
の
中
に
、
無
意
識
に
渇
望

し
て
い
る
本
当
の
正
教
精
神
を
見
出
せ
ず
に
、
教
会
を
去
り
、
真
の
道
を

誤
っ
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
や
半
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
を
経
由
し
て
民

衆
の
中
に
忍
び
込
ん
だ
安
っ
ぽ
い
合
理
主
義
の
誘
惑
に
浸
っ
た
と
し
た

ら
、
こ
の
悲
し
む
べ
き
現
象
に
は
病
気
の
兆
候
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
兆
候
と
闘
っ
て
き
た
（
そ
れ
も
官
憲
的
な
手
段
で
）
政
府
は
、
も
ち
ろ

ん
正
し
く
な
い
。
何
故
な
ら
治
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
病
気
そ
の
も
の

な
の
だ
か
ら
。
だ
が
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
兆
候
の
中
に
何
か
健
康
な
も
の

を
見
て
取
ろ
う
と
し
た
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
は
そ
れ
以
上
に
正
し
く
な
い
。
ど

ん
な
観
点
か
ら
見
て
も
、
合
理
主
義
的
宗
教
分
派
は
肯
定
的
現
象
と
み
な

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
教
的
観
点
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
退
化
で
あ
り
、

民
族
文
化
の
観
点
か
ら
見
て
も
こ
れ
は
民
族
的
統
一
を
解
体
し
、
精
神
文

化
の
沃
野
で
の
民
族
全
体
の
友
好
的
な
作
業
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
細

菌
な
の
で
あ
る
」（356

）。

　

民
衆
が
教
会
と
い
う
権
威
か
ら
脱
し
、
合
理
主
義
的
に
宗
教
に
接
す
る

こ
と
を
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
系
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
は
、
民
衆
の
知
的
自
立

の
萌
芽
と
し
て
評
価
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
ロ
シ
ア
の
民
族
文
化
は
正
教

と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
両
者
が
切
り
離
さ
れ
る
と
き
民
衆
文

化
も
貧
困
化
し
、
解
体
に
向
う
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
考
え
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ピ
ョ
ー
ト
ル
以
来
の
西
欧
化
に
よ
っ
て
正
教
会
の
世
俗
化
が

進
み
、
目
の
前
に
あ
る
教
会
が
堕
落
し
き
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
民
衆
の

中
に
連
綿
と
行
き
続
け
る
正
教
精
神
こ
そ
が
、
ロ
シ
ア
を
再
生
す
る
力
と

な
り
う
る
の
で
あ
り
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て

彼
ら
が
構
想
し
た
の
は
、
こ
の
正
教
を
中
心
に
据
え
た
イ
デ
オ
ク
ラ
シ
ー

だ
っ
た
の
だ
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
正
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
が
出
た
つ
い
で
に
、
こ
れ
と
ユ
ー
ラ
シ

ア
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
何

故
な
ら
口
さ
が
な
い
亡
命
社
会
で
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
「
正
教
的
ボ

リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
と
か
「
ス
ラ
ヴ
主
義
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
不
義

の
子
」（357

）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
ま
ず
両
者
の
一
致
点
。

そ
れ
は
第
一
に
革
命
前
の
政
治
形
態
の
み
な
ら
ず
、
文
化
全
体
の
否
定
で

あ
る
。
そ
れ
は
西
欧
化
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の
上
層
文
化
を
も
含
む
、
西
欧
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
の
否
定
と
、
そ
の
「
根
本
的
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
」
と
表

現
さ
れ
る
。
第
二
の
一
致
点
は
、列
強
の
植
民
地
と
な
っ
て
い
た
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
の
諸
民
族
の
解
放
で
あ
る
。
し
か
し
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
に
言

わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
外
見
的
、
形
式
的
な
類
似
で
あ
り
、
内
的

な
動
因
は
対
極
的
に
異
な
っ
て
い
る
。「
廃
止
す
べ
き
文
化
を
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
は
《
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
》
と
名
づ
け
る
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者

は
《
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
的
》
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
文
化
を

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
《
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
》
と
考
え
る
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

主
義
者
は
《
民
族
的
》（
ロ
シ
ア
に
関
し
て
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
）
と
考
え
る
。

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
文
化
と
は
一
定
の
階
級
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
も

の
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
概
念
か
ら
出
発
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
ユ
ー

ラ
シ
ア
主
義
者
は
一
定
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
単
位
、
民
族
な
い
し
民
族
グ
ル
ー

プ
の
活
動
の
産
物
と
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
に
と
っ

て
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
用
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
《
ブ
ル
ジ
ョ
ア
》

文
化
と
か
《
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
》
文
化
と
い
っ
た
概
念
は
ま
っ
た
く
架
空
の
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も
の
な
の
で
あ
る
。
社
会
的
に
分
化
し
た
ど
ん
な
社
会
で
も
上
層
文
化
は

下
層
文
化
と
幾
分
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
正
常
か
つ
健
全
な
民
族
体
で
は

こ
の
差
異
は
同
一
の
文
化
の
段
階

0

0

の
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
上

層
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
と
呼
び
、
下
層
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
」
と
呼

ぶ
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
に
交
替
さ
せ
る
こ

と
は
文
化
水
準
の
低
下
、
単
純
化
、
粗
雑
化
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
は

と
て
も
理
想
と
呼
べ
る
代
物
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
い
う
病
弊
に

冒
さ
れ
た
不
健
康
な
民
族
の
場
合
、
上
層
文
化
は
下
層
文
化
と
量
的
（
つ

ま
り
程
度
）
と
い
う
よ
り
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
下
層
は
か
つ

て
の
土
着
的
な
民
族
文
化
の
下
段
、
土
台
と
な
っ
た
文
化
の
遺
物
に
よ
っ

て
生
き
続
け
る
の
に
た
い
し
、
上
層
は
別
の
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
文
化

と
い
っ
た
外
来
の
文
化
の
上
段
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。
か
く
て
下
層
と

上
層
の
中
間
に
は
、
当
該
民
族
の
中
で
結
合
さ
れ
た
二
つ
の
文
化
の
質
的

差
異
の
せ
い
で
、
下
層
に
も
遅
れ
、
上
層
に
も
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い

何
の
文
化
も
持
た
な
い
層
が
登
場
す
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
民
族（
ピ
ョ
ー

ト
ル
後
の
革
命
前
の
ロ
シ
ア
は
こ
れ
に
属
す
る
）
に
関
し
て
は
、
下
層
文
化

に
よ
る
上
層
文
化
の
交
替
は
望
ま
し
い
も
の
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
こ
の
場
合
、
想
定
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
初
歩
的
で
あ
る
こ
と
が
避
け
が
た
い
下
層
の
文

化
へ
上
層
が
移
行
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
上
層
に
よ
る
新
し
い
文
化
の
創

造
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
文
化
と
下
層
の
文
化
と
の
間
の
差
異
が
、
質
的

な
も
の
で
は
な
く
、
段
階
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
気
を
配
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
条
件
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
中
間
層
の
非
文
化
性

が
消
滅
し
、
民
族
有
機
体
は
文
化
的
に
ま
と
ま
り
、
健
全
で
、
上
層
、
下

層
を
問
わ
ず
、
全
体
と
し
て
さ
ら
な
る
発
展
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
が
唱
道
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
な

の
で
あ
る
」（358

）。

　

こ
れ
に
対
し
マ
ル
ク
ス
主
義
の
図
式
に
縛
ら
れ
て
い
る
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
は
民
族
文
化
を
階
級
文
化
に
す
り
替
え
、
新
し
い
文
化
を
創
造
し

よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
め
ざ
す
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
文
化
と
は
、

粗
雑
化
に
向
う
か
、
古
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
に
し
か
な
ら

な
い
と
、
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
明
言
す
る
。
そ
れ
は
創
造
の
契
機
を
欠
い
た

ま
っ
た
く
の
破
壊
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と

は
あ
く
ま
で
も
経
済
的
概
念
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
文
化
的
特
性
を
一
切

持
た
な
い
の
だ
か
ら
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
に
よ
れ
ば
、
民
族
は
こ
れ
と
は

ま
っ
た
く
逆
に
、
特
定
の
具
体
的
文
化
の
担
い
手
で
あ
り
、
自
己
の
内
部

に
具
体
的
な
文
化
創
造
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。「
そ
れ
故
新
し
い
文
化

は
、
特
定
の
民
族
の
文
化
、
こ
れ
ま
で
自
立
し
た
文
化
を
持
た
な
か
っ
た

か
、
外
来
文
化
の
圧
倒
的
影
響
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
特
定
の
民
族
の
文

化
と
し
て
の
み
創
造
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
文
化

が
対
置
さ
せ
ら
れ
う
る
の
は
別
の
民
族
あ
る
い
は
別
の
民
族
群
の
文
化

だ
け
と
な
る
」（359

）。こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

ズ
ム
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
共
通
す
る
の
は
、
古
い
文
化
の
破
壊
だ
け
と

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
創
造
の
契
機
を
欠
い
た
破
壊
は
、
保
存
す
べ
き
も

の
ま
で
破
壊
し
、
民
族
は
長
期
に
わ
た
っ
て
非
文
化
状
態
に
置
か
れ
て
し

ま
う
。

　

一
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
よ
る
文
化
創
造
に

は
、
真
っ
向
か
ら
否
定
的
態
度
を
と
る
。
何
故
な
ら
そ
の
根
幹
に
は
マ
ル

ク
ス
主
義
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
が
あ
り
、
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
文
明

の
衰
退
し
た
要
素
を
ロ
シ
ア
に
移
植
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
白
だ
か

ら
。
次
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
非
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
対
す
る
ロ

シ
ア
の
関
係
と
な
る
と
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
類
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———　表象のポリティクス　———

似
は
、
外
見
上
の
も
の
と
な
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
世
界
の
す
べ
て

の
民
族
に
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
文
化
の
影
響
か
ら
の
解
放
と
、
自
国
の

民
族
文
化
の
構
築
の
道
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
を
訴
え
る
。
こ
の
場
合
、
い

わ
ゆ
る
文
明
諸
国
民
の
《
植
民
地
》
民
族
に
対
す
る
経
済
支
配
の
お
か
げ

で
、
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
文
化
の
影
響
は
こ
と
の
ほ
か
強
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
故
こ
の
経
済
支
配
か

ら
の
解
放
闘
争
を
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に

と
っ
て
、
こ
の
経
済
的
解
放
は
自
己
目
的
で
は
な
く
、
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル

マ
ン
文
化
か
ら
の
解
放
、
つ
ま
り
民
族
文
化
の
土
台
の
強
化
と
、
こ
の
民

族
文
化
の
さ
ら
な
る
自
立
的
発
達
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
解
放
の
必

須
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
す
べ
て
の

問
題
に
お
い
て
、
こ
れ
と
正
反
対
の
目
的
を
追
求
し
て
い
る
。
彼
ら
は
ア

ジ
ア
諸
民
族
の
民
族
主
義
的
気
運
や
自
尊
心
を
か
き
た
て
て
い
る
に
過

ぎ
ず
、
こ
う
し
た
感
情
を
ア
ジ
ア
に
お
け
る
社
会
革
命
の
高
揚
の
た
め
の

手
段
と
し
て
の
み
見
て
い
る
。
そ
う
し
た
社
会
革
命
は
、《
文
明
》
大
国

の
経
済
的
横
暴
を
撤
廃
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
反
民
族
的
で
、
同

じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
、
戯
画
的
極
端
に
ま
で
達
す
る
最
も
否
定
的
な
要

素
の
上
に
築
か
れ
た
特
殊
な
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
文
化
を
持
っ
た
共
産
主

義
体
制
の
導
入
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
民
族
主
義
の
奨
励
と
い
う

仮
面
の
下
で
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
あ
っ
て
は
「
文
明
普
及
者
的
な
」

平
準
化
的
植
民
地
支
配
、
し
か
も
ロ
マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
の
植
民
地
主
義

的
帝
国
主
義
者
よ
り
も
は
る
か
に
ラ
ジ
カ
ル
な
形
で
の
植
民
地
支
配
が

潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
過
去
と
継
承
的
に
結
び
つ
い
た
本
当

の
民
族
文
化
の
創
出
で
は
な
く
、
民
族
的
な
没
個
性
化
と
あ
ら
ゆ
る
民
族

的
基
盤
の
破
壊
へ
と
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
と

ロ
シ
ア
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
」（360

）。

　

そ
の
後
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
よ
る
ア
ジ
ア
支
配
を
知
る
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
は
こ
の
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
予
兆
的
に
響
く
。
ス

タ
ー
リ
ン
体
制
の
成
立
以
前
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

ズ
ム
の
侵
略
性
を
鋭
く
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た

否
定
面
だ
ら
け
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
積
極
的
な
意
義
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
こ
う
答
え
る
。「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

ズ
ム
の
肯
定
的
意
義
は
お
そ
ら
く
、
仮
面
を
剥
が
し
、
万
人
に
悪
魔
の
姿

を
赤
裸
々
に
示
す
こ
と
で
、
多
く
の
人
を
、
悪
魔
の
現
実
性
を
通
し
て
神

へ
の
信
仰
に
導
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
…
…
ロ
シ
ア
の
処
女
地

を
深
く
ほ
じ
く
り
返
し
、
奥
の
層
を
表
面
に
出
し
、
以
前
表
面
に
あ
っ
た

層
を
奥
に
埋
め
た
こ
と
に
あ
る
」（361

）。　
　
　
　

二
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
個
人
（
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
）
像
の
転
換

　

前
章
で
見
た
よ
う
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
民
衆
観
・
民
族
観
は
、
ナ

ロ
ー
ド
ニ
キ
主
義
と
も
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
も
違
っ
て
、
民
衆
あ
る
い

は
総
体
と
し
て
の
民
族
の
固
有
性
を
あ
く
ま
で
も
尊
重
す
る
立
場
に
立

脚
し
て
い
た
。
民
衆
あ
る
い
は
民
族
を
あ
る
理
想
、
目
的
の
た
め
に
利
用

し
て
は
な
ら
な
い
し
、
普
遍
的
な
尺
度
で
そ
の
民
度
を
測
る
よ
う
な
こ
と

も
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
文
化
に
は
高
低
の
区
別
は
な
く
、
水
平

で
あ
り
、
お
の
お
の
が
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
「
汝
自
身
た
れ
」
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
突
き
つ
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の

民
衆
観
の
根
底
に
は
独
自
の
「
個
人
」
観
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
個
人
」
と
慣
用
的
に
用
い
た
が
、
ロ
シ
ア
語
の
原
語
は
リ
ー
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チ
ノ
ス
チ
で
あ
る
。
こ
の
語
は
リ
ツ
ォ
ー（
顔
）の
古
語
で
あ
る
リ
ー
ク（
お

も
て
）
か
ら
派
生
し
た
抽
象
名
詞
で
あ
り
、
西
欧
語
の
、
そ
れ
以
上
分
解

不
能
と
い
う
意
味
で
の
個
人
（
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
）
と
は
似
て
非
な

る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
的
個
人
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
奥
深
く
、
広
い
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
い
ち
早
く
着
目
し
た
の
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義

者
な
の
だ
。
と
い
う
よ
り
そ
う
し
た
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
諸
相
を
「
汝
自
身

を
知
る
」
営
為
の
中
で
触
知
し
た
こ
と
か
ら
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
始
ま

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
『
ユ
ー
ラ
シ
ア

主
義（
体
系
的
叙
述
の
試
み
）』（
一
九
二
五
）で
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
う
書
く
。

　
「
古
い
世
界
観
の
基
本
概
念
で
あ
る
、
隔
離
さ
れ
自
閉
し
た
社
会
的
ア

ト
ム
と
い
っ
た
概
念
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
多
様
性
の
生
き
た
有
機
的
な

統
一
と
し
て
の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
概
念
を
対
置
す
る
。
機
械
論
的
結
合
と

外
的
、
抽
象
的
体
系
の
概
念
に
対
し
、
有
機
的
統
一
あ
る
い
は
、
よ
り
正

確
に
は
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
的
統
一
の
概
念
を
対
置
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
チ

ノ
ス
チ
と
は
そ
の
統
一
と
多
数
性
が
個
々
ば
ら
ば
ら
に
、
互
い
の
外
で
は

存
在
し
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
多
数
性
（
そ
の
状
態
、
発
現
等
々
）
の
統

一
で
あ
る
。
実
際
に
、
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
思
考
、
欲
求
、
そ
の
他
の
状
態

抜
き
に
は
個
人
の
意
識
も
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
も
存
在
し
な
い
。
リ
ー
チ
ノ
ス

チ
そ
の
も
の
の
発
現
で
も
な
く
、
そ
れ
以
外
の
状
態
と
も
結
び
つ
か
な
い

よ
う
な
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
的
状
態
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
リ
ー
チ

ノ
ス
チ
と
は
多
数
性
の
統
一
で
あ
り
、
統
一
の
多
数
性
で
あ
る
。
そ
れ
は

外
的
、
機
械
論
的
因
果
関
係
（
こ
の
概
念
は
物
質
的
存
在
の
認
識
に
限
っ
て

適
合
す
る
も
の
）
の
入
り
込
む
余
地
の
な
い
全
一
性
な
の
で
あ
る
。

　

同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
個
人
的
な
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
（
そ
の
本
質
か
ら
い
っ

て
、決
し
て
単
に《
個
人
的
》で
は
な
い
の
だ
が
）ば
か
り
で
な
く
、社
会
集
団
、

そ
れ
も
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
す
る
よ
う
な
単
な
る
《
階
層
》
と
か
《
階

級
》
で
は
な
く
、
民
族
、
文
化
主
体
（
例
え
ば
多
く
の
民
族
を
包
摂
す
る

ロ
シ
ア
─
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
な
ど
）、
さ
ら
に
は
人
類
を

も
実
在
と
し
て
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
外
部
的
連
関
の
概
念
を
、
有
機
的

な
い
し
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
的
連
関
の
概
念
に
置
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
を
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
み
な
し
、
そ
の
よ
う
に
名
づ
け
る
の
だ
が
、

個
別
的
個
人
と
違
っ
て
、
そ
れ
は
ソ
ボ
ー
ル
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
、
あ
る
い

は
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
な
の
で
あ
る
」

8
。

　

い
さ
さ
か
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
思
想
的
核
心

を
つ
か
む
に
は
避
け
て
通
れ
ぬ
文
章
な
の
で
あ
え
て
全
文
を
引
い
た
。
こ

こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
全
一
性
の
思
想
を
私
な
り
に
言
い
換
え
れ
ば
、
個

人
と
い
う
も
の
は
、
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
関
係
性
、
時
間
性
の
な
か
で
相
互
に
影
響
を
与
え
、
与
え
ら
れ
る
も
の

と
し
て
、
絶
え
ず
変
容
を
重
ね
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
瞬
間
に
固
定
さ

せ
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。「
多
数
性
の
統
一
、
統
一
の
多
数
性
」

と
い
っ
た
表
現
も
、
む
し
ろ
仏
教
、
特
に
華
厳
経
な
ど
に
現
れ
る
「
一
即

多
、
多
即
一
」
の
思
想
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
『
華
厳

経
』
の
「
初
発
心
菩
薩
功
徳
品
」
に
は
こ
う
あ
る
。「
菩
提
を
求
め
る
心

を
発
す
る
な
ら
ば
、
微
細
な
世
界
が
、
す
な
わ
ち
大
世
界
で
あ
り
、
大
世

界
が
す
な
わ
ち
微
細
な
世
界
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

小
な
る
世
界
が
多
な
る
世
界
で
あ
り
、
多
な
る
世
界
は
小
な
る
世
界
で
あ

り
、
広
大
な
世
界
は
、
狭
小
な
る
世
界
で
あ
り
、
一
つ
の
世
界
は
無
辺
な

る
世
界
で
あ
る
」

9
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
仏
教
思
想
の
影
響
が
入
り
込

ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
世
紀
初
め
に
レ
ー
リ
ッ
ヒ
夫
妻
等
に

よ
っ
て
仏
教
を
も
含
む
イ
ン
ド
思
想
が
ロ
シ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た

か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
荒
唐
無
稽
な
連
想
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

10
。
し
か
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し
こ
れ
は
思
想
史
上
の
大
問
題
で
あ
り
、
早
々
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
控

え
た
い
。

　

重
要
な
の
は
、
西
欧
哲
学
で
中
心
に
据
え
ら
れ
て
き
た
個
人
を
、
こ
う

し
た
位
相
で
捉
え
よ
う
と
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。
個
と
全
体
の
関
係
を
考

え
る
場
合
に
、
全
体
の
単
な
る
部
分
と
し
て
個
を
位
置
づ
け
る
の
で
は
な

く
、
全
体
を
内
包
す
る
も
の
と
し
て
個
を
捉
え
る
見
方
は
、
比
較
的
新
し

い
。「
汝
自
身
を
知
る
」
た
め
に
は
、
自
分
自
身
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
は

無
論
必
要
だ
が
、
そ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
自
分
が
、
実
は
他
者
と
の

関
係
性
の
中
で
、
幾
重
に
も
影
響
を
受
け
て
お
り
、
し
か
も
時
間
の
中
で

変
転
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
個
人
を
掘
り
下
げ
る
自
己
認
識
の
作
業

は
、
他
者
と
し
て
の
世
界
、
万
物
を
映
し
出
す
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
も

他
者
に
投
影
さ
せ
る
無
限
に
変
転
す
る
個
を
執
拗
に
追
い
求
め
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

人
類
』
で
、
ロ
シ
ア
の
知
識
人
に
突
き
つ
け
た
自
己
認
識
と
は
こ
う
し
た

レ
ベ
ル
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
通
常
、
個
人
と
訳
さ
れ
る

リ
ー
チ
ノ
ス
チ
を
、
個
々
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
人
間
に
も
当
て

は
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
か
ら
す
る
と
、
民
族
も
リ
ー

チ
ノ
ス
チ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
複
数
の
民
族
集
団
す
ら
リ
ー
チ
ノ
ス
チ

と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
集
合
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ

に
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
的
」
と
い
う
形
容
語
を
付
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
も

そ
も
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に
独
自
の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
論
を
持
ち
こ
ん
だ
の

は
西
欧
中
世
思
想
史
、
と
り
わ
け
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
や
ジ
ョ
ル

ダ
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
を
研
究
す
る
レ
フ
・
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
（
一
八
八
二
─

一
九
五
二
）
だ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
部
分
、
要
素
（
こ
れ
を
契
機
あ
る
い
は

質
料
と
名
づ
け
る
）
の
総
体
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
を
持
つ
と
い
う
。
し

か
も
そ
れ
は
垂
直
構
造
と
水
平
構
造
を
有
し
、
垂
直
構
造
と
は
諸
契
機
の

高
低
を
あ
ら
わ
し
、
水
平
と
は
同
じ
レ
ベ
ル
の
諸
契
機
の
総
体
を
あ
ら

わ
す
と
さ
れ
る
。
前
者
の
結
合
原
理
と
な
る
の
が
ク
ザ
ヌ
ス
の
「
融
合
」

（contractio

）
概
念
、
つ
ま
り
あ
る
全
体
と
し
て
の
高
次
の
契
機
は
、「
融

合
」（
あ
る
い
は
華
厳
で
い
う
円

え
ん
に
ゅ
う融

？
）
的
に
低
次
の
契
機
に
参
入
し
、
低

次
の
契
機
は
そ
の
内
部
で
高
次
の
契
機
を
融
合
的
に
現
実
化
な
い
し
個

体
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
結
合
原
理
と
し
て
ブ
ル
ー

ノ
の
い
う
「
中
心
の
巻
き
取
り
、
巻
き
ほ
ど
き
」（conglom

eratio et 
exgiom

eratio centri

）
論
、
つ
ま
り
二
つ
の
契
機
は
直
接
結
合
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
両
者
を
包
摂
す
る
高
次
の
契
機
と
い
う
共
通
の
中
心
を
介

し
て
結
ば
れ
る
と
い
う
理
論
が
援
用
さ
れ
る

11
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
の
全
一
性
の
思
想
は
、
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
や
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
が
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
論
を
掘
り
下
げ
る
過
程
で
す
で
に
予
感
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
一
九
二
七
年
に
そ
れ
ま
で
の
四
本

の
論
文
（「
真
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
偽
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、「
ロ
シ
ア
文

化
の
上
層
と
下
層
」、「
ロ
シ
ア
文
化
に
お
け
る
ト
ゥ
ラ
ン
的
要
素
」、「
ロ
シ
ア

文
化
に
お
け
る
全
ス
ラ
ヴ
的
要
素
」）
を
『
ロ
シ
ア
的
自
己
認
識
の
問
題
に

寄
せ
て
』
と
題
し
て
単
行
本
に
す
る
際
、「
著
者
よ
り
」
と
し
て
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
主
義
の
根
幹
を
成
す
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
概
念
に
つ
い
て
詳
し
く

論
じ
て
い
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
根
底
に
横
た
わ
る
最
も
重
要
な
概

念
の
一
つ
（
お
そ
ら
く
最
重
要
と
い
っ
て
も
い
い
）
は
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
概

念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
上
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
哲
学
、
歴
史
哲
学
、

社
会
学
、
政
治
的
側
面
が
み
な
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
ユ
ー
ラ
シ

ア
主
義
は
、
個
人
的
の
み
な
ら
ず
、
多
人
的
、
つ
ま
り
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

的
」
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
を
も
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の

概
念
を
い
ち
じ
る
し
く
深
化
さ
せ
、
拡
大
す
る
の
で
あ
る
」（105

）。
個
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別
的
個
人
か
ら
多
数
の
人
間
よ
り
な
る
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
つ
ま
り
民
族
へ
、

さ
ら
に
個
別
的
民
族
か
ら
多
数
の
民
族
か
ら
な
る
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
ま
で

広
が
っ
て
い
く
。

　

顔
つ
き
と
顔
は
違
う
。
顔
つ
き
は
時
々
刻
々
変
化
す
る
、
つ
ま
り
移
ろ

い
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、
顔
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
担
う
も
の
で
あ
り
、

本
質
的
な
も
の
、
不
変
の
も
の
、
独
自
の
も
の
、
反
復
さ
れ
え
な
い
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
現
れ
方
、
状
態
を
包
含
し

た
も
の
で
あ
り
、「
多
数
性
の
統
一
」
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
も
あ

る
。
た
と
え
ば
「
家
庭
に
い
る
」
時
と
「
職
場
に
い
る
」
時
の
顔
は
異
な

る
が
、
そ
れ
ら
は
同
一
の
個
別
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
異
な
っ
た
顔
、
つ
ま

り
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
個
体
化
で
あ
り
、
ま
た
十
年
前
の
顔
と
今
の
顔
は
同

じ
で
は
な
い
。
時
系
列
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
は
そ
れ
ら
の
個
体
化
さ
れ
た
い
ず
れ
と
も
一
致

し
な
い
。「
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
連
関
、
総
体
な
の
で

あ
る
」（106

）。
個
別
化
さ
れ
た
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
場
合
、
そ
れ
は
い
わ

ば
通
時
的
に
し
か
変
化
し
な
い
が
、
多
人
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
場
合
に

は
、
同
時
的
、
共
時
的
に
も
変
化
す
る
。
こ
う
し
て
「
民
族
と
個
人
的

リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
間
に
は
あ
た
か
も
い
く
つ
か
の
狭
ま
っ
て
い
く
同
心

円
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
…
…　

ま
た
民
族
は
多
民
族
的
リ
ー
チ
ノ

ス
チ
の
単
な
る
個
体
化
で
は
な
く
、
そ
の
『
弁
証
法
的
』
個
体
化
の
ひ
と

つ
の
個
体
化
な
の
で
あ
る
。
原
理
的
に
各
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
は
（
事
実
上
あ

る
い
は
潜
在
的
に
）
別
の
よ
り
「
大
容
量
の
」
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
個
体
化

な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
た
か
も
独
特
の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」（106

）。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
譬
え
に
よ

る
と
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
は
、
水
と
魚
の
関
係
の
よ
う

に
、
自
己
の
内
部
に
個
別
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
を
内
包
す
る
空
間
と
か
環
境

で
は
な
く
、
統
一
さ
れ
た
個
別
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
自
身
な
の
で
あ
る
。
議

論
が
か
な
り
抽
象
的
で
、
わ
か
り
に
く
い
が
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
う
と

個
と
全
体
の
関
係
を
大
小
と
い
う
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
両
者

が
相
互
に
入
り
込
む
形
で
全
体
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
部
分
は
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
そ
こ
に
は
全
体
が
入
り
こ
ん
で
、

溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
に
よ

る
と
、こ
う
し
た
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
理
解
は
い
ま
だ
「
静
態
的
シ
ス
テ
ム
」

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
時
系
列
を
持
ち
込
ん
だ
「
動
態
的
シ
ス
テ
ム
」
も
存

在
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
あ
る
個
人
は
同
時
に
こ
れ
ら
二
つ
の
シ
ス
テ
ム

の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
存
在
と
し
て

の
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
は
、
西
欧
に
伝
統
的
な
分
析
的
、
合
理
的
科
学
で
は
認

識
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
研
究
す
る
に
は
一
連
の
科
学
の
連

繋
が
不
可
欠
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
連
繋
を
担
う
も
の
と
し
て
の
リ
ー
チ

ノ
ス
チ
学
す
な
わ
ち
「
ペ
ル
ソ
ノ
ロ
ジ
ー
」
が
必
要
だ
と
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ

は
訴
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
ん
な
科
学
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
。
で

は
そ
う
し
た
学
問
は
本
来
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
そ
う
し
た
学
問

の
不
在
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
的
思
考
に
お
け
る
顕
著
な
空
白
で
あ

り
、
こ
の
空
白
が
あ
る
た
め
に
、
本
当
の
学
問
体
系
を
構
築
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
空
白
は
意
味
深
長
で
特
筆
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
文
明
の
根
本
的
欠
陥
は
リ
ー
チ
ノ

ス
チ
の
本
性
の
忘
却
と
歪
曲
だ
か
ら
で
あ
る
。
将
来
の
文
化
の
主
要
課
題

の
一
つ
は
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
（
個
人
的
、
多
人
的
と
を
問
わ
ず
）
が
自
身
の
真

の
本
性
を
十
分
に
実
現
で
き
る
よ
う
な
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
科
学
を
含
め
文
化
の
す
べ
て
の
側
面
が
立
て
直
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
科
学
的
ペ
ル
ソ
ノ
ロ
ジ
ー
の
創
出
が
こ
の
方
向

で
の
避
け
が
た
い
当
面
の
課
題
な
の
で
あ
る
」（107

）。
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リ
ー
チ
ノ
ス
チ
と
は
抽
象
的
な
、
あ
る
い
は
数
量
的
な
個
人
と
は
違
っ

て
、
具
体
的
で
、
精
神
的
か
つ
肉
体
的
概
念
で
あ
る
。
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
が

顔
と
い
う
肉
体
的
概
念
か
ら
発
し
て
い
る
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
手

で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
具
体
性
、
一
回
性
と
ど
こ
ま
で
も
上
向

し
て
い
く
精
神
性
を
併
せ
持
っ
て
い
る
か
ら
、
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
概
念
は

形
式
論
理
で
は
認
識
で
き
な
い
し
、
抽
象
の
レ
ベ
ル
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

精
神
と
肉
体
を
別
箇
に
研
究
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
多
人
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
で
あ
る
民
族
の
研
究
に
も
当
て
は
ま
る
。
個

人
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
が
環
境
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
よ
う
に
、
民
族
も
物

理
的
環
境
と
の
相
互
作
用
に
お
い
て
考
察
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
物

理
的
環
境
は
い
わ
ば
多
人
的
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
延
長
な
い
し
相
関
概
念

と
見
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
相
関
性
を
も
含
め
て
民
族
を
研
究
す

る
地
理
学
、
人
類
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
、
統
計
学
、
歴
史
学
、
美
術
史

学
と
い
っ
た
記
述
的
研
究
に
終
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
さ
ら
に
事
実

素
材
を
意
味
づ
け
る
学
問
と
し
て
、
歴
史
哲
学
、
民
俗
哲
学
、
地
理
哲
学

と
い
っ
た
学
問
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
現
代
の
シ
ス
テ
ム
論

を
思
わ
せ
る
壮
大
な
構
想
の
中
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
知
識
人
の
意

識
の
革
命
を
目
指
そ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
物
理
的
環
境
と
民
族
と

の
相
関
関
係
を
総
合
的
に
把
握
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
ユ
ー
ラ
シ

ア
主
義
は
メ
ー
ス
ト
（
場
）
と
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
（
発
達
）
と
い
う
位
相

の
異
な
る
概
念
を
結
合
し
た
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
（
発
達
場
、
発
達

地
と
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
訳
し
て
お
こ
う
）
な
る
独
自
の
概
念
を
考
案
す
る

の
で
あ
る
。

三
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
と
地
政
学
像
の
転
換

　

地
理
的
環
境
と
社
会
発
展
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
議
論
が

な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
議
論
は
地
理
的
決
定
論
に
傾
く
こ
と
が

多
か
っ
た
。
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
不
毛
な
議
論
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
主
義
者
は
考
え
た
の
だ
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
う
書
い
て
い

る
。「
地
理
的
情
況
が
一
方
的
に
社
会
史
的
環
境
に
影
響
を
与
え
る
、
あ

る
い
は
逆
に
後
者
が
一
方
的
に
外
的
情
況
を
生
み
出
し
て
い
る
と
わ
れ

わ
れ
が
考
え
よ
う
が
、
双
方
の
種
類
の
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
す
る
と
認
め
よ

う
が
、「
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
」
な
る
概
念
は
い
ぜ
ん
有
効
で
あ
る
」

（293

）。
そ
れ
こ
そ
一
戸
一
戸
の
屋
敷
、
村
が
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ

に
な
る
。
そ
う
し
た
相
互
関
係
が
無
限
に
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
地
理
的
景
観
、
地
勢
と
エ
ト
ノ
ス
の
総
合
さ
れ
た
も
の
と
の
定
義
で

も
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
の
延
長
上
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
に
よ
る
地

政
学
の
再
評
価
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
地
政
学
は
英
国
や
ド
イ
ツ
で

流
行
し
た
帝
国
主
義
的
侵
略
の
理
論
と
し
て
の
地
政
学
と
は
似
て
非
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
欧
で
地
政
学
の
祖
と
さ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
地

理
学
者
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
で
あ
り
、彼
は
こ
の
新
し
い
学
問
を
「
政
治
地
理
学
」

と
命
名
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
学
問
分
野
は
英
国
の
ヘ
ル
ホ
ー

ド
・
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
、
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
に
受
け

継
が
れ
、
後
者
は
ナ
チ
ズ
ム
を
擁
護
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
流
れ
込
ん
で
い
く
。

　

マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
に
よ
る
と
、
大
陸
国
家
と
海
洋
国
家
は
、「
騎
士
」
と

「
船
乗
り
」、「
モ
ン
ゴ
ル
」
と
「
バ
イ
キ
ン
グ
」
と
い
っ
た
具
合
に
対
立

は
避
け
が
た
い
。
こ
こ
か
ら
西
欧
は
必
然
的
に
侵
略
的
方
法
を
と
ら
ざ
る
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を
得
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
東
欧
を
支
配
す
る
も
の
は
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
を

支
配
す
る
の
で
あ
り
、
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
を
支
配
す
る
も
の
は
世
界
島
を

支
配
す
る
の
で
あ
り
、
世
界
島
を
支
配
す
る
も
の
は
世
界
を
支
配
す
る
の

だ
か
ら
。
こ
こ
で
言
う
世
界
島
と
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
域
の
こ
と
で
あ
る
。

マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
が
「
歴
史
の
地
理
的
軸
」
で
こ
う
し
た
見
解
を
公
表
し
た

の
は
一
九
〇
四
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
お
そ
ら
く
マ
ッ
キ

ン
ダ
ー
の
こ
の
理
論
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か

二
人
が
接
点
を
持
っ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
最
後
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者

を
自
認
し
た
レ
フ
・
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
伝
記
を
書
い
た
ラ
ヴ
ロ
フ
は
こ
う

書
い
て
い
る
。「
二
人
が
互
い
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
、
い
や
可

能
性
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
ヴ
ラ
ン
ゲ
リ
政
府
で
働
い

て
い
た
一
九
一
九
年
、
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
は
ロ
シ
ア
南
部
の
大
英
帝
国
代
表

に
任
命
さ
れ
、
こ
の
地
位
に
二
年
間
つ
い
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　

英
国
軍
（
西
欧
全
体
も
そ
う
だ
っ
た
）
の
目
的
は
ロ
シ
ア
を
多
く
の
群
小

国
家
に
分
裂
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
が
言
う
《
力
と

し
て
の
理
念
》
つ
ま
り
唯
一
強
力
な
ロ
シ
ア
を
保
持
す
る
と
い
う
思
想
と

真
っ
向
か
ら
対
立
、
敵
対
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
っ
た
く
対
極
的
な
見
解

を
説
い
た
二
人
の
巨
大
な
学
者
が
た
と
え
形
式
的
に
せ
よ
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

権
力
に
敵
対
す
る
同
一
陣
営
に
い
た
と
い
う
の
は
歴
史
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
で
あ
る
」

12
。
カ
デ
ッ
ト
の
論
客
だ
っ
た
か
つ
て
の
道
標
派
の
経
済
学

者
ス
ト
ル
ー
ベ
の
弟
子
で
あ
っ
た
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
、
白
衛
軍
に
身
を
投

じ
、
ヴ
ラ
ン
ゲ
リ
政
府
外
務
大
臣
と
な
っ
た
恩
師
ス
ト
ル
ー
ベ
の
主
席
秘

書
官
と
い
う
重
職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
一
年
に
出
た
論
文
集
『
三
〇
年
代
』
で
ロ
ゴ
ヴ
ィ
ー
コ
フ
は
こ

う
書
い
て
い
る
。「
地
政
学
的
考
察
の
可
能
性
は
、
ロ
シ
ア
の
科
学
に
お

い
て
は
、
い
ま
だ
手
つ
か
ず
の
処
女
地
で
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
す

で
に
こ
の
点
で
は
何
が
し
か
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
き
た
。
…
…
一
般

地
理
学
、
経
済
地
理
学
の
デ
ー
タ
と
経
済
史
、
民
俗
学
、
考
古
学
、
言
語

学
の
デ
ー
タ
と
の
比
較
は
い
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
比
較

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
と

し
て
の
ロ
シ
ア
の
総
合
的
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
だ

ろ
う
」

13
。
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
の
考
察
が
、
諸
学
の
総
合
を
必
要
不
可
欠
な

も
の
と
し
た
よ
う
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
学
に
と
っ
て
も
、
こ
う
し
た
総
合
的

研
究
は
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
総
合
的
研
究
を
抜
き
に
し
た

ユ
ー
ラ
シ
ア
学
は
ロ
シ
ア
─
ソ
連
の
拡
張
政
策
の
御
用
学
問
に
容
易
に

堕
し
て
し
ま
う
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
運
動
が
一
時
期
亡
命
ロ
シ
ア
人
社

会
に
お
い
て
、
多
数
の
共
鳴
者
を
得
た
の
も
、
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
や
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
が
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
前
に
、
分
野
も
異
な
る
第
一
級
の
学

者
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
も
彼
ら
の
描
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
し
て
の

ロ
シ
ア
像
は
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
で
は
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ほ

ど
、
壮
大
な
も
の
だ
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の

広
大
な
天
地
で
は
《
共
同
事
業
へ
の
意
志
》
が
自
ず
と
目
覚
め
る
と
い

う
。
し
か
も
こ
う
し
た
統
合
的
動
き
の
中
で
歴
史
的
に
多
民
族
の
融
合
が

進
行
し
た
。
現
代
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
研
究
家
ド
ゥ
ー
ギ
ン
は
こ
れ
を
次

の
よ
う
に
表
現
す
る
。「
ロ
シ
ア
人
と
は
ス
ラ
ヴ
人
で
も
、
チ
ュ
ル
ク
人

で
も
な
い
。
ア
ー
リ
ア
人
で
も
ア
ジ
ア
人
で
も
な
い
。
彼
ら
は
偉
大
な
る

使
命
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
文
化
解
釈
に
も
ア
ジ
ア
的
文
化
解
釈
に
も
な
じ

ま
な
い
き
わ
め
て
独
自
の
文
化
を
賦
与
さ
れ
た
特
別
の
共
同
性
で
あ
る
」

14
。
そ
し
て
こ
う
し
た
人
種
的
総
合
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
森
と
草
原
と

い
う
景
観
上
の
両
義
性
が
見
ら
れ
る
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
は
「
草
原
（
ス

テ
ッ
プ
）
と
定
住
」、「
遊
牧
民
学
の
課
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
先
駆
的
論

文
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
政
治
、
文
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———　表象のポリティクス　———

化
史
に
色
濃
く
影
を
落
と
す
二
つ
の
原
理
、
森
（
定
住
）
と
草
原
（
遊
牧
）

の
原
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
ロ
シ
ア
の
本
源
力
に
外
部
か
ら
そ
の
構
成
原
理
の
一
つ
と
し
て
注
入
さ

れ
た
草
原
の
原
理
は
強
め
ら
れ
、
そ
の
意
義
に
お
い
て
深
め
ら
れ
、
不
可

分
の
属
性
と
な
っ
て
い
っ
た
。
か
く
て
《
農
耕
民
族
》《
産
業
民
族
》
と

並
ん
で
、
ロ
シ
ア
と
い
う
民
族
的
ま
と
ま
り
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
三

圃
性
を
実
践
す
る
と
は
い
え
、《
騎
士
民
族
》
が
保
持
さ
れ
、
生
み
出
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
」（337
）。
す
ぐ
れ
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
論
集
『
ユ
ー

ラ
シ
ア
の
結
び
目
と
し
て
の
ロ
シ
ア
』
を
編
纂
し
た
ク
リ
ュ
ー
チ
ニ
コ
フ

は
そ
の
長
大
な
序
文
「
ロ
シ
ア
文
化
の
東
方
指
向
」
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア

史
の
み
な
ら
ず
、
ロ
シ
ア
文
学
に
お
け
る
こ
の
森
と
草
原
の
原
理
の
対

立
、融
合
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。「
事
実
《
定
住
》
型
と
《
遊
牧
民
》

型
（
単
に
外
的
、
直
接
的
意
味
の
み
な
ら
ず
内
的
、
精
神
的
局
面
で
も
）
は
ロ

シ
ア
文
学
に
は
絶
え
ず
存
在
し
、
し
ば
し
ば
対
極
的
な
道
徳
的
、
心
理
的

資
質
を
表
現
し
、
作
品
中
で
お
こ
る
葛
藤
の
生
々
し
い
土
台
を
生
み
出
し

て
い
る
」（61

）
と
し
、そ
の
例
と
し
て
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
「
草
原
」、ブ
ロ
ー

ク
の
「
草
原
の
牝
馬
」、レ
オ
ー
ノ
フ
の
「
ロ
シ
ア
の
森
」、ア
ナ
ト
ー
リ
イ
・

キ
ム
の
「
父
な
る
森
」
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
遊
牧
を
特
徴
と
す
る

草
原
の
原
理
を
革
命
に
、
定
住
を
志
向
す
る
森
の
原
理
を
農
民
的
、
反
革

命
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
究
極
の
遊
牧
性
、
草
原
の
原
理
で
あ

る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
国
社
会
主
義
を
目
指
す
「
社
会
主
義

的
祖
国
」
へ
と
変
質
す
る
過
程
を
、
遊
牧
か
ら
定
住
つ
ま
り
「
共
産
主
義

的
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
」
へ
の
移
行
と
定
義
し
て
い
る

15
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

ロ
シ
ア
史
に
お
け
る
森
と
草
原
の
原
理
の
対
立
、
統
合
の
周
期
性
を
打
ち

出
し
た
の
は
、
歴
史
家
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ツ
キ
ー
だ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と

一
〇
世
紀
末
ま
で
の
第
一
期
ロ
シ
ア
史
は
森
と
草
原
の
統
合
（
ス
キ
タ
イ
、

ゴ
ー
ト
、
フ
ン
）
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
つ
づ
く
一
三
世
紀
半
ば
ま
で
の
第

二
期
は
森
と
草
原
の
原
理
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
れ
は
バ
ト
ゥ
の
襲

来
で
終
わ
る
。
そ
の
後
一
四
五
二
年
ま
で
つ
づ
く
第
三
期
は
、
森
に
対
す

る
草
原
の
勝
利
の
時
代
と
さ
れ
る
。
つ
づ
く
第
四
期
は
モ
ン
ゴ
ル
、
ト
ル

コ
支
配
の
南
方
、
東
方
に
対
す
る
北
方
ロ
シ
ア
の
攻
勢
の
時
代
で
あ
り
、

そ
れ
は
草
原
に
対
す
る
森
の
原
理
の
勝
利
の
時
代
と
言
え
る
。
こ
の
時
代

は
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
に
よ
る
ア
ゾ
フ
陥
落
で
終
わ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
後

一
九
一
七
年
ま
で
の
第
五
期
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
極
限
ま
で
ロ
シ
ア
帝
国

が
拡
大
し
た
時
代
で
あ
り
、
森
と
草
原
の
統
合
の
時
代
と
さ
れ
た
の
だ
っ

た
16

。

　

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
話
を
戻
す
。
ロ
シ
ア
文
化
に
お
け
る
「
騎
士
民
族
」、

（
お
そ
ら
く
こ
の
時
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
の
地
政
学
的
定
義
を
念

頭
に
置
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
）
へ
の
着
目
か
ら
「
海
洋
と
し
て
の
大
陸
」

と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
。「
ず
ば
り
言
お
う
。
世
界
史
の
空
間
に
お
い

て
、
西
欧
特
有
の
海
の
感
覚
に
対
極
的
な
が
ら
同
等
の
も
の
と
し
て
対
置

さ
れ
う
る
の
が
モ
ン
ゴ
ル
的
な
大
陸
の
感
覚
で
あ
る
」（334

）。
経
済
学

を
専
門
と
す
る
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
西
欧
文
明

の
躍
進
を
も
た
ら
し
た
の
が
海
洋
性
だ
と
洞
察
す
る
。「
海
洋
は
一
つ
だ

が
、
大
陸
は
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
唯
一
の
世
界
経
済
は
必
然

的
に
海
洋
的
経
済
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
」（400

）。
だ
が
そ
こ
か
ら

地
理
学
者
と
し
て
の
彼
の
目
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
海
洋
か
ら
六
〇
〇
キ

ロ
以
上
離
れ
た
地
点
が
な
い
の
に
対
し
、
ア
ジ
ア
で
は
二
四
〇
〇
キ
ロ
も

離
れ
た
場
所
も
あ
り
、
し
か
も
ロ
シ
ア
は
不
凍
港
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と

に
向
け
ら
れ
る
。
だ
と
す
る
と
海
洋
経
済
を
唯
一
普
遍
的
な
も
の
、
世
界

経
済
と
考
え
る
と
き
、
ロ
シ
ア
は
世
界
経
済
の
裏
庭
を
運
命
付
け
ら
れ

て
し
ま
う
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
西
欧
列
強
の
後
追
い
を
し
、
植
民
地
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獲
得
競
争
に
加
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
は
考
え
る
。
こ
こ
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
し
て
の
ロ
シ
ア
の
大
陸
性

イ
コ
ー
ル
海
洋
性
と
い
う
二
重
性
が
新
た
な
光
の
下
に
た
ち
現
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
タ
イ
ガ
と
い
う
密
林
の
連
な
り
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
特
有
の

《
海
》
と
し
て
の
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
（
発
達
地
）、
無
限
に
つ
づ
く

大
平
原
を
地
政
学
的
組
み
合
わ
せ
の
大
き
さ
、
絶
え
ざ
る
移
動
、
移
住
、

そ
れ
に
と
も
な
う
商
品
の
流
通
の
場
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

う
し
た
地
政
学
的
特
徴
の
も
と
で
、
ロ
シ
ア
に
は
、
中
央
か
ら
周
縁
へ
向

う
ロ
シ
ア
化
の
流
れ
と
周
縁
か
ら
中
央
へ
と
向
う
《
辺
境
化
》
つ
ま
り
タ

タ
ー
ル
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
ア
ル
メ
ニ
ア
な
ど
の
民
族
文
化
復
興
の
流
れ
と
い

う
二
つ
の
対
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
指
摘
す
る
論
者
（
チ
ヘ
イ
ゼ
、『
ロ
シ
ア

地
政
学
の
世
界
よ
り
』

17
）
も
い
る
。
大
陸
を
海
洋
と
二
元
的
に
対
立
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
逆
に
大
陸
の
茫
漠
た
る
広
が
り
の
中
に
、
海
洋
を
幻
視

す
る
と
で
も
言
お
う
か
。
そ
う
い
う
角
度
で
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
見
て
は
じ
め

て
、
細
分
化
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
た
大
陸
が
さ
な
が
ら
ひ
と
つ
な
が
り

の
海
洋
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
海
洋
経
済
的

商
品
流
通
で
は
な
く
、
大
陸
内
経
済
圏
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。

　
「
か
く
し
て
旧
世
界
の
領
土
的
中
心
と
し
て
、
経
済
的
《
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
》
と
《
ア
ジ
ア
》
の
結
合
部
と
し
て
ロ
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
単
に
歴

史
、
文
化
の
み
な
ら
ず
経
済
地
理
的
意
味
に
お
け
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
し
て

の
ロ
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
が
経
済
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
る
。

…
…
現
在
の
領
域
に
お
け
る
ロ
シ
ア
帝
国
は
、
将
来
的
潜
勢
力
と
し
て
、

単
な
る
旧
世
界
の
部
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
旧
世
界
の
い
わ
ば
縮
小
さ
れ
た

再
現
で
も
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
や
東
ト
ル
ケ
ス
タ
ン
の
ロ
シ
ア
圏
へ
の
参
入

を
想
定
す
れ
ば
、
ロ
シ
ア
経
済
は
歴
史
的
《
ス
テ
ッ
プ
》
世
界
と
旧
大
陸

の
「
中
央
部
分
」
全
体
を
包
含
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
領
内

で
こ
の
世
界
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
辺
境
沿
岸
地
域
と
《
イ
ラ
ン
》
圏
が
結
ば

れ
る
…
…　
《
中
央
》世
界
と《
辺
境
》の
特
定
部
分
と
の
結
合
に
お
い
て
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
と
し
て
の
ロ
シ
ア
は
旧
世
界
の
《
核
》、《
中
枢
》
を
そ
れ
自

体
包
摂
す
る
。
外
部
に
は
追
い
詰
め
ら
れ
、
海
へ
と
押
し
出
さ
れ
た
《
辺

境
》
が
残
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
《
辺
境
》
は
海
洋
経

済
に
も
っ
ぱ
ら
参
画
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
し

て
の
ロ
シ
ア
は
発
展
の
見
通
し
に
お
い
て
、
特
殊
な
大
陸
内
的
世
界
を
形

成
す
る
の
で
あ
る
」（339

─340

）。

　

こ
う
し
た
大
陸
内
経
済
圏
は
、
海
洋
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
だ
け
で
な

く
、
沿
岸
地
域
も
大
陸
内
的
交
換
に
引
き
込
ん
で
い
く
が
、
こ
れ
は
、
そ

れ
ら
の
地
域
に
と
っ
て
海
洋
的
世
界
経
済
市
場
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
り

も
有
利
で
あ
る
こ
と
を
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
論
証
し
て
い
く
。
沿
岸
地

域
に
と
っ
て
、
大
陸
内
経
済
圏
が
い
わ
ばH

interland

（
後
背
地
）
と
な

り
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
、
多
様
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
両
者
の
経
済
的

関
係
は
密
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
大
陸
内
経
済

圏
が
当
て
は
ま
る
地
域
と
し
て
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
ロ
シ
ア
だ
け
で
な
く
、

中
国
東
部
、
北
ア
メ
リ
カ
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
は
、
今
日
喧
伝
さ
て
い
る
よ

う
な
一
元
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視

野
を
持
ち
つ
つ
、
多
元
的
な
発
展
の
道
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ロ

マ
ン
ス
・
ゲ
ル
マ
ン
文
明
の
普
遍
主
義
に
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
民

族
文
化
を
守
り
つ
つ
経
済
的
に
も
自
立
し
て
い
く
具
体
的
な
道
を
あ
く

ま
で
も
模
索
し
た
の
で
あ
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
地
理
的
、
地
政
学

的
基
盤
」
と
い
う
論
文
で
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
言
明
す
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア

の
空
間
に
ス
キ
タ
イ
や
フ
ン
や
モ
ン
ゴ
ル
（
一
三
─
一
四
世
紀
）
の
よ
う
な
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———　表象のポリティクス　———

偉
大
な
政
治
的
統
合
の
試
み
が
誕
生
し
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
わ
け
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
草
原
と
砂
漠
だ
け
で
な
く
そ
の
北
に
隣
接
す
る

森
林
地
帯
と
も
っ
と
南
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
「
縁
ど
る
山
岳
地
帯
」
を
も
巻

き
込
ん
だ
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
上
空
に
は
独
自
の
「
諸
民
族
の
友
好
」
の
精

神
が
漂
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
精
神
は
ド

イ
ツ
系
（
ク
リ
ミ
ア
の
ゴ
ー
ト
人
）、
ス
ラ
ヴ
系
か
ら
フ
ィ
ン
、
ト
ル
コ
、

モ
ン
ゴ
ル
民
族
を
経
て
ツ
ン
グ
ー
ス
・
満
州
系
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
か

ら
な
る
諸
民
族
の
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
接
触
と
文
化
交
流
に
根
ざ
し
て

い
る
。
そ
こ
で
の
《
諸
民
族
の
友
好
》
に
は
《
高
等
》、《
下
等
》
と
い
っ

た
人
種
の
対
立
は
な
く
、
し
か
も
反
発
力
よ
り
も
相
互
の
吸
引
力
の
ほ
う

が
強
く
、《
共
同
事
業
へ
の
意
志
》
が
容
易
に
目
覚
め
る
こ
と
に
表
れ
て

い
る
」（302

）。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
一
九
世
紀
以
降
の
西
欧
主

義
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ら
ん
と
す
る
あ
ま
り
、
ロ
シ
ア
人
の
な

か
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
を
「
ア
ジ
ア
人
」、「
下
等
人
種
」
と
し
て
軽

蔑
す
る
風
潮
が
出
て
き
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ロ
シ
ア
の
取
る
べ
き

道
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
う
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
（
発
達
地
）
が
与
え

た
統
合
力
と
い
う
伝
統
に
立
ち
返
り
、
従
来
の
暴
力
や
戦
争
に
よ
る
併
合

と
い
う
政
策
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
突
き
つ

け
る
。「
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
《
メ
ス
ト
ラ
ズ
ヴ
ィ
ー
チ
エ
》
は
そ
の
根
本
的

特
性
に
よ
っ
て
共
同
事
業
へ
の
習
性
を
は
ぐ
く
む
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
民
族

の
使
命
は
自
ら
範
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の
他
の
諸
民
族
を
も

こ
の
道
に
引
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
民
族
と
非

ユ
ー
ラ
シ
ア
民
族
と
を
結
び
付
け
て
い
る
民
族
学
的
親
近
性
が
世
界
的

事
業
の
た
め
に
有
益
と
な
ろ
う
」（302

─303

）。
ロ
シ
ア
人
と
印
欧
語
族
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
・
ト
ル
コ
系
と
近
東
、
イ
ラ
ン
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
・
モ
ン
ゴ
ル

系
と
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
と
の
関
係
が
こ
こ
で
は
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
と
っ
て
、
地
政
学

と
は
帝
国
主
義
的
支
配
の
た
め
の
御
用
理
論
で
は
な
く
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸

民
族
、
さ
ら
に
地
球
規
模
で
の
諸
民
族
の
平
和
と
友
好
に
導
く
た
め
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界
史
認
識

に
た
っ
て
、
例
え
ば
も
う
ひ
と
り
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
理
論
家
ア
レ
ク

セ
ー
エ
フ
（
一
八
七
九
─
一
九
六
四
）
は
、
民
族
自
決
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
否
定
し
さ
る
の
で
あ
る
。「
民
族
自
決
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
熱
中
す
る
諸

民
族
は
、
い
わ
ば
う
わ
言
の
よ
う
に
自
ら
の
経
済
的
存
在
の
真
の
制
度
を

滅
ぼ
し
、
自
ら
を
明
ら
か
に
不
利
な
情
況
に
立
た
せ
、
実
際
の
利
益
を
尊

重
し
な
い
の
で
あ
る
」

18
と
。

　

こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
地
政
学
へ
の
傾
斜
に
対
し
て

は
、
早
く
も
亡
命
ロ
シ
ア
社
会
で
も
批
判
の
声
が
起
こ
っ
て
い
た
。
キ
ゼ

ヴ
ェ
ッ
テ
ル
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
を
「
地
政
学
的
神
秘
主
義
」
と
呼
び
、

ビ
ツ
イ
リ
（
彼
自
身
か
つ
て
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
）
は
「
地
理
的
運
命

論
」、「
地
理
学
へ
の
憑
依
」
と
断
じ
た
の
だ
っ
た

19
。
た
し
か
に
ユ
ー
ラ

シ
ア
主
義
に
は
神
秘
主
義
的
な
要
素
が
底
流
と
し
て
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
ロ
シ
ア
正
教
を
中
心
と
す
る
イ
デ
オ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
を
統
べ
る
と
い
っ
て
も
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
が
念
頭
に
お

い
て
い
る
の
は
公
認
の
教
会
に
代
表
さ
れ
る
正
教
で
は
な
く
、
ピ
ョ
ー
ト

ル
に
よ
る
西
欧
化
、
教
会
の
世
俗
化
が
始
ま
る
前
の
ロ
シ
ア
人
の
精
神
的

原
基
と
し
て
の
正
教
精
神
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
れ
を
「
慣
習
化
し
た
信
仰

心
」бы

товое  исповедничество

と
呼
ぶ
。
制
度
化
し
た
キ
リ
ス
ト

教
で
は
な
く
、
い
わ
ば
エ
ト
ス
と
な
っ
た
正
教
精
神
に
注
目
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
正
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
こ
う
し
た
柔
軟
な
態
度
は
、
翻
っ

て
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
が
信
仰
す
る
イ
ス
ラ
ム
、
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教

な
ど
に
も
向
け
ら
れ
る
。
是
か
非
か
と
い
う
二
元
法
で
は
な
く
、
そ
の
狭
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間
に
あ
る
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
態
度
が
彼
ら
に
は
備
わ
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
特
徴
を
ド
ゥ
ー
ギ
ン
は
こ
う
説
明
す
る
。「
ロ
シ
ア
は
そ
れ
自
体

つ
ね
に
二
元
論
的
評
価
の
枠
を
越
え
出
る
い
わ
ば
第
三
の
道
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
気
質
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
、
わ
れ
わ
れ
の
驚
く
べ

き
文
学
、
わ
れ
わ
れ
の
往
々
に
し
て
極
限
的
な
道
徳
的
退
廃
と
共
存
す
る

激
し
い
宗
教
性
、
わ
れ
わ
れ
の
ア
ジ
ア
性
、
わ
れ
わ
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
、

す
べ
て
新
し
い
も
の
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
感
受
性
、
わ
れ
わ
れ
の
き
わ
め
て

保
守
的
な
心
理
、
わ
れ
わ
れ
の
君
主
主
義
、
わ
れ
わ
れ
の
民
主
主
義
、
わ

れ
わ
れ
の
恭
順
さ
、
わ
れ
わ
れ
の
反
逆
性
…
…

　

ロ
シ
ア

─
そ
れ
は
特
別
な
世
界
、
通
常
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
捉
え
が

た
い
大
陸
、
な
に
か
恐
ろ
し
く
重
要
な
全
人
類
的
使
命
を
果
た
す
べ
く
神

の
摂
理
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
大
地
な
の
で
あ
る
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
は
何
か
極
め
て
偉
大
な
神
秘
の
解
明
、
そ
の
解
明
が

世
界
史
の
特
定
の
頂
点
と
結
び
つ
い
た
あ
る
世
界
圏
へ
の
洞
察
に
肉
迫

し
た
の
だ
っ
た
。
…
…
彼
ら
は
宇
宙
的
構
想
の
神
秘
を
人
々
か
ら
隠
す

ベ
ー
ル
の
向
こ
う
側
を
覗
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」

20
。
こ
の
言

葉
は
現
代
ロ
シ
ア
の
保
守
の
政
客
ら
し
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
神
秘
主

義
的
な
側
面
を
な
お
さ
ら
神
秘
化
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
現
象
の
背

後
を
透
視
す
る
よ
う
な
眼
力
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
大
草
原
を

駆
け
巡
っ
た
遊
牧
騎
馬
民
族
を
突
き
動
か
し
た
激
し
い
力
を
自
己
の
う

ち
に
漲
ら
せ
る
か
の
よ
う
な
壮
大
な
想
像
力
が
な
か
っ
た
な
ら
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
は
捉
え
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
次
の
言

葉
に
は
、
そ
う
し
た
無
限
の
想
像
力
が
詩
的
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。「
経

済
的
配
慮
、
ひ
と
り
《
集
約
化
》
だ
け
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
は
救
わ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
精
神
的
覚
醒
、
精
神
的
燃
焼
を
と
お
し
て
予
言
の
道
は
伸

び
て
い
る
。
し
か
し
聖
霊
の
高
み
を
目
指
す
と
は
い
え
、
神
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
た
肉
体
を
軽
蔑
す
る
こ
と
は
罪
深
く
、
狂
気
の
極
み
。
…
…
聖
霊

の
緊
張
、
災
厄
が
克
服
さ
れ
除
去
さ
れ
る
中
で
、
生
み
の
祖
国
は
さ
な
が

ら
身
ご
も
る
用
意
の
で
き
た
女
の
よ
う
。
体
を
引
き
寄
せ
、
生
み
の
大
地

の
肉
体
を
汚
れ
な
く
愛
す
る
の
だ
。
ヴ
ォ
ル
ホ
フ
の
岸
辺
の
草
地
の
エ
メ

ラ
ル
ド
を
！　

す
べ
て
穂
の
な
か
に
あ
る
激
し
く
燃
え
る
黄
金
色
の
ス

テ
ッ
プ
を
！　

神
秘
の
彼
方
に
は
天
空
に
白
銀
の
王
冠
を
か
か
げ
、
底
を

め
ざ
し
て
奔
流
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
る
禁
断
の
奥
地
の
巨
魁
な
す
山
岳
が

あ
る
…
」（340

）。そ
し
て
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、

パ
ッ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
と
い
う
固
定
的
な
帝
国
観
念
を
捨
て
、
パ
ッ
ク
ス
・

ロ
シ
カ
と
い
う
壮
大
な
構
図
に
目
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
の
第
一
ス
テ
ッ
プ
は
、
パ
ッ
ク
ス
・
モ
ン
ゴ
リ
カ
を
野
蛮
と
同
断
す
る

知
識
人
の
先
入
観
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
モ
ン
ゴ
ル
支
配

の
時
代
ほ
ど
、
信
仰
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
が
自

由
に
行
き
来
で
き
た
時
代
は
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
再
三
強
調
す
る
の
で
あ
る

21
。

　

タ
タ
ー
ル
の
王
の
血
を
汲
む
二
〇
世
紀
ロ
シ
ア
を
代
表
す
る
女
流
詩

人
ア
ン
ナ
・
ア
フ
マ
ー
ト
ヴ
ァ
と
ア
フ
リ
カ
に
思
い
を
は
せ
た
詩
人
ニ
コ

ラ
イ
・
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
一
人
息
子
レ
フ
・
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
、
反
革
命
の

罪
で
銃
殺
さ
れ
た
父
親
と
同
じ
名
前
を
持
つ
と
い
う
理
由
で
二
度
の
収

容
所
生
活
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
彼
が
、
歴
史
と
地
理
学
を
総
合
し

て
独
自
の
エ
ト
ノ
ス
論
を
展
開
し
、
そ
こ
か
ら
文
明
の
興
亡
、
移
動
へ
と

か
り
立
て
る
力
を
パ
シ
オ
ナ
ー
ル
ノ
ス
チ
（
激
情
性
）
論
と
し
て
引
き
出

し
、「
ス
テ
ッ
プ
三
部
作
」
を
著
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
そ
う
し
た
無

限
の
想
像
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
最
後
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
グ
ミ

リ
ョ
ー
フ
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
へ
と
め
ざ
め
さ
せ
た
の
が
、
運
命
の
悪
戯
と
い

う
べ
き
か
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
る
チ
ェ
コ
解
放
の
結
果
ソ
連
軍
に
逮
捕
さ
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———　表象のポリティクス　———

れ
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
の
強
制
収
容
所
に
収
監
さ
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
地
政
学
の

父
と
も
言
う
べ
き
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
と
の
偶
然
の
出
会
い
だ
っ
た
の
で
あ

る
22

。

　
　

注　

（
１
）
こ
こ
で
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
が
言
及
し
て
い
る
三
部
作
と
は
、『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

正
当
化
』
と
題
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
は
同
じ
く
ヤ
コ

ブ
ソ
ン
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
あ
な
た
は
わ
た
し
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
人
類
』
の

意
味
と
目
的
を
必
ず
し
も
正
し
く
理
解
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
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
を
な
す
も
の
と
し

て
ず
っ
と
前
（
一
九
〇
九
─
一
九
一
〇
）
に
構
想
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
部
は
「
エ

ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
は
ず
で
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
思
い
出

に
捧
げ
ら
れ
る
は
ず
で
し
た
。
第
二
部
は「
真
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
偽
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
題
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
捧
げ
ら
れ
る
は
ず
で
し
た
。
最
後
の

第
三
部
で
す
が
こ
れ
は
「
ロ
シ
ア
の
本
源
力
」
と
題
さ
れ
、
ス
テ
ン
カ
・
ラ
ー
ジ

ン
な
い
し
エ
メ
リ
ア
ン
・
プ
ガ
チ
ョ
ー
フ
に
さ
さ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。

今
回
第
一
部
の
タ
イ
ト
ル
を
よ
り
鮮
明
な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
人
類
」
に
変
更
し
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
の
献
辞
を
奇
抜
す
ぎ
る
と
し
て
削
除
し
た
の
で
す
。
こ
の
本
の

使
命
は
あ
く
ま
で
も
否
定
的
な
も
の
で
す
。
い
か
な
る
肯
定
的
で
具
体
的
な
指
導

原
理
を
提
示
す
る
つ
も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
イ

ド
ラ
を
引
き
ず
り
お
ろ
し
、
読
者
を
こ
れ
ら
の
イ
ド
ラ
の
倒
さ
れ
た
台
座
の
前
に

立
た
せ
、
読
者
自
身
に
頭
を
働
か
さ
せ
、
出
口
を
探
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
出
口
は

三
部
作
の
続
き
で
示
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
第
一
部
で
は
出
口
を
探
す
べ
き
方
向
だ

け
を
示
唆
す
る
つ
も
り
で
し
た
。
正
直
い
っ
て
う
ま
く
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

完
結
し
た
も
の
を
提
起
し
た
い
と
思
う
あ
ま
り
、
最
終
章
で
は
必
要
以
上
の
こ
と

を
言
っ
て
し
ま
い
、
結
局
何
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
誤
解
さ
れ
る
口
実

を
与
え
た
だ
け
で
し
た
。
こ
の
本
の
核
心
は
、エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
エ
ク
ス
ツ
ェ

ン
ト
リ
ズ
ム
（
中
心
を
自
分
の
外
に
、
こ
の
場
合
は
西
欧
に
お
く
こ
と
）
の
否
定

に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
で
て
く
る
主
な
要
求
、
唯
一
可
能
な
出
口
（
よ
り
正
確

に
は
、
出
口
の
方
向
）
は
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
意
識
の
革
命
、
非
ロ
マ
ン

ス
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
世
界
観
に
お
け
る
革
命
な
の
で
す
。

こ
の
革
命
な
し
に
は
、
い
か
な
る
出
口
も
あ
り
え
な
い
し
、
以
下
で
論
証
に
つ
と

め
る
よ
う
に
、
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
意
識
の
革
命
が
起
こ
ら
な
い
限
り
は
出

口
と
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
意
識
の
革
命
の
本
質
と
は
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
エ

ク
ス
ツ
ェ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
完
全
な
る
超
克
、
絶
対
主
義
か
ら
相
対
主
義
へ
の
移
行

に
あ
り
ま
す
」（Н

. С. Трубецкой «И
стория – К

ультура – Я
зы

к», М
., 

1995, стр. 766-767

）。

　
　
　

な
お
、
以
下
ト
ル
ベ
ツ
コ
イ
か
ら
の
引
用
は
、
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
文

献
に
よ
る
も
の
と
し
、
括
弧
内
に
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

（
２
）Хлебников В

. Собрание произведений в 5 тт.Л
., 1933.

（
３
）С

м
., П

оловинкин С
. М

. : Е
вразийство и русская эм

играция : в
 

кн. Н
. С. Трубецкой «И

стория – К
ультура – Я

зы
к», М

., 1995, стр. 
738.

（
４
）Ф

. М
. Д

остоевский. П
олн. собр. С

оч. в 30 тт. т.27, Д
невник

 
писателя 1881. Автобиограф

ическое. D
ubia. Л

., 1984, стр. 194-196.
（
５
）Н

овы
й восток. кн. 1, М

., 1922. стр. 10-11.
（
６
）А

. Б
. Е

вразийцы
 и Трест. – «В

озрож
дение», Тетрадь 30, 1953,

 
П

ариж
, стр. 121. по кн., «Л

ев Гумилев : Судьба и идеи», М
., 2003, 

стр. 148.

（
７
）
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
ス
ト
ル
ー
ベ
に
宛
て
て
こ
う
書
い
て
い
る
。「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
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キ
が
倒
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
統
一
ロ
シ
ア
の
存
続
は
全
く
保
証
さ
れ
な

く
な
り
ま
す
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
権
力
を
争
う
諸
党
派
が
政
治
的
に
不
適
格
だ

と
い
う
前
提
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
崩
壊
の
次
に
は
民
族
的
無

政
府
状
態
の
波
が
ロ
シ
ア
全
土
に
襲
い
か
か
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
無

政
府
状
態
を
背
景
に
、
グ
ル
ジ
ア
、
ク
バ
ン
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ア

ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
民
族
主
義
者
た
ち
が
爬
虫
類
の
よ
う
に
ぞ
ろ
ぞ
ろ
這
い
出
し

て
く
る
で
し
ょ
う
。
干
渉
の
お
膳
立
て
が
で
き
、
外
国
軍
は
勝
手
に
こ
の
干
渉
の

大
義
名
分
を
で
っ
ち
あ
げ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ロ
シ
ア
は「
崩
壊
し
」、「
分
裂
し
た
」

（
つ
ま
り
虚
構
と
し
て
）
な
ん
て
も
の
で
は
な
く
、
本
格
的
に
崩
壊
し
、
分
裂
し
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。
共
産
党
政
権
が
滅
び
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
代
価

は
あ
ま
り
に
高
す
ぎ
る
と
考
え
る
よ
う
な
愛
国
主
義
的
感
情
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？
」

　
　
　

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
危
機
意
識
こ
そ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

主
義
者
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。П

. Н
. Савицкий. «Ещ

ё о 
национал-больш

евизме», «П
исьмо к П

. Струве». стр. 274, по ст., В. 
Г. М

акарова, А. М
. М

атвеева, «Геософ
ия П

. Н
. Савицкого : меж

ду 
идеологией и наукой», «В

опрос ф
илософ

ии», 2007, №
 2., стр. 

124-125.

（
８
）П

. Н
. С

ави
ц

ки
й

, «Е
врази

й
ство (оп

ы
т си

стем
ати

ческого
 

излож
ения), в кн. «П

етр С
авицкий ; К

онтинент – Е
вразии», М

., 
1997, стр. 21.

　
　
　

な
お
、
以
下
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
か
ら
の
引
用
は
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
文
献

に
よ
る
も
の
と
し
、
括
弧
内
に
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

（
９
）鎌
田
茂
雄
、上
山
春
平
編『
仏
教
の
思
想
６　

無
限
の
世
界
観〈
華
厳
〉』角
川
文
庫
、

平
成
八
年
、
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
10
）
画
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
思
想
家
、
旅
行
家
で
も
あ
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ー
リ
ッ

ヒ
（
リ
ョ
ー
リ
ッ
ヒ
と
も
。
一
八
七
四
─
一
九
四
七
）
と
、
東
洋
哲
学
を
専
攻
し
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
地
で
ヨ
ガ
の
修
行
に
は
げ
み
、「
生
命
倫
理
（
ア
グ
ニ
・
ヨ
ガ
）」
を

ロ
シ
ア
に
も
た
ら
し
た
エ
レ
ー
ナ
・
レ
ー
リ
ッ
ヒ
（
一
八
七
九
─
一
九
五
五
）
夫

妻
の
活
動
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、
彼
ら
を
「
神
秘
主
義
的

ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
方
も
あ
る
。「
ロ
シ
ア
文
化
史
上
、

偉
大
な
る
霊
視
者
、
愛
国
者
で
あ
る
レ
ー
リ
ッ
ヒ
夫
妻
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
神

秘
主
義
的
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
の
テ
ー
マ
は
、
し
か
る
べ
く
評
価
さ
れ
る
時
を
待
っ

て
お
り
、
改
め
て
話
題
に
す
る
に
値
す
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
創
作
遺
産
、
と
り
わ

け
「
生
命
倫
理
」
の
教
義
に
集
中
的
に
表
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
レ
ー
リ
ッ
ヒ
夫

妻
自
身
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
の
著
作
か
ら
引
用
し
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
や
ヴ
ェ

ル
ナ
ツ
キ
ー
と
い
っ
た
何
人
か
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
者
と
は
直
に
接
点
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
）」（Сергей К

лю
чников «В

осточная ориентация 
русской культуры

», в кн. «Русский узел евразийства», М
., 1997 г. 

стр. 65-66

）。

　
　
　

な
お
レ
ー
リ
ッ
ヒ
夫
妻
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
証
言
も
あ
る
。「
レ
ー
リ
ッ
ヒ
夫

妻
は
ロ
シ
ア
文
化
と
イ
ン
ド
文
化
と
の
親
和
性
を
追
求
し
た
。
神
智
学
の
影
響
を

受
け
て
、
ロ
シ
ア
ば
か
り
か
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
東
洋
的
ル
ー
ツ
を
探
求
し

た
の
だ
っ
た
。
熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
パ
ミ
ー
ル
、
ア
ル
タ
イ
、
チ

ベ
ッ
ト
と
長
い
旅
を
敢
行
し
た
。
一
九
二
六
年
ニ
コ
ラ
イ
・
レ
ー
リ
ッ
ヒ
は
外
務

人
民
委
員
の
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
と
会
見
し
、
ソ
ビ
エ
ト
政
府
に
マ
ハ
ト
マ
の
親
書
を

手
渡
し
た
。
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
た
。「
…
…
ア
ジ
ア
の
統
一
を
主
唱
す
る

わ
れ
わ
れ
は
、
貴
国
の
運
動
が
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
」

と
。
レ
ー
リ
ッ
ヒ
は
聖
な
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
土
と
次
の
よ
う
な
親
書
が
入
っ
た
小
箱

を
手
渡
し
た
。
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
た
。「
わ
れ
ら
が
同
朋
た
る
マ
ハ
ト
マ
・

レ
ー
ニ
ン
の
墓
前
に
」
と
（С. М

. П
оловинкин. Е

вразийство и русская 
эм

играция. П
рилож

ение к кн. «Н
. С

. Турбецкой «И
стория – 
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К
ультура – Я

зы
к», стр. 738

）。

（
11
）
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
に
は
、
浩
瀚
な
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
論
が
あ
る
が
、
そ
の
分
析
に

つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
現
代
の
哲
学
者
で
、
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
の
研

究
家
で
も
あ
る
ホ
ル
ー
ジ
イ
の
『
レ
フ
・
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン
の
生
涯
と
教
義
』
と
、

同
じ
く
ホ
ル
ー
ジ
イ
に
よ
る
『
ロ
シ
ア
哲
学
小
百
科
事
典
』
の
カ
ル
サ
ー
ヴ
ィ
ン

の
項
を
参
考
に
し
て
、
リ
ー
チ
ノ
ス
チ
論
の
概
要
を
示
し
た
。

　
　
　

С
. С

. Х
оруж

ий. Ж
изнь и учение Л

ьва К
арсавина. в кн., «

Л
ев К

арсавин. Религиозно-ф
илософ

ское сочинения т. 1, М
. 

1992 ; С
. С

. Х
оруж

ий. К
арсавин. «Русская ф

илософ
ия. М

алы
й 

энциклопедический словарь», М
., 1995. стр. 249-250.

　
　
　

な
お
こ
こ
で
「
融
合
」
と
訳
し
た
原
語
はстяж

енность

、
つ
ま
り
「
連
結

す
る
、
集
結
す
る
、
身
を
包
む
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
動
詞стянуть

の
被
動
形

か
ら
派
生
し
た
抽
象
名
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
融
合
」
と
訳
し
て
お
い
た
。

た
だ
し
そ
の
意
味
内
容
か
ら
見
て
、
む
し
ろ
『
華
厳
経
』
の
中
心
概
念
で
あ
る

「
円え

ん
に
ゅ
う
そ
う
そ
く

融
相
即
」
の
「
円
融
」
に
非
常
に
近
い
も
の
と
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

（
12
）С. Б. Л

авров. Л
ев Гумилев : Судьба и идеи. М

., 2003. стр. 160.

（
13
）Л

оговиков, П
. Н

аучны
е задачи евразийства – в сб. : Тридцаты

е 
годы

, У
тверж

дение евразийцев, книга VII, 1931, стр. 56.

（
14
）А Д

уги
н

. Е
врази

й
ски

й
 три

ум
ф

. в кн
., «П

етр С
ави

ц
ки

й
.

 
К

онтинент – Евразия», стр. 441.

（
15
）С

м
. С

ергей К
лю

чников. «В
осточная ориентация русской

 
культуры

», в кн. «Русский узел евразийства. В
осток в русской 

мы
сли», М

., 1997 г. стр. 62-63.

（
16
）Г. В

. В
ернадский. Н

ачертание русской истории. ч. 1. П
рага,

 
1927, стр. 20-22, по кн. «Л

ев Гумилев : Судьба и идеи», М
., 2003, 

стр. 168-169.

（
17
）К

.А
. Ч

хайзе. И
з области русской географ

ики. В
 сб., Тридцаты

е
 

годы
. У

тверж
дение евразийцев. 1931.

（
18
）Н. Алексеев. Советский ф

едерализм. – «Евразийский временник», 
1927, кн. 5, стр. 257-258.

（
19
）См., Савкин И

., К
озловский В. Е

вразийское будущ
ее России.  – 

«Ступени», 1992, №
 2, стр. 92.

（
20
）А Д

уги
н

. Е
врази

й
ски

й
 три

ум
ф

. в кн
., «П

етр С
ави

ц
ки

й
.

 
К

онтинент – Е
вразия», стр. 443.　

 

（
21
）
か
の
『
文
明
の
衝
突
』
で
知
ら
れ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
サ
ヴ
ィ
ツ

キ
ー
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
、
比
較
的
知
ら
れ
て
い
な
い
。「
ロ
シ
ア
の
世
論
に

と
っ
て
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
思
想
が
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
て
い
る
こ
と
は
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
」（ «Polis», 1994, №

 1, по кн: Л
ев Гумилев: Судьба 

и идеи. стр. 149

）。

（
22
）
一
九
七
九
年
秋
、
私
は
思
い
が
け
ず
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
学
地
理
学
部
で
行
わ

れ
て
い
た
レ
フ
・
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
ロ
シ
ア
史
の
講
義
を
聴
講
す
る
機
会
を
得
た
。

正
規
の
登
録
者
は
数
人
だ
と
い
う
の
に
、
講
義
室
は
通
路
に
ま
で
人
が
あ
ふ
れ
る

状
態
だ
っ
た
。
仲
介
者
の
リ
ム
君（
そ
の
後
の
彼
の
消
息
は
不
明
）か
ら
、ア
フ
マ
ー

ト
ワ
の
こ
と
は
あ
ま
り
口
に
出
さ
な
い
で
欲
し
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
教
壇
に

現
れ
た
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
容
貌
は
あ
ま
り
に
母
親
に
似
て
い
た
。
こ
の
講
義
に
は

十
代
の
少
年
か
ら
、
白
髪
の
老
学
者
然
と
し
た
人
物
ま
で
、
ま
さ
に
老
若
男
女
が

集
ま
り
、
一
語
た
り
と
も
聞
き
逃
す
ま
い
と
す
る
熱
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
当
時

学
術
誌
に
掲
載
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
は
、
独
創
的
な
エ
ト
ノ

ス
論
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ロ
シ
ア
古
代
史
を
、
ノ
ー
ト
な
ど
一
切
見
ず
に
熱
く
語
っ

た
。
そ
れ
は
さ
な
が
ら
預
言
者
の
よ
う
だ
っ
た
。
四
〇
分
の
講
義
の
あ
と
一
〇
分

の
休
憩
を
は
さ
ん
で
、
ま
た
四
〇
分
ほ
ど
の
講
義
と
質
疑
応
答
と
い
う
ス
タ
イ
ル
。

休
憩
時
間
に
廊
下
で
た
く
さ
ん
の
信
奉
者
に
囲
ま
れ
、
お
い
し
そ
う
に
ベ
ラ
モ
ル
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カ
ナ
ー
ル
を
く
ゆ
ら
せ
る
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
姿
が
今
も
印
象
的
に
残
っ
て
い
る
。

　
　
　

当
時
彼
の
周
り
に
は
専
門
を
異
に
す
る
何
人
か
の
大
学
院
生
ク
ラ
ス
の
若
者
が

常
時
控
え
、
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
講
義
を
大
き
な
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
で
録
音
し
て
い

た
。
そ
の
後
グ
ラ
ー
ス
ノ
ス
チ
の
進
む
中
で
、
彼
の
著
作
が
次
々
と
出
版
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
録
音
を
起
し
た
も
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
し
た
若
者
の
中
に
、
口
髭
を
生
や
し
と
び
き
り
眼
光
の
鋭
い
長
身
の

若
者
が
い
た
。
コ
ー
ス
チ
ャ
と
い
う
名
の
こ
の
若
者
は
、
私
の
記
憶
で
は
化
学
部

か
ら
地
理
学
部
に
転
部
し
た
大
学
院
生
だ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
イ
ヴ
ァ
ノ

フ
と
い
う
の
が
彼
の
正
式
の
名
前
だ
っ
た
。
そ
の
後
彼
は
グ
ミ
リ
ョ
ー
フ
の
最
愛

の
弟
子
と
し
て
将
来
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
な
ん
と
グ
ミ
リ
ョ
ー

フ
の
死
か
ら
ち
ょ
う
ど
半
年
後
の
一
九
九
二
年
一
二
月
、
自
宅
前
の
階
段
で
ナ
イ

フ
で
頸
動
脈
を
か
き
切
ら
れ
、
失
血
死
し
て
い
た
こ
と
を
最
近
知
っ
た
。
遅
ま
き

な
が
ら
コ
ー
ス
チ
ャ
の
冥
福
を
祈
り
た
い
。
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１　
記
号
と
表
象

　
記
号
論
の
創
始
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
記

号
に
よ
っ
て
の
み
思
考
す
る
」
と
主
張
し
た
。
記
号
と
は
言
葉
や
イ
メ
ー

ジ
・
音
・
に
お
い
・
味
・
行
為
・
物
な
ど
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
ら
の
表
象
物
そ
の
も
の
に
本
来
的
な
意
味
は
な
い
。
そ
こ
に
意
味
を

付
与
す
る
の
は
私
た
ち
人
間
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
（
意
味
付
与
）
に
よ
っ

て
記
号
は
生
ま
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
記
号
に
な
り
う
る
の
だ
が
、
意

味
付
与
を
し
な
い
か
ぎ
り
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
記
号
に
は
な
り
得
ず
、
思

考
す
る
質
と
幅
は
広
が
ら
な
い
。「
記
号
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

な
に
も
の
も
記
号
で
は
な
い
」
と
パ
ー
ス
は
言
う
。
記
号
と
は
何
も
の
か

を
指
示
し
、
あ
る
い
は
何
も
の
か
を
代
替
表
示
・
表
象
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
に
意
味
す
る
も
の
と
し
て
私
た
ち
が
「
解
釈
す
る
」
と
き
に
、

そ
れ
は
初
め
て
記
号
に
な
る
。

　
ト
ニ･

モ
リ
ス
ン
の
た
だ
一
つ
の
短
編
作
品
「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
は
、

記
号
の
解
釈
と
い
う
テ
ー
マ
を
追
求
し
た
作
品
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
き
わ
め
て
ア
メ
リ
カ
社
会
を
象
徴
的
に
映
し
出
す
作
品
に
お

い
て
、
モ
リ
ス
ン
は
社
会
記
号
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
る
表
象
の
あ
り
か

た
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
表
象
の
ポ
リ

テ
ィ
ッ
ク
ス
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　
人
種
記
号
（
レ
イ
ス
・
マ
ー
カ
ー
、
レ
イ
ス
・
コ
ー
ド
）
が
ア
メ
リ
カ
社

会
で
は
社
会
的
記
号
と
し
て
日
常
的
に
作
用
し
て
い
る
。
意
味
付
与
さ

れ
た
人
種
記
号
は
、
人
種
的
「
自
己
（
セ
ル
フ
）」
と
「
他
者
」
の
間
に

動
的
な
関
係
性
を
生
み
出
す
。
す
な
わ
ち
表
象
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
で
あ

り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
白
人
と
黒
人
を
差
異
化
し
た
と
き
に
生
じ
て
く
る

人
種
記
号
だ
け
で
は
な
く
、
黄
色
人
種
の
ア
ジ
ア
人
や
先
住
民
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
と
白
人
と
の
対
照
に
よ
る
差
異
化
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も

白
人
と
の
対
照
に
お
け
る
黒
人
の
人
種
記
号
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
意

味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
と
か
か
わ
る
社
会
記
号
だ

か
ら
で
あ
り
、
モ
リ
ス
ン
が
問
題
に
す
る
の
は
白
人
と
黒
人
を
対
照
す
る

人
種
記
号
で
あ
る
。
奴
隷
制
度
と
い
う
歴
史
的
背
景
を
持
つ
そ
の
人
種
記

号
が
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
何
に
も
ま
し
て
ア
メ
リ
カ
人
の
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

２　
ト
ワ
イ
ラ
と
ロ
バ
ー
タ

　「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
は
、二
人
の
主
人
公

─
語
り
手
の
ト
ワ
イ
ラ
（
後

に
ジ
ェ
イ
ム
ズ･

ベ
ン
ス
ン
夫
人
）
と
ロ
バ
ー
タ･

フ
ィ
ス
ク
（
後
の
ケ
ネ

ス･

ノ
ー
ト
ン
夫
人
）

─
が
、
八
歳
の
と
き
に
孤
児
院
に
入
れ
ら
れ
同

認
知
不
能
の
恐
怖
（Fear of A

gnosia

）

 
─
人
種
記
号
（
レ
イ
ス
・
マ
ー
カ
ー
）
と
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荒

　
こ
の
み
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室
に
な
っ
た
と
き
の
出
来
事
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
。
時
代
は
二
〇
世
紀

後
半
で
、
二
人
が
四
七
、八
歳
に
な
る
ま
で
お
よ
そ
四
〇
年
間
に
わ
た
っ

て
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。

　
二
人
は
「
塩
と
胡
椒
（
白
と
黒
）」（

158
）
と
形
容
さ
れ
、
物
語
の
半
ば

で
は
、「
黒
人
の
少
女
と
白
人
の
少
女
が
ハ
ワ
ー
ド･

ジ
ョ
ン
ソ
ン
で
出

会
う
」（

165
）
と
二
人
の
人
種
的
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
も
最
後
ま
で
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
の
人
種
で
あ
る
の
か
は
明
示
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
読
者
に
判
断
は
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
こ

の
作
品
を
論
じ
て
、
ど
ち
ら
が
白
人
か
、
ど
ち
ら
が
黒
人
か
と
い
う
推
測

と
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た
。
大
多
数
が
ロ
バ
ー
タ
を
黒
人
と
み
な
し
、
ト

ワ
イ
ラ
を
白
人
と
見
な
す
こ
と
で
納
得
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
謎
解
き
が
こ

の
作
品
の
面
白
み
で
あ
り
、
同
時
に
解
読
不
能
の
苛
立
ち
の
原
因
に
な
っ

て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
作
者
は
謎
解
き
を
読
者
に
求
め
て
い
る
の
で
は
な

い
。

　
け
れ
ど
も
こ
こ
で
大
多
数
が
ロ
バ
ー
タ
を
黒
人
と
み
な
し
、
ト
ワ
イ
ラ

を
白
人
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
読
者
側
の
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
作
者
は
人
種
記
号
の
混
交
と
混
乱
を
意
図
し
な
が
ら
、
な
お

か
つ
人
種
記
号
が
生
き
て
い
る
ア
メ
リ
カ
社
会
の
現
実
を
消
去
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
消
去
を
意
図
し
て
い
る
の
で
も

な
い
。
作
者
は
人
種
記
号
が
生
き
て
い
る
現
実
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
種
記
号
の
具
体
化
の
解
釈
を
問
題
に
し
て
い
る
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
者
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
の
登
場
人
物
が
白
人
で

あ
っ
て
も
黒
人
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
状
況
を
突
き
つ
け
ら
れ

た
読
者
の
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
の
戸
惑
い
が
こ
の
作
品
で
俎
上
に
の

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
戸
惑
い
こ
そ
ア
メ
リ
カ
社
会
の
「
認
知
不
能
の
恐

怖
」
で
あ
る
。

　
ト
ニ･

モ
リ
ス
ン
の
混
交
と
混
乱
の
方
法
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
黒

人
の
人
種
記
号
と
さ
れ
て
き
た
言
語
上
お
よ
び
社
会
習
慣
上
の
記
号
を
、

相
反
す
る
人
種
で
あ
る
は
ず
の
二
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
付
与
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
最
初
の
部
分
で
、
ト
ワ
イ
ラ
は
孤
児
院
に
半
日
早
く

到
着
し
て
い
た
ロ
バ
ー
タ
と
そ
の
人
種
的
背
景
に
関
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
母
さ
ん
が
い
う
に
は
、
あ
の
人
た
ち
は
髪
の
毛
を
洗
わ

な
い
し
、
そ
れ
に
変
な
に
お
い
が
す
る
。
じ
っ
さ
い
ロ
バ
ー
タ
は
変
な
に

お
い
が
し
た
」（

157
）。

　「
変
な
に
お
い
が
す
る
」
と
い
う
人
種
記
号
は
、
一
般
に
黒
人
を
表
象

す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
。
す
る
と
物
語
の
ほ
と
ん
ど
最
初
か
ら
ロ
バ
ー
タ

が
黒
人
だ
ろ
う
と
読
者
は
推
定
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ

ぽ
う
ト
ワ
イ
ラ
の
母
親
が
ダ
ン
ス
狂
い
と
い
う
こ
と
が
、
物
語
の
冒
頭
の

文
章
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
の
母
親
は
一
晩
中
踊
っ
て
い
る
」（

157
）。

音
楽
や
踊
り
の
リ
ズ
ム
が
特
に
秀
で
て
い
る
民
族
集
団
と
し
て
諒
解
さ

れ
て
い
る
の
は
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
り
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
黒

人
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ト
ワ
イ
ラ
の
母
親
が
黒
人
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
い
か
な
る
物
語
に
お
い
て
も
最
初
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
常
に
印
象
的
で

あ
り
、
よ
り
強
い
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ト
ワ
イ

ラ
の
母
親
に
付
与
さ
れ
た
人
種
記
号
は
全
面
的
に
強
調
さ
れ
な
が
ら
こ

の
物
語
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
物
語
の
始
ま
り

の
部
分
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
二
人
の
人
種
記
号
の
付
与
に
関
し
て
混
交
と

混
乱
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　
体
臭
が
強
い
と
い
う
生
理
的
な
偏
見
は
社
会
習
慣
的
な
諒
解
と
し
て

あ
り
、
も
と
も
と
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
は
先
天
的･

民

族
的
に
リ
ズ
ム
感
が
よ
く
、
踊
り
が
う
ま
い
と
い
う
こ
と
も
、
体
臭
ほ
ど
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に
は
黒
人
に
限
定
さ
れ
な
い
が
歴
史
的
に
諒
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
よ
う
な
形
容
を
作
者
が
取
り
入
れ
た
と
き
に
は
、
す
で
に
ア
メ
リ

カ
社
会
の
諒
解
事
項
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
種
記
号
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
読
者
は
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
初
め
て
創

り
出
し
た
記
号
で
は
な
く
、
歴
史
的
根
拠
の
あ
る
人
種
記
号
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
歴
史
的
根
拠
の
一
つ
は
、ト
マ
ス･

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ス
ン
の『
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
州
覚
書
』（
一
七
八
五
）
で
あ
る
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ス
ン
は
こ
の
中
で
、

黒
人
は
い
や
な
に
お
い
が
す
る
と
記
し
て
い
る
。

　「
か
れ
ら
は
腎
臓
の
分
泌
物
が
少
な
く
、
皮
下
腺
か
ら
よ
り
多
く
分
泌

す
る
の
で
、
強
烈
で
耐
え
が
た
い
に
お
い
を
発
散
す
る
」（

146
）
と
、
あ

た
か
も
生
物
学
的
な
相
違
が
白
人
と
黒
人
の
に
お
い
の
発
散
の
違
い
を

生
み
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
は
リ
ズ
ム
感
が

あ
り
、
踊
り
が
好
き
で
遊
び
好
き
と
い
う
特
徴
も
、『
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
覚

書
』
の
中
に
あ
る
。「
か
れ
ら
は
一
般
的
に
白
人
よ
り
ず
っ
と
音
楽
の
才

能
が
あ
り
、
メ
ロ
デ
ィ
、
拍
子
の
取
り
方
が
正
確
で
あ
る
」（

147
）。

　
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ス
ン
の
よ
う
な
偉
大
な
る
指
導
者
の
見
解
は
、
そ
の
ま
ま

真
実
と
し
て
受
容
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
黒
人
観
の
影
響
が
広
汎
に

お
よ
ん
だ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
歴
史
的
記
述
の
証
拠
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
一
八
世
紀
の
代
表
的
な
ス
レ
イ
ヴ･

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
『
オ
ラ
ウ
ー

デ
ィ
・
エ
ク
イ
ア
ー
ノ
の
人
生
の
興
味
深
い
物
語
』（
一
七
八
九
）
の
中

に
、
か
れ
ら
の
リ
ズ
ム
感
、
踊
り
の
う
ま
さ
へ
の
言
及
が
あ
る
。
ア
フ
リ

カ
の
ギ
ニ
ア
に
生
ま
れ
た
オ
ラ
ウ
ー
デ
ィ
・
エ
ク
イ
ア
ー
ノ
は
、
そ
の
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
の
最
初
の
章
で
自
分
の
部
族
に
伝
わ
る
結
婚
の
儀
式
に
つ
い

て
描
写
し
て
い
る
。
儀
式
の
あ
と
に
続
く
祝
宴
で
は
、
ボ
ン
フ
ァ
イ
ア
が

焚
か
れ
、
人
々
は
歓
喜
の
声
に
包
ま
れ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
音
楽
と
踊

り
が
か
な
ら
ず
披
露
さ
れ
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
踊
り
手
で
あ
り
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
で
、
し
か
も
詩
人
な
の
で
す
。（
略
）
戦
い
に
勝
利
し
た
と
き

の
よ
う
な
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
折
り
に
は
、
部
族
を
挙
げ
て
め
で
た

い
歌
と
音
楽
、
踊
り
を
披
露
し
て
祝
う
の
で
す
」（
36
）。

　
さ
ら
に
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
の
伝
統
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
八
三
〇
年
前
後
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ

は
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
人
々
の
娯
楽
の
大
き
な
部
分

を
占
め
て
い
た
。
特
に
一
九
世
紀
後
半
の
す
で
に
奴
隷
制
度
が
廃
止
さ

れ
、
南
部
の
大
農
園
の
暮
ら
し
が
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
と
き

に
、
か
え
っ
て
南
部
の
暮
ら
し
に
郷
愁
の
念
を
抱
き
な
が
ら
振
り
か
え
る

ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
は
、
白
人
観
客
か
ら
好
評
を
得
た
の
だ
っ
た
。

白
人
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
や
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
さ
わ
り
の

部
分
を
演
じ
る
芝
居
も
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
の
出
し
物
と
し
て
大

評
判
に
な
っ
た
が
、
と
り
わ
け
白
人
が
顔
を
黒
塗
り
に
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
・

フ
ェ
イ
ス
は
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
と
同
義
語
に
な
る
ほ
ど
、
一
九

世
紀
ア
メ
リ
カ
社
会
の
娯
楽
と
し
て
認
知
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
ミ
ン
ス

ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
一
九
世
紀
の
作
家
ハ
ー
マ
ン
・

メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
「
ベ
ニ
ー
ト
・
セ
レ
ー
ノ
」
の
中
で
も
ま
た
、
黒
人
奴
隷

が
原
色
の
衣
類
を
好
み
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
や
歌
を
好
む
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。

　
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ウ
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
イ
ス
が
演
じ
る
の
は
、

奴
隷
時
代
の
南
部
の
愚
か
な
黒
人
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
喋
り
か
た
で
あ

り
、
歌
で
あ
り
踊
り
で
あ
る
。
黒
人
に
は
生
ま
れ
つ
き
芸
能
の
才
能
が
あ

る
と
い
う
前
提
は
す
で
に
当
然
の
諒
解
事
項
に
な
っ
て
い
っ
た
。
焼
き
コ

ル
ク
を
練
り
上
げ
た
ク
リ
ー
ム
を
顔
に
塗
り
、
ブ
ラ
ッ
ク･

フ
ェ
イ
ス
に
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な
っ
て
黒
人
に
扮
し
た
白
人
の
芸
能
人
は
、
必
死
に
な
っ
て
黒
人
の
踊
り

や
歌
を
真
似
よ
う
と
し
た
。

　
二
〇
世
紀
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
、
エ
ル
ヴ
ィ
ス･

プ
レ
ス
リ
ー
が
黒
人

音
楽
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
間
で
の
諒
解
事
項

で
あ
る
。「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
の
中
で
は
六
〇
年
代
半
ば
に
爆
発
的
な
人

気
を
博
し
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
歌
手
ジ
ミ･

ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク

ス
へ
の
言
及
が
あ
り
、
黒
人
音
楽
へ
の
圧
倒
的
な
支
持
は
物
語
の
展
開
に

お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

３　
人
種
記
号

　
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
人
種
記
号
を
こ
の
作
品
の
中
に
拾
っ
て
い
く

と
数
か
ぎ
り
な
く
発
見
さ
れ
、
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
か
な
り
意
図
的
に
、

そ
し
て
強
引
に
人
種
記
号
を
織
り
込
ん
で
物
語
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
。

　
た
と
え
ば
オ
ー
プ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
日
に
、
孤
児
院
へ
や
っ
て
来
た

ト
ワ
イ
ラ
の
母
親
の
服
装
は
、「
あ
の
緑
色
の
ス
ラ
ッ
ク
ス
を
は
い
て
い

た
」（

160
）
と
描
か
れ
、「
あ
の
緑
色
」
と
い
う
表
現
で
す
で
に
一
つ
の
諒

解
が
あ
る
こ
と
が
前
提
に
さ
れ
る
。
つ
づ
け
て
「
み
っ
と
も
な
い
緑
色
の

ス
ラ
ッ
ク
ス
を
は
い
た
お
尻
が
ぐ
っ
と
突
き
出
て
い
た
」（

160
）
と
描
か

れ
、
読
者
は
こ
こ
で
黒
人
の
女
た
ち
が
好
ん
で
着
る
原
色
の
赤
や
緑
の
衣

服
を
想
像
し
、「
お
尻
が
ぐ
っ
と
突
き
出
て
い
た
」
と
い
う
説
明
に
、
か

つ
て
一
九
世
紀
に
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
で
紹
介
さ
れ
た
、
尻
の
突
き
出
た

ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
・
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
つ
な
が
る
黒
人
の
体
型
を
想
起
す

る
。
こ
の
よ
う
に
何
気
な
い
描
写
に
人
種
記
号
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
あ
る
い
は
二
人
の
少
女
の
母
親
が
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
に
、
ト
ワ
イ

ラ
の
母
親
が
取
っ
た
行
動
の
姿
勢
に
人
種
記
号
が
読
み
取
れ
る
。
ロ
バ
ー

タ
の
母
親
に
無
視
さ
れ
た
ト
ワ
イ
ラ
の
母
親
は
、
何
が
起
き
て
い
る
の
か

す
ぐ
に
は
理
解
で
き
ず
に
、「
に
や
に
や
笑
っ
て
い
た
」（

161
）
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
白
人
の
主
人
の
前
で
理
不
尽
に
扱
わ
れ
る
黒
人
奴
隷
が
、
に
や
に

や
笑
っ
て
自
分
の
感
情
を
隠
し
、
抵
抗
の
心
を
抑
え
て
、
あ
た
か
も
従
順

で
あ
る
よ
う
な
振
り
を
し
た
そ
の
伝
統
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。「
ア
メ
リ

カ
の
黒
人
」
た
ち
は
、「
シ
グ
ニ
フ
ァ
イ
イ
ン
グ
」
と
い
う
動
作
で
「
馬

鹿
の
振
り
」
を
し
、
ピ
ン
ト
は
ず
れ
の
応
答
を
し
て
愚
か
な
黒
人
像
を
植

え
つ
け
、
白
人
の
怒
り
を
買
わ
ず
に
自
分
の
感
情
を
ず
ら
し
込
む
術
を
身

に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
人
種
記
号
の
氾
濫
の
無
意
味
化
を
狙
う
作
者
は
、
物
語
の

展
開
の
中
で
マ
ギ
ー
と
い
う
台
所
働
き
を
登
場
さ
せ
る
。

　「
括
弧
の
よ
う
な
形
」
と
形
容
さ
れ
た
マ
ギ
ー
の
脚
は
が
に
股
で
、
体

を
揺
ら
し
な
が
ら
歩
く
の
だ
が
、
そ
の
風
情
は
外
反
母
趾
が
よ
り
多
い

と
さ
れ
る
黒
人
の
特
徴
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
黒
人
の
人
種

記
号
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
が
に
股
も
体
を
揺
ら
し
な

が
ら
歩
く
特
徴
も
少
な
く
と
も
黒
人
に
あ
り
が
ち
な
現
象
と
し
て
理
解

さ
れ
る
。
そ
し
て
マ
ギ
ー
は
滑
稽
な
帽
子
を
被
っ
て
い
る
。
自
分
の
好

み
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
自
分
の
好
み
な
ど
お
そ
ら
く
持
た
な
い
マ
ギ
ー

は
、
貰
い
物
か
お
下
が
り
の
よ
う
な
耳
当
て
の
つ
い
た
子
供
用
の
小
さ
な

帽
子
を
頭
に
乗
せ
て
い
る
。
台
所
働
き
の
マ
ギ
ー
は
バ
ス
通
勤
を
し
て
お

り
、
夕
方
に
な
る
と
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
し
て
森
の
中
の
近
道
を
必

死
に
な
っ
て
よ
た
よ
た
と
バ
ス
停
へ
向
か
う
。
こ
の
何
気
な
い
描
写
が
実

は
人
種
記
号
で
あ
り
、
バ
ス
の
利
用
者
に
は
黒
人
が
多
い
こ
と
を
読
者
は

想
起
す
る
。
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マ
ギ
ー
の
肌
の
色
は
「
薄
茶
色
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か

ら
当
然
、
マ
ギ
ー
は
黒
人
で
あ
る
と
判
断
し
て
も
構
わ
な
い
の
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
は
肌
の
色
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
表
象
で
あ
る
人
種
記
号
を

撹
乱
さ
せ
る
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。「
薄
茶
色
」
で
あ
っ
て
も
メ
キ

シ
カ
ン
で
あ
っ
た
り
プ
エ
ル
ト
リ
カ
ン
の
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ

こ
で
は
肌
の
色
と
い
う
明
ら
か
な
現
実
で
す
ら
、
白
人
か
黒
人
か
と
い
う

判
断
基
準
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
例
証
に
な
っ
て
い
る
。
肌
の
色
で
は
判

断
で
き
な
い
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
区
別
を
、
そ
れ
で
は
ど
こ
に
求
め

た
ら
い
い
の
か
。

　
マ
ギ
ー
の
事
件
は
、
二
人
の
登
場
人
物
の
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
物
語
の

最
後
ま
で
続
く
。
実
際
に
マ
ギ
ー
は
黒
人
だ
っ
た
の
か
と
い
う
解
決
不
能

の
問
い
に
悩
ま
さ
れ
、
マ
ギ
ー
を
突
き
倒
し
た
の
は
ト
ワ
イ
ラ
な
の
か
と

い
う
疑
問
が
マ
ギ
ー
の
人
種
背
景
と
絡
ま
っ
て
二
人
に
取
り
つ
い
て
離

れ
な
い
。
黒
人
だ
か
ら
突
き
倒
し
た
の
か
、
黒
人
だ
か
ら
手
助
け
を
せ
ず

に
黙
っ
て
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
黒
人
だ
か
ら
一
緒
に
な
っ
て
突

き
倒
し
た
い
と
い
う
衝
動
が
自
分
の
中
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
マ

ギ
ー
の
事
件
に
関
す
る
証
言
と
衝
動
の
記
憶
の
不
確
か
さ
が
二
人
を
結

び
つ
け
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
あ
あ
ト
ワ
イ
ラ
っ
た
ら
、

あ
あ
い
や
だ
、
い
や
だ
、
い
や
だ
、
い
っ
た
い
マ
ギ
ー
に
何
が
起
こ
っ
た

の
」（

172
）
と
い
う
結
末
の
ロ
バ
ー
タ
の
叫
び
と
苛
立
ち
が
、
こ
の
作
品

解
釈
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ロ
バ
ー
タ
の
最
後
の
嘆
き
は
、
証
言
と
衝
動
の
記
憶
の
不
確
か
さ
に
対

す
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
人
種
記
号
は
確
定
さ
れ
な
い
の
に
、

そ
れ
で
も
社
会
的
に
容
認
さ
れ
た
人
種
記
号
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
勝
手

な
解
釈
を
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
苛
立
ち
で
あ
る
。
マ
ギ
ー
の
事
件
は
、

マ
ギ
ー
が
口
が
き
け
ず
、
も
し
か
し
た
ら
耳
も
聞
こ
え
な
い
と
い
う
設
定

に
よ
っ
て
、
黒
人
の
人
種
記
号
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
体
型
や
身
振
り
の
不
格
好
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
マ

ギ
ー
が
何
も
喋
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
沈
黙
の
人
生
を
送
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
歴
史
が
重

ね
ら
れ
る
。

　
す
る
と
マ
ギ
ー
の
事
件
は
南
部
で
し
ば
し
ば
起
き
て
い
た
黒
人
の
男

を
対
象
と
す
る
リ
ン
チ
事
件
の
変
形
と
な
っ
て
く
る
。
黒
人
も
混
じ
っ
た

白
人
の
孤
児
の
集
団
に
よ
っ
て
マ
ギ
ー
は
突
き
倒
さ
れ
る
の
だ
が
、
周
囲

の
人
間
は
マ
ギ
ー
を
救
済
す
る
術
が
な
く
、
そ
の
意
志
も
な
い
。
ト
ワ
イ

ラ
と
ロ
バ
ー
タ
が
遠
巻
き
に
眺
め
て
い
た
よ
う
に
、
た
だ
傍
観
す
る
の
み

で
あ
る
。
マ
ギ
ー
の
出
来
事
が
象
徴
し
て
い
る
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒

人
」
が
置
か
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
の
状
況
で
あ
っ
た
。

　「
い
っ
た
い
マ
ギ
ー
に
何
が
起
こ
っ
た
の
」
と
い
う
ロ
バ
ー
タ
の
叫
び

は
、
リ
ン
チ
に
遭
い
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ
て
き
た
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」

に
い
っ
た
い
何
が
お
こ
っ
た
の
か
と
い
う
悲
痛
な
叫
び
に
な
っ
て
聞
こ

え
て
く
る
。「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
歴
史
、
抑
圧
や
リ
ン
チ
の
歴
史
を

わ
た
し
た
ち
は
十
分
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
し
、
わ
た
し
た
ち
の
記
憶
の

中
で
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
苛
立
ち
を
ロ
バ
ー

タ
は
物
語
の
最
後
の
場
面
で
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
解
明
不
可
能
な
人
種
的
要
因
を
含
ん
だ
過
去
の
出
来
事
や
解
明
不
可

能
な
人
種
的
背
景
へ
の
問
い
か
け
が
、
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
作
者
が
実
験

し
た
こ
と
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
は
ア
メ
リ
カ

社
会
の
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
を
突
き
、
そ
の
問
題
提
起
を
し
て
読
者
に
考
え

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
成
功
し
て
い
る
。
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４　
人
種
と
は
何
か

　
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
な
ぜ
人
種
記
号
に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
繰
り
返
す
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
歴
史
的
特
殊
性

の
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
種
と
は
何
な
の
か
。
何
を
表
象
し
て
い
る

の
か
。

　
か
つ
て
生
物
学
的
分
類
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
種

が
「
考
案
」
さ
れ
、
人
間
の
身
体
的
差
異
の
科
学
的
根
拠
と
さ
れ
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
各
人
種
に
分
類
さ
れ
た
と
た
ん
に
そ
の
分
類
の
曖
昧
性
が

問
題
に
な
っ
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
シ
オ
・
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
に
よ
れ

ば
、
人
種
と
い
う
概
念
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
表
現
に
見
出
さ
れ
る
の
は

一
五
世
紀
で
あ
り
、
科
学
的
用
語
と
し
て
、
ま
た
一
般
の
人
々
に
よ
っ
て

頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、一
八
・
一
九
世
紀
で
あ
る
（『
人

種
主
義
の
解
剖
』、

295
）。
ま
た
『
人
種

─
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
概
念
の

歴
史
』（
一
九
六
三
）
の
著
者
ト
マ
ス
・
Ｆ
・
ゴ
セ
ッ
ト
は
、「
人
種
理
論
」

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
思
考
の
中
に
明
確
に
入
り
込
ん
で
く
る
の
は
、
そ
う

古
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
（
16
─
17
）（『
人
種
主
義
の
解
剖
』、
61
）。
人

種
（
レ
イ
ス
）
と
い
う
語
源
も
明
確
で
は
な
く
、
人
種
が
重
要
な
分
類
単

位
に
な
り
特
定
集
団
化
を
促
す
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の

経
緯
も
明
白
で
は
な
い
と
ル
シ
ア
ス
・
ア
ウ
ト
ロ
ウ
は
い
う
（『
人
種
主

義
の
解
剖
』、
62
）。
人
種
（
レ
イ
ス
）
と
い
う
英
語
が
最
初
に
記
録
さ
れ
た

の
は
、
一
五
〇
八
年
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ダ
ン
バ
ー
の
詩
で
、
そ
の
後
、
三

世
紀
に
わ
た
っ
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
・
二
〇
世
紀

に
な
る
と
生
物
学
的
な
差
異
を
あ
ら
わ
す
用
語
に
な
っ
て
い
っ
た
（
マ
イ

ケ
ル
・
バ
ン
ト
ン
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ハ
ー
ウ
ッ
ド
共
著
『
人
種
概
念
』、
13
）。

　
こ
の
よ
う
に
数
人
の
研
究
者
に
よ
る
記
述
を
見
て
も
、
人
種
概
念
が
そ

れ
ほ
ど
古
く
な
い
過
去
に
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ボ
ー
ド
リ

ヤ
ー
ル
は
『
象
徴
交
換
と
死
』（
今
村
・
塚
原
訳
、筑
摩
書
房
、一
九
八
二
）
で
、

一
六
世
紀
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
食
い
人
種
を
訪
ね
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
出
身
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
レ
リ
に
よ
る
『
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
旅
』
を

紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
物
は
こ
の
時
点
で
人
種
主
義
者
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
種
主
義
は
近
代
の
も
の
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
（

267
）。
人
種
と
い
う
用
語
が
発
生
し
た
時
代
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
近
代
主
義
の
展
開
の
な
か
で
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
へ
向

か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
種
・
人
種
主
義
が
差
別

的
用
法
に
変
換
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。

　
一
五
世
紀
に
な
っ
て
新
世
界
が
「
発
見
」
さ
れ
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
地
球
上
の
島
々
や
大
陸
の

存
在
を
初
め
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
住
む
自
分
た
ち
と

は
明
ら
か
に
異
な
る
先
住
民
「
イ
ン
デ
ィ
オ
」
と
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
況
に
な
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
認
識
の
中
に
か
れ
ら
を
い
か
に

「
定
義
」
し
、
そ
の
思
考
体
系
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と

い
う
戸
惑
い
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
や
中
国
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
想
像
力
の
な
か
で
ま
だ
地
の
果
て
に
あ
り
、
人
種
の
差
異
化
を
問
題

に
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。
だ
が
一
五
世
紀
以
降
、
新
世
界
と
遭
遇
し
接

触
を
続
け
る
な
か
で
、
新
世
界
の
住
人
「
イ
ン
デ
ィ
オ
」
の
異
質
性
を
意

識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
人
種
主
義
が
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　「
イ
ン
デ
ィ
オ
」
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
力
と
し
て
大
幅
に
依
存
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
連
れ
て
来
ら
れ
た
奴
隷
た
ち
と
の

身
近
な
共
生
が
、「
人
種
理
論
」
に
つ
い
て
の
思
考
を
促
す
こ
と
に
な
っ

た
。
か
れ
ら
と
の
接
触
と
共
住
を
体
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
植

民
地
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
異
な
る
人
種
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
思
考
と
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感
情
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
け
れ
ど
も
新
世
界
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
時
代
か
ら
一
八
世
紀
後
半
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
創
生
期
に
い
た
る
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
植

民
者
に
よ
る
圧
倒
的
な
階
級
制
度
と
支
配
体
制
の
な
か
で
人
種
主
義
は

ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
人
種
主
義
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の

は
、
そ
の
対
象
と
な
る
「
他
者
」
の
存
在
が
、
支
配
階
級
の
頭
痛
の
種
に

な
る
ほ
ど
身
体
的
・
精
神
的
領
域
に
お
い
て
競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
人
種
概
念
や
人
種
主
義
は
必
然
的
に
植
民
地
主
義
と
政

治
的
に
絡
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
人
種
分
類
が
植
民
地
化
の
過
程
で
人

種
主
義
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
に
、
今
日
の
社
会
が
抱
え
る
問
題
が

あ
る
。
そ
の
結
果
、
今
日
、
人
種
は
生
物
学
的
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
・

社
会
的
階
級
制
度
と
結
び
つ
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

お
の
ず
か
ら
人
種
と
い
う
差
異
化
が
生
物
学
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

優
劣
を
伴
う
人
種
主
義
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社

会
が
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
二
〇
世
紀
の
半
ば
以
降
に
活
躍
し
、
一
九
六
五
年
に
暗
殺
さ
れ
た
革

命
的
人
道
主
義
者
マ
ル
コ
ム
Ｘ
は
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」

と
か
か
わ
っ
て
い
た
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
は
、
人

種
を
「
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
現
象
と
は

見
な
さ
ず
、
生
物
学
的
現
実
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
（
パ
ト
リ
シ
ア
・

ヒ
ル
＝
コ
リ
ン
ズ
『
わ
た
し
た
ち
の
マ
ル
コ
ム
Ｘ
像
』、
61
─
62
、『
ブ
ラ
ッ
ク
の

公
的
領
域
』、

273
）。
自
分
自
身
は
赤
み
が
か
っ
た
茶
色
の
肌
で
、
外
で
日

に
焼
い
て
も
っ
と
黒
く
な
っ
て
き
な
さ
い
と
子
供
の
こ
ろ
母
親
に
命
じ

ら
れ
た
と
い
う
が
、
真
黒
い
肌
が
正
統
と
さ
れ
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
黒
い
肌
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
証
明
さ
れ
る
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
社
会
の
特
殊
な
事
情
に
よ
る
人
種
概
念
の
変
形
と

い
え
る
。
白
人
支
配
階
級
に
よ
る
極
度
の
抑
圧
状
態
を
体
験
し
た
か
れ
ら

は
、
根
源
的
な
身
体
的
証
拠
か
ら
自
分
た
ち
自
身
の
存
在
証
明
を
試
み

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
揺
る
ぎ
な
い
基
盤
に
な
る
と
い
う

主
張
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
解
釈

は
破
綻
へ
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
黒
い
肌
で

は
な
い
、
薄
い
肌
の
色
の
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
こ
そ
が
人
種
概
念
の
矛

盾
を
背
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
」

と
決
別
し
た
マ
ル
コ
ム
Ｘ
は
、
ア
フ
リ
カ
訪
問
の
さ
い
に
「
白
い
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
」
に
出
会
い
、
そ
の
考
え
か
た
を
一
八
〇
度
転
換
す
る
の
だ

が
、
そ
の
思
想
の
変
遷
を
十
分
に
表
明
し
な
い
ま
ま
に
突
如
と
し
て
暗
殺

と
い
う
悲
劇
で
人
生
の
終
幕
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。

　
現
代
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
は
「
階
級
文
化
」
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
で
あ
る
。
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
文
化
現
象

に
照
ら
し
て
も
そ
れ
は
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
端
的
な
例
証

を
ラ
ッ
プ
音
楽
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
「
ア
メ
リ
カ
の

黒
人
」
を
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
占
め
る
経
済
的
地
位
と
い
う
階
級
（
ク
ラ

ス
）
に
よ
っ
て
分
類
し
、
か
れ
ら
の
差
異
を
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
は
白
人
支
配
体
制
の
歴
史
か
ら
、
階
級
と
人
種
が
結
び
つ
き
や

す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の「
レ
シ
タ
テ
ィ

フ
」
で
は
、
物
語
の
半
ば
か
ら
人
種
記
号
と
階
級
記
号
が
入
り
混
じ
っ
て

二
人
の
登
場
人
物
を
形
容
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
一
つ
の
記
号
が
人
種
記

号
で
あ
り
同
時
に
階
級
記
号
に
な
っ
て
い
る
。
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た
と
え
ば
「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
の
マ
ギ
ー
の
存
在
に
対
す
る
対
応
が
、

二
人
の
主
人
公
ロ
バ
ー
タ
と
ト
ワ
イ
ラ
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
。
ロ

バ
ー
タ
は
マ
ギ
ー
を
黒
人
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
ト
ワ
イ
ラ

に
と
っ
て
マ
ギ
ー
は
「
人
種
化
」
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
・

エ
イ
ベ
ル
は
主
張
す
る
。
人
種
意
識
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
ト
ワ
イ
ラ
は
マ
ギ
ー
を
白
人
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
フ
ル
ツ
の

注
の
引
用
、

114
）。
け
れ
ど
も
ロ
バ
ー
タ
に
指
摘
さ
れ
た
あ
と
、
ト
ワ
イ
ラ

に
と
っ
て
も
こ
の
事
件
が
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
マ
ギ
ー
が
た
と
え

「
人
種
化
」
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
し
ろ
「
階
級
化
（
ク
ラ
ス
）」
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、そ
れ
を
ト
ワ
イ
ラ
は
感
じ
取
っ
て
い
た
。
そ
の
風
貌
・

台
所
働
き
・
バ
ス
通
勤
・
自
己
表
現
を
し
な
い
と
い
う
マ
ギ
ー
の
特
徴
は
、

す
べ
て
人
種
記
号
と
だ
ぶ
っ
て
階
級
記
号
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
作
品
で
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
試
み
て
い
る
の
は
、
人
種
記
号
だ
け

で
は
な
く
階
級
記
号
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
中
で
い
か
に
隠
蔽
さ
れ
な
が

ら
作
用
し
て
い
る
か
を
問
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
結
婚
後
の
ト
ワ
イ
ラ
が

低
所
得
者
層
に
属
し
、
ロ
バ
ー
タ
が
高
給
取
り
の
後
添
え
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
、
階
級
記
号
に
よ
る
二
人
の
主
人
公
の
区
別
を
モ

リ
ス
ン
は
こ
と
さ
ら
顕
在
化
し
強
調
し
て
い
る
。
ロ
バ
ー
タ
に
と
っ
て
は

人
種
記
号
が
、
ト
ワ
イ
ラ
に
と
っ
て
は
階
級
記
号
が
物
語
の
展
開
の
中
で

よ
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
主
人
公
た
ち
を
描
き
分
け
て

い
る
。
そ
し
て
二
人
を
通
し
て
階
級
記
号
に
隠
れ
た
人
種
記
号
の
問
題
、

人
種
問
題
が
階
級
問
題
に
な
る
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な

要
素
の
重
層
的
な
絡
み
合
い
を
提
示
し
て
い
る
。

　「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
に
お
い
て
人
種
記
号
が
階
級
記
号
へ
移
動
し
、
両

者
の
境
界
線
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ギ
ル
ロ
イ
の
「
ブ
ラ
ッ

ク
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
は
「
階
級
文
化
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
妥
当
で
あ

る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
人
口
が
低
所
得
者
層
と
結
び

つ
く
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」

は
「
階
級
文
化
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
、「
人
種
化
」
を
回
避

し
て
は
な
ら
な
い
。「
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
第
一
義
的
に
「
人
種
文
化
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

こ
に
ア
メ
リ
カ
社
会
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
」
の
特
殊
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ギ
ル
ロ
イ
が
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
黒
人
人
口

は
比
較
的
少
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
る
黒
人
ゲ
ッ
ト
ー
が
見
ら

れ
な
い
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
大
都
会
の
人

口
密
集
地
域
の
中
で
も
っ
と
も
黒
人
人
口
が
多
い
と
さ
れ
る
地
域
で
も
、

「
三
〇
か
ら
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
白
人
人
口
が
占
め
て
い
る
」（
ギ
ル
ロ
イ

『
人
種
主
義
の
解
剖
』、

273
）
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
人
種
や
階
級
に
よ
る

顕
著
な
住
み
分
け
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
見
ら
れ
な
い
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
性

で
あ
る
。
ギ
ル
ロ
イ
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
、「
も
ち
ろ
ん
黒
人
の
地
理

空
間
的
集
中
化
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
特
定
の
精
神
的
価
値
観
を

備
え
、
そ
の
文
化
的
結
合
が
政
治
的
に
特
定
の
振
舞
い
を
可
能
に
す
る
解

釈
共
同
体
で
あ
る
」（

273
）
と
述
べ
て
い
る
。
文
化
形
態
や
言
語
、
教
育

に
お
い
て
特
定
の
個
性
を
持
つ
共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
定
の

政
治
姿
勢
が
促
さ
れ
る
共
同
体
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
ル
ロ
イ
は
、
か
つ
て

そ
う
で
あ
っ
た
ほ
ど
に
階
級
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
階
級
に
よ
る

政
治
性
、
お
よ
び
階
級
理
論
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
確
か
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
今
日
の
階
級
に
よ
る
社
会
構
造
が
そ

の
共
同
体
組
織
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
主
張
す
る
（

273
）。

　
黒
人
ゲ
ッ
ト
ー
の
存
在
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、「
黒
人
社
会
」

が
常
に
地
理
空
間
的
な
隔
離
地
帯
を
あ
ら
わ
す
の
で
な
い
こ
と
は
言
を
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———　表象のポリティクス　———

待
た
な
い
。
け
れ
ど
も
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
し
て
、
ギ
ル
ロ
イ
の
主
張
す
る

ほ
ど
に
は
階
級
の
特
質
化
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
種
の
特
質
化
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
人
種
問
題
は
、

他
の
人
種
を
含
む
前
に
歴
史
的
な
「
黒
人
問
題
（
ニ
グ
ロ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
）」

と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。

５　
階
級
記
号

　「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
が
人
種
記
号
の
曖
昧
性
を
提
示
し
た
こ
と
に
注
意

を
払
い
、
前
述
の
記
号
の
他
に
モ
リ
ス
ン
が
書
き
込
ん
だ
人
種
記
号
・
階

級
記
号
を
列
挙
し
た
あ
と
で
、
人
種
の
曖
昧
性
を
テ
ー
マ
に
し
た
ア
メ
リ

カ
文
学
の
そ
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
の
登
場
人
物
の
一
人
、
ロ
バ
ー
タ
の
姓
を
フ
ィ
ス

ク
に
し
た
こ
と
に
意
図
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ス
ク
は
南
北
戦

争
後
の
一
八
六
六
年
テ
ネ
シ
ー
州
ナ
ッ
シ
ュ
ヴ
ィ
ル
に
設
立
さ
れ
た
名

門
黒
人
大
学
の
名
前
で
あ
り
、
黒
人
指
導
者
Ｒ
・
Ｗ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス

の
卒
業
し
た
大
学
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
に
在
校
生
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
フ
ィ
ス
ク
・
ジ
ュ
ビ
リ
ー
合
唱
隊
は
、
大
学
の
運
営
資
金
の
一
助
を
求

め
て
、
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
演
奏
旅
行
を
す
る
よ

う
に
な
り
、
今
日
で
も
そ
の
活
動
を
続
け
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
人
読
者
で

あ
れ
ば
フ
ィ
ス
ク
と
名
門
黒
人
大
学
は
す
ぐ
に
結
び
つ
き
、
知
的
上
流
階

級
を
指
示
す
る
記
号
と
し
て
諒
解
さ
れ
る
。
人
種
記
号
で
あ
る
と
同
時
に

階
級
記
号
に
な
っ
て
い
る
。
ロ
バ
ー
タ
が
黒
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ィ

ス
ク
と
い
う
姓
は
誇
り
高
い
名
前
な
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
ト
ワ
イ
ラ
の
姓
に
関
し
て
、
ル
シ
ル
・
Ｐ
・
フ
ル
ツ
は
そ
れ

を
ジ
ョ
ン
ス
ン
と
確
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
作
家
の
側

に
な
ん
ら
か
の
理
由
と
意
図
が
あ
っ
た
の
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
ト
ワ
イ

ラ
の
旧
姓
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
フ
ル
ツ
が
ジ
ョ
ン
ス
ン

と
思
い
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
い
く
ば
く
か
の
理
由
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
ジ
ョ
ン
ス
ン
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
暗
殺
に

よ
っ
て
副
大
統
領
か
ら
大
統
領
に
格
上
げ
に
な
っ
た
ア
ン
ド
ル
ー
・
ジ
ョ

ン
ス
ン
（
一
八
〇
八
─
七
五
）
で
あ
る
。
南
北
戦
争
終
結
後
、
奴
隷
制
度
廃

止
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
白
人
農
園
主
た
ち
だ
っ
た
が
、
南
部
社
会
の
潤

滑
な
統
治
を
図
っ
た
治
世
者
は
か
れ
ら
を
呼
び
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の

結
果
、
ふ
た
た
び
力
を
獲
得
し
た
白
人
た
ち
は
、
解
放
さ
れ
た
元
奴
隷
と

自
分
た
ち
と
の
格
差
を
確
保
す
る
た
め
に
人
種
差
別
法
を
諸
州
で
制
定

し
て
い
く
。
解
放
さ
れ
た
奴
隷
は
結
局
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
市
民
に
は
な

れ
ず
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
暮
ら
す
肌
の
色
の
黒
い

人
々
、
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
再
建
時
代
は
混

乱
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ト
ワ
イ
ラ
の
姓
が
そ
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
大
統
領
と
同
じ
だ
っ
た

と
フ
ル
ツ
が
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
将

来
を
左
右
し
た
者
と
「
白
人
」
の
ト
ワ
イ
ラ
を
結
び
つ
け
る
潜
在
的
な
衝

動
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
ジ
ョ
ン
ス
ン
は
平
凡

な
姓
で
特
に
意
味
を
持
た
な
い
と
も
言
え
る
。
あ
る
い
は
一
〇
代
の
半
ば

に
ト
ワ
イ
ラ
が
給
仕
と
し
て
働
い
て
い
た
ハ
ワ
ー
ド
・
ジ
ョ
ン
ス
ン
と
い

う
全
米
に
展
開
し
た
チ
ェ
ー
ン
・
レ
ス
ト
ラ
ン
と
結
び
つ
け
、
労
働
力
を

搾
取
さ
れ
る
白
人
資
本
の
会
社
を
あ
ら
わ
す
階
級
記
号
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
と
に
か
く
フ
ル
ツ
の
ま
ち
が
い
に
す
ら
人
種
あ
る
い
は
階
級

記
号
を
読
み
込
む
契
機
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ト
ワ
イ
ラ
と
ロ
バ
ー
タ
が
孤
児
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
時
の
情
景
の
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ひ
と
つ
に
、
昼
食
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
ロ
バ
ー
タ
の
母

親
は
、「
チ
キ
ン
の
脚
と
、
ハ
ム
・
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
、
そ
れ
に
オ
レ
ン
ジ
、

箱
入
り
グ
ラ
ハ
ム
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
・
ク
ッ
キ
ー
」
を
持
参
し
、「
ロ
バ
ー

タ
は
魔
法
瓶
に
入
っ
た
牛
乳
を
飲
ん
だ
」（

161
）。
用
意
周
到
に
選
ば
れ
た

豪
華
な
ピ
ク
ニ
ッ
ク
・
ラ
ン
チ
に
は
、
病
弱
な
ロ
バ
ー
タ
の
母
親
の
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
ト
ワ
イ
ラ
の
母
親
は
何
も
持
っ
て
来
な

か
っ
た
。
そ
の
母
親
を
「
殺
し
た
か
っ
た
」（

161
）
と
ト
ワ
イ
ラ
は
回
想

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
「
不
適
切
な
食
物
は
い
つ
も
不
適
切
な
人
々
と
共

に
あ
る
」（

162
）
と
言
い
、
食
堂
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
適
切
な

食
べ
物
を
適
切
な
人
々
に
組
み
合
わ
せ
る
仕
事
を
求
め
た
か
ら
で
あ
ろ

う
と
理
由
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
こ
じ
つ
け
に
し
か
聞
こ
え
な
い

が
、
健
康
志
向
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
、
ジ
ャ
ン
ク
・
フ
ー
ド
の
よ
う
な
「
不

適
切
な
食
物
」
を
気
楽
に
食
べ
る
の
は
、
栄
養
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を

し
な
い
教
養
の
な
い
黒
人
、
下
層
階
級
と
い
う
勝
手
な
諒
解
が
あ
り
、
ト

ワ
イ
ラ
の
発
言
は
人
種
記
号
で
あ
り
階
級
記
号
に
な
っ
て
い
る
。

　
ト
ワ
イ
ラ
の
母
親
は
緑
色
の
ズ
ボ
ン
を
は
き
毛
皮
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を

羽
織
っ
て
い
た
。
そ
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
破
れ
て
い
た
と
但
し
書
き
が
あ
り
、

毛
皮
で
は
あ
っ
て
も
け
っ
し
て
豪
華
な
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
は
な
い
。
そ
し
て

「
エ
ス
テ
ル
社
の
パ
ウ
ダ
ー
」（

160
）
の
に
お
い
が
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ

も
香
水
で
は
な
く
、
汗
止
め
・
体
臭
隠
し
の
パ
ウ
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
階
級
記
号
で
あ
る
と
と
も
に
黒
人
が
好
ん
だ
パ
ウ

ダ
ー
と
い
う
推
測
を
含
む
人
種
記
号
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
他
の
人
種
記
号
・
階
級
記
号
に
は
、
ト
ワ
イ
ラ
の
夫
の
職
業
が
消

防
夫
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
読
者
は
す
ぐ
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人

の
移
民
を
連
想
す
る
。
歴
史
的
に
消
防
夫
や
警
官
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人

の
移
民
た
ち
の
職
業
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
か
れ
ら
が
安
定
し
た
職
業
と
し

て
確
保
し
、
自
分
た
ち
の
縄
張
り
と
し
て
牛
耳
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

一
九
世
紀
に
お
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
労
働
者
は
黒
人
よ
り
も
ひ
ど
い
、

汚
い
、
奴
隷
並
み
と
い
う
評
判
を
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
の
職
業
設
定
は
人
種
記
号
で
あ
り
階
級
記
号
で
あ
る
。

　
ト
ワ
イ
ラ
が
結
婚
し
た
相
手
の
家
は
、
家
族
の
絆
が
強
い
「
に
ぎ
や
か

な
大
家
族
」（

163
）
で
、
ベ
ビ
ー
毛
布
で
す
ら
大
事
に
扱
い
、
代
々
、
使

い
つ
づ
け
て
い
る
。
ポ
ー
チ
の
ブ
ラ
ン
コ
型
椅
子
は
夫
の
祖
母
の
持
ち
物

で
、
夫
の
父
親
よ
り
古
い
年
代
も
の
で
あ
る
。
七
〇
年
代
に
お
い
て
こ
の

よ
う
な
暮
ら
し
振
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
ト
ワ
イ
ラ
の
婚
家

は
け
っ
し
て
裕
福
で
は
な
い
。
ポ
ー
チ
に
ブ
ラ
ン
コ
型
の
椅
子
が
あ
る
と

い
う
設
定
は
、
冷
房
の
な
か
っ
た
頃
、
暑
い
南
部
に
住
む
貧
し
い
人
々
が

涼
を
求
め
て
ポ
ー
チ
で
体
を
休
め
て
い
た
風
景
を
思
い
出
さ
せ
る
。
こ
れ

は
南
部
・
黒
人
そ
し
て
貧
困
層
の
表
象
で
あ
る
。

　
町
外
れ
に
高
級
志
向
の
グ
ル
メ
・
シ
ョ
ッ
プ
が
開
店
し
た
と
い
う
の

で
、
好
奇
心
か
ら
出
か
け
て
い
っ
た
ト
ワ
イ
ラ
は
、
久
し
ぶ
り
に
ロ
バ
ー

タ
に
出
会
う
。
ロ
バ
ー
タ
に
と
っ
て
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
や
高
級
飲
料
水
は
日

常
生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ト
ワ
イ
ラ
は
高
級
ア
イ
ス

キ
ャ
ン
デ
ー
を
買
う
の
が
関
の
山
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
ロ

バ
ー
タ
と
ト
ワ
イ
ラ
の
階
級
の
差
で
、
ロ
バ
ー
タ
に
は
中
国
人
と
思
わ
れ

る
お
抱
え
運
転
手
が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
二
人
の
使
用
人
が
い
る
こ
と

も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
も
夫
の
職
業
は
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関

連
と
い
う
、
今
を
と
き
め
く
職
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
格
差
は

一
般
的
に
人
種
記
号
に
も
な
り
う
る
。
高
学
歴
・
高
収
入
を
追
求
す
る
の

は
白
人
層
で
あ
り
、
取
り
残
さ
れ
る
黒
人
層
と
い
う
図
式
で
あ
る
。

　
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
っ
た
強
制
的
バ
ス
通
学
「
バ
シ

ン
グ
」
に
よ
る
白
人
・
黒
人
の
イ
ン
テ
ィ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
人
種
統
合
学
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校
政
策
）
は
、
父
兄
の
関
心
事
に
な
っ
た
が
、
ロ
バ
ー
タ
も
そ
の
渦
中
に

あ
り
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
。
ふ
た
た
び
出
会
っ
た
二
人

は
、
正
反
対
の
立
場
で
デ
モ
に
関
わ
る
。

　「
バ
シ
ン
グ
」
賛
成
の
ト
ワ
イ
ラ
と
反
対
の
ロ
バ
ー
タ
と
い
う
構
図
は
、

当
時
の
傾
向
を
当
て
は
め
れ
ば
ト
ワ
イ
ラ
が
黒
人
で
ロ
バ
ー
タ
が
白
人

と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
時
の
二
人
の
会
話
は
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
て
い
た

が
、そ
の
中
で
「
だ
っ
て
自
由
の
国
じ
ゃ
な
い
の
」
と
ロ
バ
ー
タ
が
言
い
、

「
ま
だ
そ
う
じ
ゃ
な
い
わ
、
将
来
そ
う
な
る
け
ど
」
と
ト
ワ
イ
ラ
が
答
え

て
い
る
。「
ま
だ
そ
う
じ
ゃ
な
い
わ
」
と
い
う
主
張
は
、
一
般
的
に
黒
人

の
思
い
で
あ
る
。
す
る
と
こ
こ
で
も
ト
ワ
イ
ラ
が
黒
人
に
な
り
、
ロ
バ
ー

タ
が
白
人
で
あ
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。

　
ト
ワ
イ
ラ
の
指
摘
に
も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
も
の
が
あ
る
。「
か
れ
ら

は
ボ
ー
ゾ
ー
だ
わ
」
と
「
バ
シ
ン
グ
」
の
デ
モ
を
し
て
い
る
母
親
を
孤
児

院
の
強
圧
的
だ
っ
た
教
師
に
喩
え
て
い
る
。「
か
れ
ら
は
い
っ
た
い
何
様

だ
と
思
っ
て
い
る
の
。
自
分
た
ち
が
こ
の
場
所
を
所
有
し
て
い
る
と
で
も

思
っ
て
い
る
の
か
し
ら
。
そ
こ
ら
中
に
群
が
っ
て
道
路
を
占
拠
し
て
い
る

じ
ゃ
な
い
の
。
そ
し
て
わ
た
し
の
子
供
の
行
く
学
校
を
自
分
た
ち
が
決
定

で
き
る
と
信
じ
て
い
る
」（

168
）。
こ
の
ト
ワ
イ
ラ
の
批
判
は
、
支
配
者
階

級
へ
の
批
判
で
あ
り
、
こ
の
発
言
は
階
級
記
号
に
な
っ
て
い
る
。
デ
モ
隊

は
ト
ワ
イ
ラ
の
車
を
取
り
囲
み
揺
す
ぶ
っ
た
た
め
、
ト
ワ
イ
ラ
の
ハ
ン
ド

バ
ッ
グ
の
中
身
が
こ
ぼ
れ
お
ち
る
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
の
は
、
食
料

品
の
割
引
ク
ー
ポ
ン
だ
っ
た
。
食
料
品
の
割
引
ク
ー
ポ
ン
が
二
度
も
繰
り

返
さ
れ
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
意
図
的
な
階
級
記
号
を
読
む
こ

と
が
で
き
る
。

　
ト
ワ
イ
ラ
の
家
庭
の
状
況
は
階
級
記
号
を
た
く
さ
ん
含
ん
で
い
る
。
息

子
の
ジ
ョ
セ
フ
が
州
立
大
学
へ
進
学
し
た
こ
と
じ
た
い
が
ト
ワ
イ
ラ
の

家
庭
で
は
「
出
世
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
倹
約
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ
リ
ー
を
飾
る
の
は
止
め
て
お
こ
う
と
決
断
す
る
こ
と
、

そ
う
決
断
し
な
が
ら
最
後
の
瞬
間
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
な
っ
て
、
ツ

リ
ー
を
飾
ら
な
い
な
ん
て
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
悲
し
い
こ
と
は
な
い
と
ツ

リ
ー
を
買
い
に
出
か
け
る
こ
と
。
そ
こ
に
社
会
習
慣
に
一
様
に
同
調
し
な

い
と
落
ち
着
か
な
い
一
般
人
の
心
理
を
読
む
。

　
こ
の
よ
う
に
「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
の
物
語
の
後
半
に
は
、
人
種
記
号
と

と
も
に
階
級
記
号
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
前
述
の
よ
う

に
、
最
後
に
強
調
さ
れ
る
の
は
孤
児
院
の
マ
ギ
ー
事
件
の
記
憶
で
あ
る
。

ト
ワ
イ
ラ
は
事
件
そ
の
も
の
を
記
憶
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ロ
バ
ー

タ
に
出
会
う
た
び
に
こ
の
事
件
が
記
憶
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
く
。
そ
し
て

最
終
的
に
は
、
自
分
も
そ
の
場
に
い
た
こ
と
、
突
き
倒
し
は
し
な
か
っ
た

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
マ
ギ
ー
を
助
け
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
タ
に
よ
っ
て
記
憶
の
喚
起
と
追
認
が

な
か
ば
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
意
味
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
マ
ギ
ー
事
件
の

追
認
じ
た
い
が
こ
こ
で
は
人
種
記
号
に
な
っ
て
く
る
。

　
こ
の
事
件
に
関
す
る
最
終
的
な
告
白
の
部
分
で
、
ト
ワ
イ
ラ
は
「
マ

ギ
ー
は
わ
た
し
の
踊
る
母
親
だ
っ
た
」（

170
）
と
断
言
し
、
母
親
と
マ
ギ
ー

の
近
似
性
を
展
開
す
る
。

　
た
ぶ
ん
耳
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
話
せ
な
か
っ
た
。
中
身
は
か

ら
っ
ぽ
（
ノ
ー
ボ
デ
ィ
）。
夜
泣
い
た
っ
て
、
空
っ
ぽ
だ
か
ら
そ
の
声
が

聞
こ
え
な
い
。
人
生
の
知
恵
な
ん
か
教
え
て
く
れ
な
い
、
か
ら
っ
ぽ
だ
か

ら
。
前
後
左
右
に
体
を
揺
す
り
な
が
ら
、
踊
り
な
が
ら
歩
く
。
そ
し
て
孤

児
院
の
悪
ガ
キ
娘
が
押
し
倒
し
乱
暴
し
て
も
、
ぜ
っ
た
い
に
声
を
あ
げ
な

い
、
い
い
え
叫
べ
な
い
の
よ

─
わ
た
し
と
同
じ
で

─
そ
れ
で
よ
か
っ
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た
の
よ
（

170
）。

　
こ
の
ト
ワ
イ
ラ
の
指
摘
す
る
近
似
性
は
重
要
で
あ
る
。
マ
ギ
ー
も
自
分

の
母
親
の
メ
ア
リ
ー
も
「
ノ
ー
ボ
デ
ィ
」
で
あ
る
と
い
う
が
、
か
れ
ら
は

「
ノ
ー
ボ
デ
ィ
」
に
な
り
空
っ
ぽ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
特
定
の
人
々
を

代
表
し
て
い
る
。
外
側
の
抑
圧
や
乱
暴
を
受
け
て
も
抵
抗
も
せ
ず
に
押
し

黙
る
ば
か
り
の
人
々
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ト
ワ
イ
ラ
の
「
突
き
倒
し
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
で
も
実
は

や
り
た
か
っ
た
」
と
い
う
告
白
は
、ロ
バ
ー
タ
の
「
わ
た
し
た
ち
は
マ
ギ
ー

を
蹴
り
倒
し
た
り
し
な
か
っ
た
わ
。
あ
の
悪
ガ
キ
娘
た
ち
が
や
っ
た
の

よ
。
で
も
そ
う
ね
、
わ
た
し
も
本
当
は
や
り
た
か
っ
た
。
あ
の
悪
ガ
キ
た

ち
が
マ
ギ
ー
を
痛
い
目
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
っ
て
心
か
ら
願
っ
て
い
た
。

（
略
）
あ
の
日
、
ど
う
い
う
わ
け
か
本
当
に
自
分
も
マ
ギ
ー
を
や
っ
つ
け

た
か
っ
た

─
や
り
た
い
と
考
え
る
こ
と
は
す
で
に
や
っ
て
い
る
こ
と

よ
ね
」（

171
）
と
い
う
告
白
に
な
る
。
二
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
マ
ギ
ー

事
件
の
意
味
が
こ
の
点
に
収
斂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
抵
抗
を
せ
ず
に
押
し
黙
っ
て
い
た
マ
ギ
ー
を
「
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の

よ
」
と
結
論
づ
け
る
ト
ワ
イ
ラ
と
「
本
当
は
や
り
た
か
っ
た
」
二
人
の
心

は
、
最
後
の
ロ
バ
ー
タ
の
「
い
っ
た
い
マ
ギ
ー
に
何
が
起
こ
っ
た
の
」
と

い
う
叫
び
へ
展
開
し
て
い
く
。

　
そ
れ
は
人
種
的
背
景
で
あ
ろ
う
が
階
級
的
背
景
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
を

取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
た
日
常
生
活
の
中
で
、

体
制
に
よ
り
抑
圧
さ
れ
て
い
る
弱
者
た
ち
の
表
現
で
き
な
い
苦
悩
、
か
れ

ら
の
心
の
中
の
ア
ポ
リ
ア
を
示
し
て
い
る
。
表
現
し
た
と
こ
ろ
で
改
善
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
現
状
で
は
、「
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
よ
」
と
思
い
留
ま

る
よ
り
ほ
か
に
な
い
。

　
ロ
バ
ー
タ
は
最
後
に
、
マ
ギ
ー
が
黒
人
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
も
は
や
定

か
で
は
な
い
と
告
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
の
人
生
と
母
親
お
よ
び
マ

ギ
ー
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

　
で
も
ね
ト
ワ
イ
ラ
、
あ
の
と
き
は
本
当
に
そ
う
思
っ
て
い
た
の
よ
。
勝

手
に
作
り
話
を
し
た
の
じ
ゃ
な
い
わ
。
黒
人
だ
と
思
っ
て
い
た
。
で
も
ね
、

今
じ
ゃ
あ
、
わ
か
ら
な
い
わ
。
マ
ギ
ー
は
と
に
か
く
年
寄
り
だ
っ
た
わ
。

と
っ
て
も
。
そ
れ
に
喋
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
、だ
か
ら
頭
が
狂
っ
て
い
る
っ

て
思
っ
た
の
。
マ
ギ
ー
は
わ
た
し
の
母
親
も
そ
う
だ
け
ど
、
施
設
育
ち
な

の
よ
ね
。
あ
の
と
き
わ
た
し
も
施
設
育
ち
に
な
る
ん
だ
っ
て
思
っ
て
い
た

わ
（

171
）。

　
ロ
バ
ー
タ
の
母
親
は
病
気
が
ち
で
、
そ
の
た
め
に
ロ
バ
ー
タ
は
ト
ワ
イ

ラ
と
出
会
っ
た
八
歳
の
と
き
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
も
何
度
か
孤
児
院

に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
母
親
が
大
き
な
聖
書
を
常
に
抱
え
、
食
事
の
と

き
に
も
聖
書
を
読
み
、
体
か
ら
大
き
な
十
字
架
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
離
さ
な

か
っ
た
の
は
、
ロ
バ
ー
タ
に
よ
る
母
親
も
ま
た
施
設
育
ち
と
い
う
説
明
に

よ
っ
て
納
得
さ
れ
て
く
る
。
祖
先
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
母
親
は
、
聖
書
の
中
に
確
固
と
し
た
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
よ
う
と

し
て
い
た
。

　
母
親
か
ら
見
捨
て
ら
れ
る
恐
怖
は
、
ロ
バ
ー
タ
の
心
理
に
祖
先
と
の
断

絶
感
を
生
み
、
孤
立
し
て
い
る
弱
者
と
し
て
の
自
分
を
否
定
し
た
い
欲
求

に
駆
ら
れ
る
。
そ
の
矛
先
が
さ
ら
な
る
弱
者
の
マ
ギ
ー
へ
向
け
ら
れ
る
。

黒
人
で
あ
る
マ
ギ
ー
は
弱
者
で
あ
り
、
黒
人
で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
老
人

で
あ
る
マ
ギ
ー
は
弱
者
で
あ
る
。
マ
ギ
ー
を
「
蹴
倒
す
」
こ
と
に
よ
っ
て

ト
ワ
イ
ラ
も
ロ
バ
ー
タ
も
強
者
の
立
場
を
確
保
し
、
弱
者
の
自
分
か
ら
脱
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け
出
ら
れ
る
と
い
う
幻
想
に
し
が
み
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ

が
幻
想
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
た
。
最
後
の
二
人
の
会
話
は
、
自
分

た
ち
が
ま
だ
幼
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
諒
解
さ
れ
、
そ
れ
に
「
寂
し
か
っ

た
の
よ
」、「
恐
か
っ
た
の
よ
」
と
い
う
相
互
の
言
葉
で
補
わ
れ
る
。

　
ト
ワ
イ
ラ
と
ロ
バ
ー
タ
が
孤
児
院
で
同
室
に
な
っ
た
数
ヶ
月
の
体
験

と
、
マ
ギ
ー
事
件
の
記
憶
と
い
う
追
体
験
は
、
二
人
を
描
き
出
す
さ
ま
ざ

ま
な
人
種
記
号
・
階
級
記
号
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
く
る
。
マ

ギ
ー
の
人
種
が
最
後
ま
で
明
確
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
最
終

的
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
人
種
に
よ
る
区
分
け
の
曖
昧
さ
を
指
摘

し
て
い
る
。
曖
昧
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
源
的
な
意
味
を
持
ち
、

日
常
生
活
と
精
神
生
活
を
支
配
す
る
人
種
記
号
の
恐
怖
を
指
摘
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
イ
ン
＝
シ
ャ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ト

ニ
・
モ
リ
ス
ン
は
特
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
人
種
記
号
を
脱
構
築
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
種
主
義
を
脱
構
築
し
て
お
り
、
言
語
や
社
会
に
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
人
種
主
義
に
挑
戦
し
て
い
る
と
い
う
（「
人
種
／
ジ
ェ

ン
ダ
ー

─
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
《
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
》」、 “R

ace / [G
ender]: 

Toni M
orrison’s « R

ecitatif »”, Journal of the Short Story in English, N
o. 

27-A
utum

n, (A
ngers: Presses de l’U

niversité d’A
ngers), 90

）。「
レ
シ
タ

テ
ィ
フ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
イ
ン
＝
シ
ャ
ー

リ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
モ
リ
ス
ン
は
人
種
主
義
に
挑
戦
し

て
い
る
。
け
れ
ど
も
人
種
主
義
を
脱
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
作
者
は
人
種
記
号
が
曖
昧
・
不
明
瞭
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
支
配
し
て
い
る
状
況
を

強
調
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
人
種
主
義
の
源
が
潜
ん
で
い
る

こ
と
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

６　
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ

　
ア
メ
リ
カ
文
化
・
社
会
が
い
か
に
人
種
志
向
（
レ
イ
ス
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ッ

ド
）
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
い
か
に
白
人
対
黒
人
の
、
そ
し
て
白
人
の
人
種

主
義
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
か
を
こ
の
作
品
は
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
人
種
志
向
（
レ
イ
ス
・
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
ッ
ド
）
が
相
互
作
用
的
で
あ
る

の
で
は
な
く
、
一
方
通
行
的
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
促
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
反
対
に
人
種
志
向
は
両
方
向
的
で
あ
り
、
白
人
と
黒
人
と
い

う
ア
メ
リ
カ
社
会
の
構
成
要
員
の
人
種
志
向
の
あ
り
か
た
に
は
相
互
性

が
あ
る
と
い
う
の
が
、『
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
ズ
』
を
書
い
た
ス
ー
ザ
ン
・

グ
ー
バ
ー
の
主
張
で
あ
る
。「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
る
と
主
張
し
、
い
っ
ぽ
う
で
「
セ
ッ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
（
性
転
換
）」

と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
人
種
転
換
の
研
究
が
な

か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
グ
ー
バ
ー
は
自
分
の
造

語
「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
と
は

─
人
種
の
境
界
線
を
横
断
す
る
こ
と
、

人
種
模
倣
や
人
種
的
擬
人
化
、
人
種
を
交
差
し
て
真
似
る
こ
と
ま
た
は

可
変
性
を
提
唱
す
る
こ
と
で
あ
り
、
白
人
が
黒
人
の
振
り
を
す
る
こ
と

（posing

）、
黒
人
が
白
人
と
し
て
通
る
こ
と
（passing

）
で
あ
り
、
汎
─

人
種
的
相
互
性
を
意
味
す
る
（
５
）。

　　
グ
ー
バ
ー
は
二
〇
世
紀
の
「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
の
あ
り
か
た
を
論
じ
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て
、
こ
れ
ま
で
ブ
ラ
ッ
ク
ネ
ス
（
黒
い
と
い
う
こ
と
）・
黒
人
文
化
が
劣
等

と
み
な
さ
れ
、
ホ
ワ
イ
ト
ネ
ス
（
白
い
と
い
う
こ
と
）
が
規
範
に
な
っ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
黒
人
か
ら
白
人
へ
の
人
種
転
換
が
強
制
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
十
分
に
認
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
認
め
な
が
ら
も
な
お
、
歴
史
的

に
人
種
の
変
換
は
肌
の
色
と
人
種
は
別
で
あ
る
と
い
う
決
定
的
な
戦
法

が
、
自
由
意
思
論
者
（
リ
ベ
タ
リ
ア
ン
）
の
活
動
家
や
芸
術
家
に
よ
っ
て

取
ら
れ
て
き
た
と
主
張
す
る
（
11
）。「
白
人
で
あ
れ
ば
正
し
い
」
と
考
え

る
社
会
で
は
、「
肌
の
交
易
（
ス
キ
ン
・
ト
レ
ー
ド
）
に
お
い
て
冒
険
的
な

行
為
と
は
、
政
治
的
に
進
歩
的
な
黒
人
と
白
人
が
し
ば
し
ば
そ
の
立
場
を

交
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
黒
人
は
白
人
の
特
権
（privileges

）
を
獲
得
し
、

白
人
は
黒
人
の
欠
損
（privations
）
を
大
げ
さ
に
表
現
す
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
両
者
と
も
に
こ
の
よ
う
な
特
権
を
認
め
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
恣

意
性
を
暴
露
す
る
の
で
あ
る
」（
11
）。

　
グ
ー
バ
ー
の
誇
張
し
た
い
点
は
、
上
記
の
文
章
の
後
半
の
「
特
権
を
認

め
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
恣
意
性
を
暴
露
す
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
特
権
と
欠
損
と
い
う
並
置
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
す
で
に
「
ス
キ
ン
・
ト

レ
ー
ド
」
は
平
等
の
立
場
で
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。

　
さ
ら
に
グ
ー
バ
ー
は
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ノ
ー
・
モ
ア
（
も
う
黒
く
な
い
）』

と
い
う
題
名
の
小
説
を
書
い
た
黒
人
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
と
『
ブ

ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ク
・
ミ
ー
（
わ
た
し
の
よ
う
に
黒
い
）』
と
い
う
題
名
の
体

験
記
を
書
い
た
白
人
の
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
・
グ
リ
フ
ィ
ン
の
、
人
種
越

境
に
お
け
る
対
称
性
を
取
り
上
げ
る
。
二
人
の
例
は
、
二
〇
世
紀
の
ア
メ

リ
カ
社
会
に
お
い
て
肌
の
色
の
境
界
線
を
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
（this 

liberal traffic across the color line

）
証
拠
で
あ
る
と
見
な
す
（
12
）。

　
肌
の
色
の
境
界
線
の
自
由
な
往
来
は
、
黒
さ
を
取
り
入
れ
る
白
人
の
扮

装
が
、
二
〇
世
紀
を
通
し
て
、
な
ぜ
ま
た
い
か
に
し
て
文
化
生
産
の
逆
説

的
に
も
衝
撃
的
な
ほ
ど
ラ
ジ
カ
ル
（
ア
ナ
ー
キ
ー
に
も
な
る
）
で
あ
る
と

同
時
に
き
わ
め
て
保
守
的
（
人
種
差
別
主
義
に
も
な
る
）
な
様
式
と
し
て

作
用
し
た
か
を
私
た
ち
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
（
12
）。

　
こ
の
よ
う
に
グ
ー
バ
ー
は
言
う
の
だ
が
、『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ノ
ー
・
モ
ア
』

は
、
白
い
肌
へ
の
絶
望
的
な
憧
憬
を
転
覆
し
て
み
せ
た
物
語
で
あ
り
、
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
り
白
い
肌
へ
の
転
換
装
置
が
開
発
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
白
人
に
な
る
と
元
黒
人
は
白
人
よ
り
も
白
く
な
る
と
い
う
現

実
か
ら
乖
離
し
た
奇
想
天
外
な
物
語
で
あ
る
。『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ク
・

ミ
ー
』
の
グ
リ
フ
ィ
ス
は
、
実
際
に
赤
外
線
照
射
を
受
け
て
黒
人
に
変
身

し
た
著
者
の
、
南
部
の
町
で
の
個
人
的
な
体
験
を
綴
っ
て
い
る
。
や
が
て

グ
リ
フ
ィ
ス
は
白
人
の
世
界
へ
戻
る
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
ま
た
じ
っ
さ

い
に
戻
っ
て
行
く
。
い
っ
ぽ
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
作
品
は
あ
く
ま
で
も
黒
人

の
パ
ッ
シ
ン
グ
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　
パ
ッ
シ
ン
グ
の
意
味
を
白
人
が
理
解
す
る
の
は
、
黒
人
に
扮
し
た
と
き

に
は
じ
め
て
可
能
に
な
り
、
す
な
わ
ち
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ク
・
ミ
ー
」

体
験
を
し
て
よ
う
や
く
白
人
は
黒
人
の
こ
と
を
理
解
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
カ

ラ
ー
ラ
イ
ン
の
自
由
な
越
境
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
グ
ー
バ
ー
は
唱

え
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
平
等
の

立
場
で
「
ス
キ
ン
・
ト
レ
ー
ド
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
グ
ー
バ
ー
は
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
イ
ス
」
の
伝
統
に
言
及
し
て
、

白
人
が
黒
塗
り
に
な
っ
て
演
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
種
主
義
の
ダ
イ
ナ
ミ

ク
ス
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
（
白
人
）
は
黒
人



45

———　表象のポリティクス　———

の
芸
術
を
体
験
し
、
そ
の
価
値
を
身
を
も
っ
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
こ
れ
は
一
般
に
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ー
や
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
イ

ス
が
、
白
人
に
よ
る
黒
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
で
あ
り
、
白
人
の
文
化

的
黒
人
搾
取
で
あ
る
と
い
う
通
念
へ
の
反
論
で
あ
る
。

　
白
人
に
は
「
人
種
的
羨
望
（
レ
イ
シ
ャ
ル
・
エ
ン
ヴ
ィ
）」
が
あ
り
、
黒

人
文
化
へ
の
憧
憬
の
念
が
あ
る
の
だ
と
グ
ー
バ
ー
は
主
張
す
る
。
け
れ
ど

も
こ
こ
で
グ
ー
バ
ー
は
、「
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
対
す
る
レ
イ
ス

の
創
造
的
影
響
力
」（
43
）
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
か
つ
て
「
レ

イ
ス
」
と
い
う
用
語
が
黒
人
を
特
定
し
、
た
と
え
ば
黒
人
歌
手
に
よ
っ
て

吹
き
込
ま
れ
た
レ
コ
ー
ド
を
「
レ
イ
ス
・
レ
コ
ー
ド
」
と
呼
ん
だ
時
代
が

あ
っ
た
。
グ
ー
バ
ー
は
図
ら
ず
も
無
意
識
の
う
ち
に
そ
の
名
残
の
単
語
を

用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
レ
イ
ス
（
人
種
）」
と
い
う
英
語
の
意
味
が
中

立
的
に
人
種
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
く
、「
黒
人
」
を
指
示
す
る
と
い
う

ア
メ
リ
カ
社
会
の
特
殊
な
歴
史
的
状
況
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
単
語
が
無
意
識
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
こ
そ
問
題
の
根
源
が
潜
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
は
前
記
の
「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
の
定
義
に
使
わ
れ
た
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
動
詞
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
白
人
が
黒
人
を
人
種
的
に
模

倣
す
る
の
は
、「
扮
装
す
る
、
ポ
ー
ズ
を
取
る
」
の
で
あ
る
が
、
黒
人
が

白
人
の
真
似
を
す
る
場
合
は
、
そ
れ
は
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
に
な
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
他
者
の
価
値
観
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
努

力
す
る
の
で
あ
り
、
全
面
的
に
他
者
に
な
り
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

い
っ
ぽ
う
前
者
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
「
振
り
を
す
る
」
範
囲
で
の
模

倣
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
消
滅
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

　
こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
だ
け
で
も
、
人
種
転
換
が
決
し
て
両
方
向
性
で

は
な
い
こ
と
、
マ
イ
ラ
・
ジ
ェ
ー
レ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
非
対
称
的
」

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
マ
イ
ラ
・
ジ
ェ
ー
レ
ン
は
、
マ
ー
ク
・

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』
を
分
析
し
て
、
取
り
換
え
ら

れ
て
し
ま
っ
た
同
じ
日
に
誕
生
し
た
跡
取
息
子
と
混
血
の
奴
隷
の
息
子

の
「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
が
、
決
し
て
両
方
向
的
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ

て
い
る
（
ス
ー
ザ
ン
・
ギ
ル
マ
ン
編
『
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
間
抜
け
の
ウ

イ
ル
ソ
ン
』、

111
）。

　
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
白
人
文
化
へ
の
姿
勢
は
、
支
配
者
の
文

化
と
し
て
圧
倒
的
に
価
値
肯
定
が
な
さ
れ
そ
の
よ
う
に
信
じ
さ
せ
ら
れ

て
い
る
、
そ
し
て
自
分
の
文
化
伝
統
を
否
定
さ
れ
貶
め
ら
れ
て
い
る
支
配

構
造
の
中
で
の
受
容
の
姿
勢
で
あ
る
。
政
治
的
権
力
は
法
的
権
力
に
も
な

り
、
法
的
権
力
は
社
会
生
活
を
支
配
し
、
精
神
生
活
を
支
配
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
よ
う
な
支
配
者
対
被
支
配
者
の
関
係
性
の
な
か
で
、
全
面
的

に
平
等
な
対
称
性
が
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
。
あ
く
ま
で
も
黒
人
が
白
人

を
「
模
倣
す
る
」
と
き
に
は
、「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
で
あ
り
、
今
日
、
距
離

感
を
も
っ
て
白
人
文
化
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
支
配
構
造
に
よ
る
社
会
的
規
範
は
さ
ほ
ど
変
容
し
て
き

て
は
い
な
い
。

　
グ
ー
バ
ー
は
芸
術
の
領
域
に
お
け
る
「
人
種
的
羨
望
（
レ
イ
シ
ャ
ル
・

エ
ン
ヴ
ィ
）」
を
強
調
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
常
に
白
人
の
黒
人
の
芸
術
・

伝
統
へ
の
「
人
種
的
羨
望
（
レ
イ
シ
ャ
ル
・
エ
ン
ヴ
ィ
）」
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
決
し
て
反
対
の
方
向
性
で
は
な
い
。
黒
人
の
白
人
へ
の
「
人

種
的
羨
望
（
レ
イ
シ
ャ
ル
・
エ
ン
ヴ
ィ
）」
は
強
調
・
分
析
す
る
ま
で
も
な

く
、
大
前
提
と
し
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
み
て
も
白
人
と
黒

人
の
「
人
種
的
羨
望
（
レ
イ
シ
ャ
ル
・
エ
ン
ヴ
ィ
）」
の
非
対
称
性
は
明
ら

か
で
あ
る
。
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グ
ー
バ
ー
は
さ
ら
に
、
白
人
は
奴
隷
制
度
の
も
と
で
黒
人
を
服
従
さ
せ

た
こ
と
に
対
し
て
強
い
罪
の
意
識
を
抱
い
て
お
り
、
白
人
の
優
位
性
は
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
確
立
し
て
き
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
白
人
の
抱
く
そ
の
よ
う
な
恥
の
意
識
は
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会

に
お
い
て
引
き
続
き
重
要
な
役
目
を
負
っ
て
い
る
」（
xix
）
と
述
べ
て
い

る
。「
白
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
境
界
線
を
越
え
て
浸
透
す
る
人
種
記
号

に
ず
っ
と
魂
を
奪
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
」（
45
）
は
、「
か
れ
ら
白
人
の

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
化
へ
の
恩
義
・
負
債
」（
45
）
が
あ
る
こ

と
の
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
を
歴
史
的
に
順
序
だ
て
て
記
録
す
る
こ
と
が
自

分
の
仕
事
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

　

　
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
白
人
の
黒
人
文
化
へ
の「
羨
望
」や「
負
債
」は
、

じ
っ
さ
い
ど
の
よ
う
な
形
で
現
実
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

そ
の
対
称
性
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
グ
ー
バ
ー
は
、古
代
の
芸
術
作
品（
陶
器
・
絵
画
な
ど
）か
ら
説
き
お
こ
し
、

白
人
と
黒
人
の
対
称
性
お
よ
び
「
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ
」
の
伝
統
を
解
説
す

る
。
紀
元
前
五
一
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
二
つ
の
顔
を
持
つ

ヤ
ヌ
ス
の
壷
を
例
証
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
ア
フ
リ
カ
人
の
白
人
と

黒
人
の
女
の
顔
の
独
自
性
と
共
通
根
を
探
る
。

　
両
者
の
横
顔
を
比
較
す
る
と
外
的
特
徴
は
肌
の
色
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

顔
つ
き
が
人
種
的
差
異
を
明
瞭
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
顔
つ
き
だ
け
で

は
な
く
お
そ
ら
く
心
理
状
態
」（
３
）
の
違
い
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
分

析
す
る
グ
ー
バ
ー
の
そ
の
「
心
理
（
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
）」
の
意
味
は
明
白
で

は
な
い
。
こ
の
壷
に
描
か
れ
た
人
種
の
独
自
性
は
明
白
で
、
決
し
て
「
る

つ
ぼ
（
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
）」
で
は
な
い
が
、
顔
を
正
面
か
ら
見
る

と
両
者
が
頭
に
乗
せ
て
い
る
壷
と
両
脇
の
取
っ
手
は
、二
人
の
共
通
項（
コ

モ
ナ
リ
テ
ィ
）
で
あ
り
、「
二
つ
の
顔
が
一
つ
の
頭
に
な
り
、
一
つ
の
人

間
（
ビ
ー
イ
ン
グ
）」
に
な
っ
て
い
る
。「
そ
の
神
秘
的
な
二
面
性
は
、
西

洋
と
ア
フ
リ
カ
の
女
性
美
の
相
補
性
を
語
っ
て
い
る
。（
略
）
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
こ
の
壷
の
目
立
っ
た
沈
黙
の
形
式
は
、
人
種
の
混
じ
り
合
い

（com
ingling, fusing, interm

ixing

）
に
関
し
て
か
ら
か
う
よ
う
な
一
つ
の

真
実
（a teasing truth

）
を
伝
え
て
い
る
」（
３
）
と
い
う
グ
ー
バ
ー
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
混
じ
り
合
い
が
本
当
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
横
顔
の
髪

の
毛
・
鼻
・
口
・
顎
・
宝
石
・
首
に
、
そ
れ
ぞ
れ
人
種
的
特
徴
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
グ
ー
バ
ー
は
叙
述
す
る
。
だ
が
そ
の
と
き
に
、
両
者
の
口
の

描
き
か
た
に
注
目
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
白
人
の
女
は
口
を
き
り
り

と
閉
じ
、
黒
人
の
女
の
場
合
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
イ
ス
に
特
徴
的
な
分

厚
い
唇
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
黒
人
女
は
口
を
開
け
て
歯
を
見
せ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
人
種
的
特
徴
を
誇
張
し
て
い
る
ヤ
ヌ
ス
の
壷
が
、
頭
に

抱
く
容
器
の
共
通
項
に
よ
っ
て
混
じ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
強

引
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
グ
ー
バ
ー
は
二
〇
世
紀
の
芸
術
作
品
に
お
い
て
特
に
人
種
の
相
補
性

が
見
ら
れ
る
と
し
て
写
真
家
マ
ン
・
レ
イ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
。「
モ

ン
パ
ル
ナ
ス
の
キ
キ
」
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
モ
デ
ル
が
ア
フ
リ
カ
ン
の

黒
い
仮
面
と
と
も
に
眠
っ
て
い
る
よ
う
に
目
を
閉
じ
て
い
る
よ
く
知
ら

れ
た
作
品
で
あ
る
。

　「
黒
と
白
（
ノ
ワ
ー
ル
・
エ
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
）」（
一
九
二
六
）
と
題
さ
れ
た

写
真
は
、
細
長
い
顔
の
キ
キ
と
ア
フ
リ
カ
の
黒
い
仮
面
が
水
平
と
垂
直
に

写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
グ
ー
バ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、
作
品
名
の

「
と
（
エ
）」
と
い
う
並
列
性
で
あ
る
。「
人
種
の
、
両
方
／
と
、
と
い
う

こ
と
は
モ
デ
ル
と
仮
面
の
交
換
可
能
性
、
あ
る
い
は
代
替
可
能
性
を
暗
示

す
る
」（
６
）
と
い
う
。
眠
っ
て
い
る
キ
キ
の
無
防
備
な
状
態
に
対
し
て
、
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仮
面
は
警
戒
し
て
垂
直
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
仮
面
は
ち
ょ
う
ど
キ
キ

の
首
の
あ
た
り
に
あ
っ
て
、
様
式
化
し
た
石
の
よ
う
な
髪
の
毛
あ
る
い
は

ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
武
器
に
な
っ
て
キ
キ
の
首
を
切
ろ
う
と
し
て
い
る
構
図

で
あ
る
、
と
グ
ー
バ
ー
は
解
釈
す
る
。「
キ
キ
は
お
そ
ら
く
よ
り
高
い
人

間
性
の
意
識
を
備
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
眠
っ
て
い
る
の
か
死
ん
で
い

る
の
か
水
平
状
態
で
、
い
っ
ぽ
う
垂
直
の
仮
面
は
逆
説
的
に
も
よ
り
機
敏

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」（
６
）。
キ
キ
は
左
手
で
仮
面
を
支
え
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
手
は
「
所
有
行
為
と
い
う
よ
り
結
び
つ
く
行
為
、
仲
間
意
識

の
行
為
」（
７
）
で
あ
る
と
い
う
グ
ー
バ
ー
の
分
析
に
十
分
に
納
得
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
写
真
作
品
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
版
が
あ
り
、
写
真
の
ネ
ガ
そ
の
ま
ま

の
白
黒
の
入
れ
替
わ
っ
た
作
品
で
あ
る
。
光
を
当
て
ら
れ
た
よ
う
に
輝
く

白
い
仮
面
が
黒
い
キ
キ
の
顔
か
ら
「
今
す
る
り
と
外
れ
た
よ
う
に
」（
７
）

写
っ
て
い
る
。「
ソ
ラ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
露
光
過
度
に
よ
る
反
転
現
象
）」
と

呼
ば
れ
た
こ
の
技
法
は
、
た
し
か
に
不
思
議
な
効
果
を
生
み
出
し
て
い

る
。「
生
命
の
な
い
オ
ブ
ジ
ェ
が
活
気
を
帯
び
、
命
の
あ
る
モ
デ
ル
の
存

在
は
亡
霊
の
よ
う
な
不
在
に
矮
小
化
し
て
い
る
」（
７
）。
後
半
の
「
亡
霊

の
よ
う
な
不
在
」
に
関
し
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
前
半
の
「
生
命
の
な

い
オ
ブ
ジ
ェ
が
活
気
」
を
帯
び
て
ま
る
で
生
命
を
得
た
よ
う
に
輝
く
力
を

漲
ら
し
て
い
る
印
象
を
与
え
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
黒
と
白
の

反
転
の
面
白
さ
が
芸
術
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
そ
れ
が
「
ス
キ
ン
・
ト
レ
ー
ド
」
へ
結
び
つ
く
と
い
う
飛
躍
は
難
し
い

の
で
は
な
い
か
。

　
グ
ー
バ
ー
は
白
と
黒
の
こ
の
反
転
の
様
子
を
、
写
真
家
マ
ン
・
レ
イ
が
、

黒
人
活
動
家
だ
っ
た
ブ
ッ
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
『
奴
隷
よ
り
身
を

お
こ
し
て
』
か
ら
の
引
用
、「
と
き
に
は
黒
が
ど
こ
か
ら
始
ま
り
、
ど
こ

で
白
が
終
わ
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
」（
７
）
を
写
真
の
中

で
誇
張
し
て
表
現
し
た
の
だ
と
い
う
。
だ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
ア
メ
リ
カ

社
会
に
生
き
る
白
人
と
黒
人
の
関
係
を
人
間
の
手
に
た
と
え
て
、
根
本
で

は
同
一
だ
が
先
の
方
で
は
五
本
に
分
か
れ
る
指
と
し
て
白
人
を
そ
し
て

黒
人
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。「
純
粋
に
社
会
生
活
の
面
で

は
五
本
の
指
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
相
互
の
進
歩
に
関
わ
る
根
本

的
な
事
柄
に
お
い
て
は
手
の
平
の
よ
う
に
一
つ
で
あ
る
」（

148
）
と
宣
言

し
て
、
白
人
へ
脅
威
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
黒
人
の
社
会
領
域
の
限

界
性
を
認
め
て
、「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
と
い
う
社
会
的
・
身
体
的
に

は
ま
っ
た
く
境
界
侵
犯
の
あ
り
え
な
い
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
立
場
を

強
調
し
、
そ
れ
を
唱
道
し
た
指
導
者
で
あ
っ
た
。

　

　
グ
ー
バ
ー
が
一
行
引
用
し
た
箇
所
を
『
奴
隷
よ
り
身
を
お
こ
し
て
』
に

当
た
っ
て
見
る
と
、
そ
の
文
脈
は
ま
さ
に
肌
の
色
の
薄
い
黒
人
の
苦
悩
、

ア
メ
リ
カ
的
ア
ポ
リ
ア
の
あ
る
出
来
事
を
ワ
シ
ン
ト
ン
が
語
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
南
部
の
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
に
よ
っ
て
白
黒
分
離
が
決
め
ら
れ
て
い
る
客

車
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
遭
遇
し
た
の
は
、
黒
人
車
両
に
乗
っ
て
い
る
白
人

に
見
え
る
客
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
悩
ん
で
い
る
車
掌
で
あ
っ
た
。
そ
の
乗

客
は
地
元
で
は
黒
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
さ

え
判
断
し
か
ね
る
」（
82
）
ほ
ど
肌
の
色
が
薄
か
っ
た
。
黒
人
で
あ
れ
ば

白
人
車
両
へ
送
り
た
く
は
な
い
、
け
れ
ど
も
白
人
で
あ
れ
ば
白
人
車
両
へ

誘
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、「
あ
な
た
は
ニ
グ
ロ
で
す
か
」
と

い
う
質
問
を
し
て
相
手
を
侮
辱
し
た
く
な
い
。
顔
を
吟
味
し
さ
ん
ざ
ん

迷
っ
た
挙
句
に
車
掌
が
取
っ
た
行
動
は
、
そ
の
男
の
足
を
見
る
こ
と
だ
っ

た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
は
こ
れ
で
一
件
落
着
だ
ろ
う
と
ほ
っ
と
す
る
。
そ
し
て

じ
っ
さ
い
車
掌
は
黒
人
だ
と
納
得
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
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は
話
の
落
ち
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
人
種
が
メ
ン
バ
ー
を
一
人
失
わ
な
く
て

す
ん
で
よ
か
っ
た
」（
82
）
と
結
ん
で
い
る
。

　
グ
ー
バ
ー
が
引
用
し
た
一
行
は
、「
ス
キ
ン
・
ト
レ
ー
ド
」
を
す
る
白

人
と
黒
人
の
例
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
一
滴
の
血
」
理
論
の
曖
昧
性
の
問

題
で
あ
り
、
そ
の
認
識
不
可
能
性
の
不
安
の
例
で
あ
っ
た
。「
黒
が
ど
こ

か
ら
始
ま
り
、
ど
こ
で
白
が
終
わ
る
の
か
」
と
い
う
ワ
シ
ン
ト
ン
の
言
葉

は
、
グ
ー
バ
ー
が
マ
ン
・
レ
イ
の
作
品
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
、

白
黒
の
境
界
浸
透
性
、境
界
の
曖
昧
性
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
ア

メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
定
義
の
困
難
さ
を
端
的
に
表
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。

　
グ
ー
バ
ー
は
「
人
種
憧
憬
（
レ
イ
ス
・
エ
ン
ヴ
ィ
）」
の
一
つ
の
例
と
し
て
、

二
〇
世
紀
後
半
の
ア

フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ

カ
ン
の
画
家
を
取
り

上
げ
て
い
る
。

　『
レ
イ
ス
チ
ェ
ン
ジ

ズ
』
で
は
、
ロ
バ
ー

ト
・
コ
ー
ル
ス
コ
ッ

ト
（
一
九
二
五
─
）
の

絵
が
五
点
、
例
証
と

し
て
分
析
さ
れ
、
図

版
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
。
コ
ー
ル
ス
コ
ッ

ト
は
古
今
の
著
名
な

絵
画
を
パ
ロ
デ
ィ
化

し
、
白
人
モ
デ
ル
を

黒
人
に
変
え
た
絵
を
何
点
も
描
い
て
い
る
画
家
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
レ
イ

ス
チ
ェ
ン
ジ
（
人
種
転
換
）」
の
絵
画
で
名
前
を
知
ら
れ
た
画
家
で
あ
る
。

挿
入
さ
れ
た
絵
の
一
つ
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
を
描
い
て
よ
く

知
ら
れ
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ロ
イ
ツ
の
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
川
を
渡
る
ジ
ョ
ー

ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
」（
一
八
五
一
）
の
パ
ロ
デ
ィ
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
を
は

じ
め
舟
に
乗
っ
て
い
る
の
は
す
べ
て
黒
人
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
白
い
歯
を

見
せ
て
笑
い
歌
い
、
酒
を
飲
み
、
釣
り
を
し
た
り
葉
巻
を
吸
い
な
が
ら
バ

ン
ジ
ョ
ー
を
奏
で
て
い
る
。
川
の
向
こ
う
側
に
は
自
由
が
あ
る
こ
と
を

暗
示
し
、
川
面
に
は
「
綿
花
の
よ
う
な
流
氷
」（
47
）
が
浮
か
ん
で
い
る
。

ア
メ
リ
カ
植
民
地
を
解
放
し
た
指
導
者
を
中
心
に
置
く
こ
の
絵
は
、「
綿

花
の
よ
う
な
流
氷
」
に
よ
っ
て
奴
隷
制
度
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ

の
「
馬
鈴
薯
を
食
べ
る

人
々
」（
一
八
八
五
）
の

パ
ロ
デ
ィ
画
で
は
、
貧

し
い
黒
人
の
農
夫
一
家

が
大
皿
の
ポ
テ
ト
を
突

つ
い
て
い
る
が
、
ラ
ン

プ
の
明
か
り
に
惨
め
な

暗
さ
は
な
く
、
こ
ち
ら

に
顔
を
向
け
て
い
る
家

族
は
楽
し
く
笑
っ
て
い

る
。
そ
の
大
き
な
ピ
ン

ク
色
の
唇
に
、
グ
ー

ロバート・コールスコット（エマニュエル・ロイツの「デラウェア
川を渡るジョージ・ワシントン」（1851））

ロバート・コールスコット（ヴァン・ゴッホの「馬鈴薯を食べる人々」
（1885））
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バ
ー
は
、「
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
い
う
よ
り
白
人
が
ミ
ン
ス
ト

レ
ル
・
シ
ョ
ー
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
に
な
っ
た
よ
う
だ
」（
46
）

と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
絵
で
は
貧
し
い
農
夫
た
ち
に
威

厳
が
生
ま
れ
て
い
る
の
に
ひ
き
か
え
、
コ
ー
ル
ス
コ
ッ
ト
の
に
や
に
や
笑

う
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
ェ
イ
ス
の
ポ
テ
ト
・
イ
ー
タ
ー
た
ち
は
、
貧
し
さ
を
喜

ん
で
い
る
よ
う
な
表
情
を
た
た
え
て
二
重
の
屈
辱
が
与
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
批
評
家
の
意
見
を
グ
ー
バ
ー
は
引
用
す
る
。

　
そ
の
よ
う
な
批
判
を
引
用
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
グ
ー
バ
ー
は
「
レ
イ
ス

チ
ェ
ン
ジ
（
人
種
転
換
）」
の
両
方
向
性
を
強
調
す
る
。
白
人
画
家
に
よ

る
白
人
を
主
題
に
し
た
絵
画
を
黒
人
画
家
が
登
場
人
物
を
黒
人
に
入
れ

換
え
る
と
い
う
作
業
じ
た
い
が
、
並
列
的
な
力
関
係
に
基
づ
く
「
レ
イ
ス

チ
ェ
ン
ジ
（
人
種
転
換
）」
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ロ
イ
ツ
の
絵
で

は
黒
人
が
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
上
の
指
導
者
に
な
り
、
中
心
的
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
グ
ー
バ
ー
は
言
う
。
ま
た
ロ
イ
ツ
の
絵
も
ゴ
ッ
ホ
の
絵
も
、

そ
れ
ぞ
れ
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
・
シ
ョ
ー
を
想
起
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ

カ
建
国
の
時
代
か
ら
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
文
化
が
ア
メ
リ
カ
文
化

を
担
っ
て
き
た
と
い
う
訴
え
に
な
っ
て
い
る
と
グ
ー
バ
ー
は
分
析
し
て

み
せ
る
。「
漫
画
の
よ
う
な
手
法
と
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
添
え
書
き
は
、
西

洋
絵
画
や
ア
メ
リ
カ
文
化
の
歴
史
に
お
い
て
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ

ン
を
中
心
に
捉
え
る
手
段
に
も
な
っ
て
い
る
」（
47
）。
果
た
し
て
そ
う
だ

ろ
う
か
。
す
ぐ
に
疑
問
は
湧
い
て
く
る
。「
漫
画
の
よ
う
な
手
法
と
パ
ロ

デ
ィ
化
し
た
添
え
書
き
」
で
し
か
表
現
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ

の
よ
う
な
手
段
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
の
か
。
白
人
が
起
こ
し
た
歴
史
的
事
件
の
中
で
パ
ロ
デ
ィ
以
外

で
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
が
重
要
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な

い
。

　
人
種
記
号
を
認
識
し
、
モ
リ
ス
ン
の
よ
う
に
そ
れ
に
挑
戦
し
て
い
る
も

う
一
人
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
画
家
に
注
目
し
た
い
。
エ
イ
ド

リ
ア
ン
・
パ
イ
パ
ー
（
一
九
四
八
─
）
は
分
析
哲
学
を
大
学
で
教
え
て
い

る
教
師
だ
が
、
い
っ
ぽ
う
で
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
第
一
世

代
で
あ
る
。
肌
の
色
の
薄
い
パ
イ
パ
ー
の
親
類
に
は
、
パ
ッ
シ
ン
グ
を
し

て
白
人
世
界
へ
入
っ
て
い
っ
た
者
が
多
く
い
る
と
い
う
。「
白
人
へ
パ
ッ

シ
ン
グ
、
黒
人
へ
パ
ッ
シ
ン
グ
」
と
い
う
文
章
を
パ
イ
パ
ー
は
書
い
て
い

る
が
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）、
そ
の
題
名
の
よ
う
に
パ
イ
パ
ー
は
ど
ち
ら
に
も

な
り
う
る
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
問
題
の
根
源
が
あ

る
。
人
種
を
あ
ら
わ
す
と
諒
解
さ
れ
て
い
る
肌
の
色
と
い
う
外
面
的
な
要

素
で
す
ら
、
す
で
に
確
実
な
証
拠
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
パ

イ
パ
ー
は
、「
ニ
グ
ロ
の
特
徴
を
誇
張
し
た
自
画
像
」（
一
九
八
一
）
を
描

き
、「
素
敵
な
白
人
婦
人
と
し
て
の
自
画
像
」（
一
九
九
五
）
を
描
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
人
種
表
象
が
ど
ち
ら
に
も
な
り
う
る
「
ア
メ
リ
カ
の
黒

人
」
で
あ
る
。
パ
イ
パ
ー
自
身
が
「
触
媒
反
応
シ
リ
ー
ズ
」（
一
九
七
〇
）

と
い
み
じ
く
も
名
づ
け
た
よ
う
に
、
触
媒
・
第
三
者
・
世
間
に
認
識
さ
れ

る
人
種
記
号
が
そ
の
人
物
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
し
て
い
く
。
自

分
で
は
な
く
他
者
の
社
会
規
範
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
視
線
が
、「
あ
な
た

の
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
す
る
。「
あ
な
た
が
だ
れ
か
決
断
し
な

さ
い
」（
一
九
九
二
）
と
い
う
題
名
に
あ
る
よ
う
に
、
パ
イ
パ
ー
は
人
種

の
曖
昧
性
を
主
題
に
し
た
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
を
発
表
し
て
い

る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
画
家
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
人
種
的
・
社
会
的
曖
昧
性
が
問
題
に
な
ら
な
い
の
が
、
白

人
の
芸
術
家
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
グ
ー
バ
ー
の
よ

う
に
、
白
人
と
黒
人
を
並
列
さ
せ
同
じ
土
壌
に
い
る
と
い
う
前
提
、
す
な

わ
ち
人
種
転
換
は
相
互
に
実
践
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
相
互
の
理
解
を
深
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め
ア
メ
リ
カ
文
化
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
行
う
分
析
は
初

め
か
ら
無
理
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
人
種
的
羨
望
は
両
方

通
行
で
あ
る
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
白
人
で
あ
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
人
種
的

罪
悪
感
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
グ
ー
バ
ー
の
意
見
は
楽
観
的
で
あ

る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
両
方
向
性
を
あ
く
ま
で
も
立
証
し
た

い
と
い
う
欲
求
に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
牽
強
付
会
の
論
理
で
あ
る
。

７　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
黒
人
」
│
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
八
月

　
　
の
光
』

　
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
「
黒
人
」
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
「
人

工
的
」
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
は
文
学

的
テ
ー
マ
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
人
種
記
号
に
よ
る
ト
リ
ッ
ク
を

作
品
展
開
に
取
り
入
れ
た
作
品
例
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
な
か
か
ら
容
易

に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
〇
世
紀
の
作
家
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
ま
ず
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
い
る
。

『
八
月
の
光
』
は
そ
の
よ
う
な
人
種
分
類
の
曖
昧
性
と
認
知
不
能
（
ア
グ

ノ
シ
ア
）
を
主
題
的
底
流
に
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
認
知
不
能
（
ア
グ
ノ
シ
ア
）
の
恐
怖
が
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
主
人
公
が
妊
娠
し
て
い
る
リ
ー
ナ
・
グ
ロ
ー
ヴ
で
あ
る

の
か
、
孤
児
の
ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
で
あ
る
の
か
、
ど
ち
ら
か
に
決
定

す
る
必
要
は
な
い
。
リ
ー
ナ
・
グ
ロ
ー
ヴ
は
お
腹
の
子
供
の
父
親
を
探
し

て
ア
ラ
バ
マ
か
ら
「
ま
っ
た
く
遠
い
」
ミ
シ
シ
ッ
ピ
へ
や
っ
て
来
た
。
距

離
的
に
離
れ
た
見
知
ら
ぬ
町
は
要
領
を
得
ず
、
探
す
相
手
の
存
在
不
明
と

と
も
に
分
け
の
わ
か
ら
な
い
迷
宮
性
が
倍
加
す
る
。
そ
こ
で
探
す
男
の
名

前
は
ル
ー
カ
ス
・
バ
ー
チ
か
ら
バ
イ
ロ
ン
・
バ
ン
チ
へ
流
動
的
に
変
化
し
、

周
囲
の
登
場
人
物
の
ジ
ョ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
、
実
は
ル
ー
カ
ス
・
バ
ー
チ
や

ジ
ョ
ア
ナ
・
バ
ー
デ
ン
と
い
う
名
前
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
バ
ー
チ
・
バ
ン

チ
・
ブ
ラ
ウ
ン
・
バ
ー
デ
ン
と
い
う
Ｂ
音
で
始
ま
る
似
通
っ
た
姓
を
持
つ

人
々
に
よ
っ
て
、
リ
ー
ナ
の
ま
わ
り
の
男
た
ち
の
存
在
は
ま
す
ま
す
混
乱

し
曖
昧
化
し
て
い
く
。

　
少
な
い
情
報
で
男
を
探
す
う
ち
に
、
男
の
正
体
は
定
か
で
な
く
な
り
、

リ
ー
ナ
・
グ
ロ
ー
ヴ
自
身
が
誰
を
、
そ
し
て
何
を
追
い
求
め
て
い
る
の
か

曖
昧
に
な
っ
て
く
る
。
お
腹
の
子
供
を
産
む
た
め
に
夫
が
必
要
な
の
か
、

父
親
と
し
て
の
ル
ー
カ
ス
・
バ
ー
チ
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、
リ
ー
ナ
・

グ
ロ
ー
ヴ
は
明
ら
か
に
し
な
い
。
最
終
的
に
は
ル
ー
カ
ス
・
バ
ー
チ
と
い

う
空
っ
ぽ
の
存
在
・
空
っ
ぽ
の
名
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
男
に

代
わ
っ
て
、
バ
イ
ロ
ン
・
バ
ン
チ
が
現
実
的
に
リ
ー
ナ
の
そ
ば
に
い
て
代

理
夫
・
代
理
父
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

　
リ
ー
ナ
の
物
語
で
は
な
く
ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
を
中
心
に
据
え
て
み

る
と
、
明
ら
か
に
人
種
記
号
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
が
最

初
に
登
場
す
る
製
材
所
の
場
面
で
、
す
で
に
微
妙
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
人

種
背
景
が
曖
昧
化
さ
れ
て
い
る
。
現
場
主
任
は
作
業
を
し
て
い
る
別
の
男

に
、「
奴
の
名
前
は
ク
リ
ス
マ
ス
っ
て
ん
だ
」
と
お
し
え
る
の
だ
が
、
そ

れ
に
対
し
て
「
へ
え
外
国
人
な
の
か
よ
」
と
男
が
聞
き
返
し
て
い
る
。「
白

人
の
男
で
ク
リ
ス
マ
ス
っ
て
名
前
き
い
た
こ
と
が
あ
る
か
い
」
と
い
う
主

任
に
、「
そ
ん
な
名
前
い
っ
さ
い
聞
い
た
こ
と
ね
え
な
」（
26
）
と
男
が
答

え
る
。「
白
人
の
男
で
」
と
い
う
限
定
に
、
す
で
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
出
自

を
問
題
に
す
る
人
種
記
号
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス

は
白
人
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
あ
り
、
認
知
不
能
の
恐

怖
が
読
み
取
れ
る
。
読
者
は
す
で
に
そ
の
人
種
的
背
景
に
関
し
て
曖
昧
な
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———　表象のポリティクス　———

印
象
を
抱
く
よ
う
に
誘
導
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
人
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
ク
リ
ス
マ
ス
と
い
う
名
前
の
非
存
在
が

強
調
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ク
リ
ス
マ
ス
と
い
う
人
間
じ
た
い
の
存
在
証
明

が
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
く
る
。
後
に
ク
リ
ス
マ
ス
が
孤
児
院
育
ち
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
、
父
親
が
誰
で
あ
る
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る

と
、そ
の
曖
昧
性
は
よ
け
い
に
増
し
て
く
る
。
最
初
の
「
黒
人
疑
惑
」
は
、

ク
リ
ス
マ
ス
の
祖
父
ハ
イ
ン
ズ
が
娘
の
相
手
を
勝
手
に
黒
人
と
決
め
つ

け
た
こ
と
に
あ
る
。
祖
父
に
は
正
式
な
結
婚
と
い
う
社
会
的
規
範
に
の
っ

と
っ
た
過
程
を
経
ず
に
子
供
を
産
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。
そ
の
よ
う
な
相
手
は
黒
人
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
祖
父
の
発
想

に
す
で
に
人
種
的
偏
見
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
の
疑
惑
は
孤
児
院
時
代
で
、
五
歳
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
情
事
を
発
見

さ
れ
て
怒
り
狂
っ
た
孤
児
院
の
栄
養
士
が
、「
チ
ビ
の
ニ
ガ
ー
・
バ
ス
タ
ー

ド
！
」（
94
）
と
怒
鳴
り
、
院
長
へ
の
告
げ
口
を
恐
れ
て
定
か
な
根
拠
も

な
く
、「
ク
リ
ス
マ
ス
少
年
は
ニ
ガ
ー
な
ん
で
す
」（

101
）
と
打
ち
明
け
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
や
、
孤
児
院
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
描
写
し

て
、「
五
歳
に
し
て
は
小
さ
く
、
ま
る
で
影
の
よ
う
だ
っ
た
。
影
の
よ
う

に
陰
気
で
静
か
だ
っ
た
」（
91
）
と
二
度
に
わ
た
っ
て
「
影
」
が
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
非
存
在
性
、
実
体
の
欠
落
が
強

調
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
影
の
、
沈
黙
す
る
存
在
と
し
て
の

黒
人
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
み
な
描
写
で
あ
っ
て
人
種
記
号
で
は
な
い
が
、
ク
リ
ス
マ
ス

の
登
場
に
は
常
に
非
可
視
性
・
曖
昧
性
・
非
表
現
（
沈
黙
）
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
白
人
に
も
な
り
、
黒
人
に
も
な
る
。
外
観
で
は

白
人
で
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
が
黒
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
父
親
の

人
種
的
背
景
が
明
白
で
な
い
か
ら
だ
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
黒
人
を
定
義
す
る
「
一
滴
の
血
」
理
論
で
あ

る
。「
一
滴
の
血
」
理
論
が
信
奉
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ク
リ
ス
マ
ス

の
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
不
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
ク
リ
ス
マ
ス
は
白
人
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会
で
恐
れ
ら
れ
る
認

知
不
能
の
恐
怖
は
、「
一
滴
の
血
」
理
論
が
そ
れ
を
助
長
す
る
。

　
ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
が
リ
ン
チ
に
あ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
認
知
不

能
の
恐
怖
・
曖
昧
性
の
恐
怖
を
共
同
体
の
白
人
の
間
に
募
ら
せ
た
か
ら

で
あ
っ
た
。「
奴
は
ニ
ガ
ー
の
よ
う
に
も
白
人
の
よ
う
に
も
振
る
舞
わ
な

か
っ
た
。
そ
れ
な
ん
だ
よ
。
み
ん
な
が
あ
ん
な
に
怒
っ
た
の
は
」（

263
）

と
い
う
町
の
男
の
言
葉
は
、
白
人
で
あ
る
の
か
黒
人
で
あ
る
の
か
、
ど
ち

ら
か
に
分
類
せ
ね
ば
す
ま
な
い
ア
メ
リ
カ
社
会
の
人
種
主
義
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ブ
レ
イ
カ
ス
テ
ン
は
、
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
二
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、「
一
つ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
は
一
人
の
人
間
で
あ
る
こ
と
。
二
つ

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
は
誰
で
も
な
い
存
在
に
な
る
こ
と
。

ク
リ
ス
マ
ス
は
歩
く
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
（
自
家
撞
着
）
で
あ
り
、
そ
の
否
定

で
あ
る
。
白
人
で
あ
り
黒
人
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
ど
ち
ら
で
も
な
い
」

（
ニ
ュ
ー
エ
ッ
セ
イ
ズ
、
83
）
と
述
べ
て
い
る
。
肌
の
色
の
薄
い
ク
リ
ス
マ

ス
は
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
が
、
あ
え
て
選
ぶ
こ
と
を

選
ば
ず
拒
否
し
た
と
ブ
レ
イ
カ
ス
テ
ン
は
い
う
。
そ
れ
は
「
南
部
社
会
が

押
し
つ
け
て
く
る
既
製
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
枠
組
み
」
に
入
る
こ
と

を
拒
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
83
）。

　
娼
婦
と
の
や
り
と
り
、
ジ
ョ
ア
ナ
・
バ
ー
デ
ン
と
の
付
き
合
い
か
た
に

ブ
レ
イ
カ
ス
テ
ン
の
指
摘
す
る
「
既
製
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
枠
組

み
」へ
の
挑
戦
が
読
み
取
れ
る
。
リ
ン
チ
直
前
に
床
屋
へ
行
く
場
面
で
は
、

「
白
人
の
振
り
を
し
て
白
人
の
床
屋
へ
行
っ
た
。
白
人
の
よ
う
に
見
え
る
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か
ら
、
だ
れ
も
疑
わ
な
か
っ
た
」（

263
）
と
い
う
よ
う
に
、
ク
リ
ス
マ
ス

の
堂
々
と
し
た
態
度
に
は
白
人
と
黒
人
と
の
枠
組
み
を
も
の
と
も
せ
ず

に
、
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
い
う
強
固
な
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
子
供
の

こ
ろ
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
定
で
き
ず
に
、
周
囲
の
者
た
ち
か
ら

そ
の
不
確
定
性
を
時
に
応
じ
て
想
起
さ
せ
ら
れ
た
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
お
の

ず
か
ら
「
白
人
で
あ
り
黒
人
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
ど
ち
ら
で
も
な
い
」

と
い
う
、
社
会
規
範
が
許
さ
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
か
た
を
選

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
社
会
の
調
和
を
騒
乱
さ
せ
る
人
物
は
、
社

会
秩
序
を
信
奉
す
る
人
々
に
よ
り
抹
殺
さ
れ
る
。

　『
八
月
の
光
』
に
は
、
否
定
的
な
意
味
合
い
を
喚
起
す
る
「
に
お
い
」

が
印
象
深
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
消
す
こ
と
が
で
き
ず
に
そ
こ
に
た
し

か
な
存
在
と
し
て
あ
る
に
お
い
で
は
あ
る
が
、
そ
の
特
質
と
し
て
に
お
い

は
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ク
リ
ス
マ
ス
が
黒
人
の
町
フ
リ
ー
ド
マ

ン
・
タ
ウ
ン
（
解
放
奴
隷
の
町
）
へ
知
ら
ぬ
う
ち
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
が

に
お
い
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
の
描
写
は
、
作
者
に
よ
っ

て
「
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
タ
ウ
ン
（
解
放
奴
隷
の
町
）」
と
意
図
的
に
名
づ
け

ら
れ
た
黒
人
共
同
体
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
い
か
な
る
存
在
で
あ

る
の
か
を
消
極
的
に
示
し
て
い
る
。
か
れ
ら
白
人
の
精
神
領
域
に
お
い
て

黒
人
社
会
は
ど
の
よ
う
に
思
い
描
か
れ
る
の
か
、
図
ら
ず
も
提
示
し
て
い

る
箇
所
で
あ
る
。

　
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
タ
ウ
ン
に
は
夏
の
に
お
い
と
見
え
な
い
ニ
グ
ロ
た
ち

の
声
が
漲
っ
て
い
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
も
の
と
は
異
な
る
言
葉
で
、
身
体

の
な
い
声
が
さ
さ
や
き
あ
っ
た
り
お
喋
り
し
た
り
、
笑
っ
た
り
し
て
ク
リ

ス
マ
ス
を
取
り
囲
む
よ
う
だ
っ
た
。
真
っ
黒
い
穴
の
底
か
ら
、
薄
暗
い
ケ

ロ
ジ
ン
ラ
ン
プ
に
照
ら
さ
れ
た
小
屋
に
囲
い
込
ま
れ
た
自
分
を
見
つ
め
て

い
る
よ
う
で
、
街
灯
は
ま
す
ま
す
間
遠
に
な
り
、
黒
い
命
、
黒
い
息
遣
い

そ
の
も
の
が
そ
の
息
の
実
体
を
な
し
て
い
て
、
声
ば
か
り
で
な
く
動
い
て

い
る
身
体
や
明
か
り
そ
の
も
の
が
流
動
的
に
な
り
一
体
に
な
っ
て
、
ゆ
っ

く
り
と
今
や
引
き
離
し
が
た
く
重
み
を
増
し
た
夜
の
一
つ
の
小
片
か
ら
小

片
に
な
っ
て
い
く
よ
う
だ
っ
た
（
87
）。

　
夜
の
黒
人
町
の
描
写
は
、
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
黒
人
の

存
在
へ
の
白
人
の
感
情
・
感
覚
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
見
え
な
い
ニ
グ

ロ
た
ち
の
声
」
は
視
覚
性
に
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
か
な
存
在

で
あ
り
、
顔
の
な
い
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
て
い
る
。
か
れ
ら
の
声
の
充
満
は

否
定
で
き
ず
、
な
お
か
つ
よ
そ
者
で
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
を
取
り
囲
み
、
ク

リ
ス
マ
ス
は
そ
の
違
和
感
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
。「
闇
の
中
で
黒
々
と
し

た
形
を
な
す
小
屋
」（
88
）
は
黒
人
の
暮
ら
し
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
は
い
る
が
、
昼
の
明
る
さ
の
中
で
確
認
で
き
る
よ
う
な
明
ら
か
な
輪

郭
を
描
い
て
い
な
い
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
・
タ
ウ
ン
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し

ま
っ
た
ク
リ
ス
マ
ス
は
息
遣
い
も
激
し
く
な
り
、
窒
息
状
態
に
な
る
。
そ

し
て
「
こ
の
黒
い
窪
地
」（
88
）
か
ら
よ
う
や
く
脱
け
出
し
て
白
人
居
住

区
へ
出
た
ク
リ
ス
マ
ス
だ
っ
た
が
、「
白
人
の
冷
た
く
き
び
き
び
し
た
空

気
に
な
っ
て
い
た
」（
88
）
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
呼
吸
は
激
し
く
、

心
臓
は
鳴
り
響
き
、
ぜ
い
ぜ
い
と
喘
い
で
い
る
。

　「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
共
同
体
の
真
っ
只
中
に
迷
い
込
ん
で
い
っ
た

ク
リ
ス
マ
ス
の
身
体
的
体
験
は
、
か
れ
ら
の
た
し
か
な
息
づ
か
い
・
存
在

を
確
認
さ
せ
ら
れ
る
行
程
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
こ
の
描
写
は
も
う
一

つ
、「
明
か
り
が
な
く
暑
く
湿
っ
た
長
子
相
続
的
〈
女
〉」
と
い
う
根
源
的

な
「
女
─
性
」
体
験
の
喩
え
に
も
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
「
黒
い

窪
地
」
か
ら
脱
出
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
が
、「
ニ
グ
ロ
の
に
お
い
や
ニ
グ
ロ
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———　表象のポリティクス　———

の
声
は
す
で
に
背
後
に
下
方
へ
移
っ
て
い
た
」（
88
）
と
感
じ
ら
れ
る
と
、

冷
静
に
な
り
白
人
の
町
を
丁
寧
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
は
同
じ
よ
う
に
夜
の
町
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
町
と

は
対
照
的
に
明
る
く
、
灯
の
と
も
さ
れ
た
ポ
ー
チ
で
ト
ラ
ン
プ
に
興
じ
る

四
人
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
四
人
の
表
情
す
ら
微
細
に
描
写
さ
れ
、

身
体
的
な
形
状
を
伴
い
、
個
人
と
し
て
独
立
し
た
存
在
と
し
て
数
え
ら
れ

て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
黒
人
は
姿
も
認
め
ら
れ
ず
、
形
状
を
伴
わ
な
い
声
と

し
て
の
み
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
ク
リ
ス
マ
ス
は
白
人
が
足
を
踏
み
入
れ
な
い
黒
人
町
へ
無
意
識
の
う

ち
に
迷
い
込
ん
で
い
っ
た
。
無
意
識
の
な
か
で
ク
リ
ス
マ
ス
は
白
人
で
あ

る
こ
と
と
黒
人
で
あ
る
こ
と
を
体
験
し
、
両
者
の
間
で
ど
ち
ら
か
に
確

定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ひ
と
り
喘
ぎ
な
が
ら
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
な

い
。
白
人
で
あ
る
こ
と
も
黒
人
で
あ
る
こ
と
も
ク
リ
ス
マ
ス
に
と
っ
て
は

認
識
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
黒
人
の
に
お
い
」
と
い
い
な
が
ら
、

そ
れ
を
形
状
と
し
て
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
認
識
で
き
な
い
こ
と
に

つ
な
が
る
。

　
そ
の
よ
う
な
ク
リ
ス
マ
ス
は
死
へ
向
か
う
の
だ
が
、
そ
の
場
面
で
も

「
ニ
グ
ロ
の
に
お
い
」
が
強
調
さ
れ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
は
自
分
の
作
業
用

の
大
き
な
靴
（
ブ
ロ
ー
ガ
ン
靴
）
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
そ
の
靴
が
、「
鉄

鋼
石
を
鈍
い
斧
で
ぶ
ち
割
っ
た
よ
う
に
見
え
」（

249
）、「
そ
の
荒
削
り
で

ぶ
ざ
ま
で
不
格
好
な
無
形
状
の
靴
」
を
見
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
分
の
運
命

を
読
み
と
っ
て
い
る
。
物
語
の
最
初
の
場
面
で
リ
ー
ナ
・
グ
ロ
ー
ヴ
が
都

会
の
象
徴
と
し
て
靴
を
大
事
に
抱
え
て
い
る
よ
う
に
、
ク
リ
ス
マ
ス
は

「
ニ
グ
ロ
の
に
お
い
」
の
す
る
黒
い
靴
を
抱
え
て
、「
つ
い
に
白
人
の
男

た
ち
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
黒
い
深
淵
の
中
へ
落
ち
て
行
く
自
分
」（

249
）

を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
深
淵
は
三
〇
年
間
ク
リ
ス
マ
ス
を
待
ち
つ
づ
け

て
い
た
の
で
あ
り
、
す
で
に
ク
リ
ス
マ
ス
は
そ
こ
へ
入
り
込
ん
で
し
ま
っ

た
と
感
じ
て
い
る
。「
ニ
グ
ロ
の
に
お
い
」
が
す
る
黒
い
靴
は
無
形
状
の

カ
オ
ス
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
た

め
に
起
き
る
悲
劇
＝
死
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。

　
黒
い
靴
と
ニ
グ
ロ
の
た
と
え
は
物
語
の
中
で
何
度
か
言
及
さ
れ
て
い

る
。「
ニ
グ
ロ
の
に
お
い
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
特
質
は
、
白

人
の
場
合
に
は
成
立
し
な
い
。
唯
一
こ
の
作
品
で
白
人
と
に
お
い
が
関

わ
っ
て
い
る
の
は
、
町
の
除
け
者
で
あ
る
牧
師
ハ
イ
タ
ワ
ー
が
八
月
の
暑

さ
の
中
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
窓
辺
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
場
面
で
あ

る
。

　
自
分
が
暮
ら
し
て
い
る
ま
わ
り
の
匂
い
（odour

）
を
忘
れ
、
八
月
の

暑
さ
の
中
で
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
窓
辺
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た

─
も
は
や
命

を
も
っ
て
生
き
て
は
い
な
い
人
々
の
あ
の
に
お
い
、
あ
の
す
っ
か
り
乾
き

き
っ
た
に
お
い
、
墓
場
の
先
触
れ
の
よ
う
な
古
び
た
リ
ネ
ン
の
に
お
い

（
239
）。

　
ハ
イ
タ
ワ
ー
を
取
り
巻
く
匂
い
は
経
帷
子
の
リ
ネ
ン
の
よ
う
に
、
ま
と

わ
り
つ
く
死
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
に
お
い

は
否
定
的
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
黒
人
町
の
に
お
い
も
ま
た
否
定
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

ク
リ
ス
マ
ス
が
黒
人
町
へ
入
り
込
ん
だ
と
き
の
夏
の
に
お
い
は
、
暑
さ
で

や
り
場
の
な
く
な
っ
た
生
命
力
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
黒
々

と
漲
っ
て
い
る
底
知
れ
ぬ
力
を
象
徴
し
て
い
た
の
か
。
形
状
を
な
さ
な
い

声
と
同
じ
よ
う
に
、
形
状
を
な
さ
な
く
と
も
確
実
に
存
在
し
て
い
る
に
お

い
は
、「
影
」
の
よ
う
な
夜
の
黒
人
町
の
象
徴
と
し
て
消
極
的
に
存
在
を
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主
張
す
る
。

　
ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
は
「
現
代
の
エ
ヴ
リ
マ
ン
で
あ
る
ゆ
え
に
、

わ
れ
わ
れ
は
ク
リ
ス
マ
ス
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
」（『
二
〇
世
紀
解
釈
』、

97
）
と
ジ
ョ
ン
・
Ｌ
・
ロ
ン
グ
リ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
は
い
う
。
そ
し
て
「
恒

常
的
な
も
の
は
唯
一
不
合
理
で
不
安
定
性
な
世
界
で
、
わ
れ
わ
れ
は
合
理

性
以
外
の
も
の
し
か
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（
97
）
と
い
う
ロ
ン
グ

リ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
の
矛
盾
す
る
発
言
は
、
そ
れ
で
も
真
実
を
つ
い
て
い
る
。

『
八
月
の
光
』
に
お
い
て
、
リ
ー
ナ
の
人
探
し
の
旅
は
曖
昧
な
ま
ま
に
終

わ
る
の
だ
が
、
リ
ー
ナ
の
人
生
が
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
元
の
男
友
達
と

似
通
っ
た
名
前
の
男
に
付
き
ま
と
わ
れ
な
が
ら
リ
ー
ナ
は
旅
を
続
行
す

る
。
白
人
と
黒
人
の
二
つ
の
世
界
・
二
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
間
を

行
っ
た
り
来
た
り
す
る
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
ま
さ
に
恒
常
的
な
不
安
定
性
を

生
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
ク
リ
ス
マ
ス
の
存
在
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
の
宿
命

を
表
象
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
自
分
が
認
証
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
る
は
ず
の
か
れ
ら
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
た
ち
で
あ
る
。『
八
月
の
光
』
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
死
は
、

人
種
記
号
が
具
体
的
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
黒
人
疑
惑
」
を
か
け
ら
れ
、
存
在
証
明
そ
の
も
の
が
意
図
的
に
曖

昧
に
さ
れ
た
人
物
の
悲
劇
で
あ
っ
た
。

８　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
黒
人
」
│
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の

　
　
『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』

　
人
種
の
曖
昧
性
を
取
り
上
げ
た
作
品
と
し
て
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の

『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』（
一
八
九
四
）
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
日

に
生
ま
れ
た
白
人
の
跡
取
息
子
と
肌
の
色
の
薄
い
乳
母
の
息
子
と
の
取

替
え
ば
や
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
に
お
い
て
最
新
の
科
学
で
あ
っ
た

指
紋
学
を
研
究
す
る
町
の
新
参
者
で
変
わ
り
者
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
に
よ
っ

て
、
個
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
特
定
さ
れ
、
ム
ラ
ー
ト
の
母
親
が
息

子
の
将
来
を
思
っ
て
や
っ
た
謀
略
が
暴
露
さ
れ
る
と
い
う
内
容
の
作
品

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
ま
た
前
提
に
な
る
の
は
、「
一
滴
の
血
」
理
論
で
あ
る
。
南

北
戦
争
後
に
な
さ
れ
た
差
別
法
（
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
）
の
制
定
の
な
か
か

ら
、
一
八
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
は
南
部
社
会
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
社

会
の
ほ
と
ん
ど
で
「
一
滴
の
血
」
理
論
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
か
つ
て
の
南
部
連
合
を
構
成
し
て
い
た
南
部
の

一
七
州
の
う
ち
一
六
州
ま
で
が
異
人
種
間
の
結
婚
を
禁
止
す
る
法
律
を

制
定
し
、
一
九
三
〇
年
に
は
全
米
四
八
州
の
う
ち
二
九
州
ま
で
が
異
人
種

間
の
結
婚
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
〇
年
に
い
た
る
ま
で
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
の
法
律
は
三
二
分
の
一
で
も
黒
人
の
血
を
持
て
ば
、
そ
の
人
物

は
黒
人
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
（
ギ
ル
マ
ン
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
編
『
マ
ー
ク
・

ト
ウ
ェ
イ
ン
の
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン

─
人
種
・
闘
争
・
文
化
』、
ス
ー
ザ
ン
・

ギ
ル
マ
ン
、
94
）。
結
局
の
と
こ
ろ
ほ
ん
の
少
し
で
も
混
じ
れ
ば
黒
人
と
認

定
さ
れ
る
と
い
う
「
一
滴
の
血
」
理
論
が
優
勢
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ル
ビ
ン
・
ト
ゥ
ル
ゲ
ー
は
一
八
八
八
年
に
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
と

し
て
の
南
部
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
黒
人
の
定

義
が
、
奴
隷
解
放
後
に
ま
っ
た
く
恣
意
的
に
人
工
的
に
法
律
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
律
は
社
会
の
慣
習
を
一
定
の
目
標

へ
導
い
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
人
で
も
な
い
、
そ
し
て
か
な
ら
ず
し
も
黒
い

肌
で
は
な
い
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か



55

———　表象のポリティクス　———

れ
ら
は
法
律
お
よ
び
世
間
の
慣
習
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
蔑
視
さ
れ
、
ア
メ

リ
カ
社
会
で
生
き
る
苦
闘
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』
で
、個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
確
定
す
る
科
学
的
で
正
確
な
一
つ
の
手
段
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た

希
望
的
な
手
段
と
し
て
指
紋
学
を
取
り
上
げ
た
。
指
紋
学
は
、
一
八
六
〇

年
代
に
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ハ
ー
シ
ェ
ル
が
犯
罪
者
を
特
定
す
る
科
学
的
手
段

と
し
て
唱
道
し
、
ド
ク
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
が
一
八
八
〇
年

に
、
法
医
学
の
分
野
で
指
紋
学
を
支
持
し
て
い
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
い
と

こ
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ゴ
ー
ル
ト
ン
は
、
一
九
〇
一
年
に
犯
罪
者
特
定
に
指
紋

学
を
利
用
す
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
警
察
に
提
案
し
た
人
類
学
者
・
優
生
学

者
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ト
ン
は
す
で
に
一
八
九
二
年
に
指
紋
学
に
関
す
る
本

を
出
版
し
、
そ
れ
が
一
般
に
も
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ト
ウ
ェ

イ
ン
も
ま
た
ゴ
ー
ル
ト
ン
の
『
指
紋
学
』
を
読
ん
で
知
識
を
得
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
科
学
に
よ
っ
て
曖
昧
性
が
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
る
で
デ

ウ
ス
・
エ
ク
ス
・
マ
キ
ナ
で
あ
る
。
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
た
と
き
に
空
中
か

ら
舞
い
降
り
、
難
儀
を
解
決
し
て
く
れ
る
神
の
登
場
の
よ
う
で
、
す
べ
て

が
科
学
的
に
客
観
的
に
そ
し
て
正
確
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

ち
な
み
に
日
本
の
警
察
が
指
紋
学
を
犯
罪
者
特
定
の
手
段
に
利
用
す
る

よ
う
に
な
る
の
は
一
九
〇
七
（
八
）
年
で
あ
る
。

　
指
紋
学
は
も
ち
ろ
ん
人
種
の
特
定
は
し
な
い
。
だ
が
指
紋
学
が
人
種

を
特
定
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
は
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
ゴ
ー
ル
ト
ン
の
『
指
紋
学
』
の
第
一
二
章
は
、「
人
種
と
階
級
」

と
い
う
章
題
で
、
指
紋
と
人
種
の
関
係
を
叙
述
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
ゴ
ー
ル
ト
ン
は
、「
イ
ギ
リ
ス
人
、
純
粋
ウ
エ
ー
ル

ズ
人
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
ニ
グ
ロ
、
バ
ス
ク
人
」
の
指
紋
を
調
査
し
た
が
、

い
か
な
る
結
論
に
達
す
る
に
し
ろ
「
き
わ
め
て
忍
耐
深
く
慎
重
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
は
じ
め
に
警
告
し
て
い
る
（

171
）。
そ
し
て
「
上
記
の

例
で
は
人
種
的
特
徴
の
あ
る
指
紋
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば

な
ら
な
い
」（

171
）
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
五
〇
人
の
「
右
手
の
人
差

し
指
、
中
指
、
薬
指
」
を
検
査
し
た
が
、
そ
し
て
そ
の
数
は
統
計
を
取
る

に
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
に
し
ろ
、「
人
種
を
特
徴
づ
け
る
は
っ

き
り
し
た
印
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
」（

173
）
と
述
べ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
ほ
と
ん
ど
断
言
し
た
あ
と
で
、「
ニ
グ
ロ
の
特
徴
」

を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

　
ニ
グ
ロ
の
指
紋
例
は
一
般
的
に
格
好
の
悪
さ
を
示
し
て
い
た
が
、
指
紋

の
型
は
、
私
が
理
解
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
他
人
種
の
そ
れ
と
異
な
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
指
紋
に
含
ま
れ
る
起
点
・
分
岐
・
丘
（
宮
）・
囲
い
の
数
や

輪
郭
線
か
ら
判
断
す
る
と
、
ニ
グ
ロ
の
指
紋
が
他
人
種
の
指
紋
よ
り
単
純

で
あ
る
の
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
ま
っ
た
く
の
想
像
な
の

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ニ
グ
ロ
の
指
紋
が
採
取
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
の
か
、

あ
る
い
は
ま
た
実
際
に
あ
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
ニ
グ
ロ

の
指
紋
例
は
、
私
か
ら
見
る
と
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
。
隆
起
線
の
幅
が

私
た
ち
白
人
の
そ
れ
よ
り
も
っ
と
一
律
で
、
そ
の
間
隔
は
規
則
的
、
そ
の

道
筋
は
よ
り
平
行
な
線
を
た
ど
っ
て
い
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
ニ
グ
ロ
の

指
紋
は
よ
り
単
純
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
の
原
因
が
何
で
あ

る
の
か
、
私
は
ま
だ
つ
き
と
め
て
は
い
な
い
（

173
─

174
）。

　
最
初
の
段
階
で
は
、
指
紋
に
お
け
る
人
種
的
差
異
は
な
い
と
断
言
し
な

が
ら
、「
私
の
ま
っ
た
く
の
想
像
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
平
然
と
科
学
者
と

し
て
の
姿
勢
に
あ
る
ま
じ
き
前
提
を
置
い
て
、
そ
の
う
え
で
「
ニ
グ
ロ
」

の
指
紋
に
は
あ
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
な
お
か
つ
そ
の
原
因
は
ま
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だ
判
明
し
て
い
な
い
と
も
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
二
〇

世
紀
へ
の
転
換
期
に
お
い
て
す
ら
当
然
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
、
現
代
の
読
者
は
注
意
を
向
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

ゴ
ー
ル
ト
ン
の
問
題
点
は
、
こ
の
よ
う
な
ニ
グ
ロ
の
指
紋
の
特
質
を
示
唆

し
た
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
、
調
査
研
究
に
お
い
て
ロ
ン
ド
ン
の
白
痴
者
の
指

紋
も
収
集
し
検
討
し
た
が
、
そ
れ
ら
と
著
名
な
学
者
と
の
比
較
に
お
い
て

何
ら
の
差
異
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
精

神
障
害
者
の
指
紋
は
健
常
者
あ
る
い
は
偉
人
の
指
紋
と
変
わ
ら
な
い
が
、

黒
人
の
指
紋
に
は
差
異
が
「
ど
う
も
あ
る
よ
う
だ
」
と
い
う
示
唆
の
し
か

た
に
す
で
に
人
種
記
号
的
判
断
が
認
め
ら
れ
る
。

　『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』
に
お
い
て
活
躍
す
る
指
紋
学
に
は
、
こ
の

よ
う
に
黒
人
差
別
的
な
解
釈
が
す
で
に
入
っ
て
い
た
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
指

紋
学
に
関
し
て
黒
人
の
特
質
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
不

可
視
的
な
指
紋
が
動
か
ぬ
証
拠
に
な
っ
て
、
白
人
と
黒
人
の
取
替
え
ば
や

が
発
覚
す
る
。
そ
も
そ
も
取
り
替
え
ば
や
を
仕
組
ん
だ
ム
ラ
ー
ト
の
母
親

ロ
ク
サ
ー
ナ
（
ロ
ク
シ
ー
）
の
愚
か
さ
を
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に

描
写
す
る
。

　「
す
ば
ら
し
い
常
識
を
備
え
、
日
常
生
活
の
知
恵
に
長
け
て
い
た
ロ
ク

シ
ー
だ
っ
た
が
、
息
子
を
溺
愛
す
る
点
で
は
愚
か
な
母
親
だ
っ
た
。
そ
れ

ば
か
り
か
自
分
自
身
で
生
み
出
し
た
作
り
話
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
結
果
、

息
子
が
ロ
ク
シ
ー
の
主
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」（
41
）。
そ
の
姿
勢
・
態

度
を
日
常
的
に
繰
り
返
す
う
ち
に
、
そ
れ
は
習
慣
に
な
り
、「
自
動
的
・

無
意
識
的
に
な
っ
た
」。
そ
し
て
そ
の
当
然
の
結
果
は
、
他
者
の
み
を
欺

く
は
ず
だ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て
自
己
欺
瞞
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
う

や
う
や
し
い
恭
順
の
姿
勢
が
本
物
に
な
り
、
媚
び
へ
つ
ら
う
真
似
を
し
て

い
た
の
が
現
実
的
な
媚
び
へ
つ
ら
い
に
な
っ
た
」（
41
）。
そ
し
て
偽
の
奴

隷
と
偽
の
主
人
の
懸
隔
は
ま
す
ま
す
広
が
り
、
つ
い
に
両
者
の
間
に
は
深

淵
が
生
ま
れ
た
。「
息
子
は
ロ
ク
シ
ー
の
い
と
し
い
子
で
あ
り
、
主
人
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
合
体
し
た
神
性
な
る
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
息
子

を
崇
拝
す
る
う
ち
に
自
分
が
誰
で
あ
る
の
か
、
息
子
が
か
つ
て
は
ど
う

だ
っ
た
の
か
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」（
41
）
の
で
あ
る
。

　
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
書
き
か
た
を
追
っ
て
い
く
と
、
こ
の
作
品
で

作
者
が
諷
刺
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
白
人
と
黒
人
の
、

そ
し
て
主
人
と
奴
隷
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
ロ
ク
シ
ー
を
息
子
の
し
あ
わ
せ
を
願
う
愚
か
な
母
親
と
し
て
描
き

出
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
、
自
分
自
身
が
息
子
の
奴
隷
に
な
る
と
い
う
逆

転
現
象
は
、
奴
隷
制
度
の
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

取
る
よ
う
に
な
っ
た
態
度
が
習
慣
化
す
る
と
、
そ
れ
が
す
で
に
無
意
識
の

行
為
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
精
神
の
作
用
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
社
会
習
慣
が
黒
人
や
白
人
を
人
工
的
に
作
る
の
で
あ
る
。

　
取
替
え
ら
れ
た
息
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
生
き
か
た
を
習

得
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
赤
ん
坊
の
頃
の
「
ト
ム
」
は
、「
チ
ェ
ン
バ
ー

ズ
」
を
ぴ
し
ゃ
り
と
平
手
打
ち
し
た
り
、殴
っ
た
り
引
っ
か
い
た
り
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
」
は
、
お
こ
っ
た
り
せ
ず
、
嫌
な
こ
と

だ
と
は
思
い
な
が
ら
も
早
い
段
階
で
相
手
に
主
導
権
が
あ
る
こ
と
を
理

解
し
た
。
耐
え
が
た
い
ほ
ど
の
暴
力
を
受
け
た
と
き
に
は
、
よ
う
や
く
反

撃
に
出
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
当
局
、
す
な
わ
ち
白
人
の
父
親
が
出
る
幕
と

な
り
、「
お
前
は
若
主
人
が
だ
れ
か
忘
れ
た
の
か
」
と
い
う
叱
責
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
「
小
さ
な
主
人
に
向
か
っ
て
、
い
か
な
る
場
合

で
も
手
を
あ
げ
て
は
な
ら
ぬ
」（
42
）
と
命
令
さ
れ
る
。

　

　
主
人
と
奴
隷
の
主
従
関
係
は
不
条
理
な
隷
属
を
強
制
し
て
い
る
が
、
そ

の
な
か
で
奴
隷
た
ち
は
、「
ト
ム
」
に
対
す
る
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
」
の
関
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係
の
よ
う
に
、
生
き
長
ら
え
て
い
く
た
め
に
は
無
抵
抗
の
姿
勢
を
取
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
現
実
の
人
種
の
差
異
で
は
な
く
、
社
会
が
認
め

た
主
従
関
係
に
よ
っ
て
両
者
の
関
係
性
が
規
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
「
ニ
グ
ロ
」
だ
か
ら
そ
う
な
る
の
で

あ
り
、
生
物
学
的
な
民
族
の
差
異
が
か
れ
ら
を
奴
隷
化
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
こ
れ
は
一
般
に
、
黒
人
は
生
物
学
的
に
奴
隷
に
な
る
よ
う
に
運
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
、
苛
酷
な
労
働
に
耐
え
ら
れ
る
身
体
を
備
え
て
い
る
と

い
う
当
時
の
社
会
通
念
へ
の
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
反
論
で
あ
ろ
う
。

　
ロ
ク
サ
ー
ナ
の
黒
人
の
血
を
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
作
者
ト
ウ
ェ

イ
ン
の
社
会
通
念
に
対
す
る
皮
肉
を
込
め
た
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
ロ
ク
シ
ー
は
他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
白
か
っ
た
が
、
そ
の
一
六
分
の
一

が
黒
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
が
残
り
の
一
五
の
因
数
を
得
票
数
で
抑
え
、

ロ
ク
シ
ー
は
黒
人
に
な
っ
た
（
29
）。

　
そ
の
息
子
は
三
一
の
因
数
が
白
人
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
奴
隷

で
あ
り
、
法
律
と
習
慣
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
ニ
グ
ロ
に
な
っ

た
。
白
人
の
友
と
同
様
に
青
い
目
に
金
髪
の
巻
き
毛
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も

そ
の
白
人
の
子
供
の
父
親
で
さ
え
、
お
互
い
の
交
易
（
か
か
わ
り
）
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
の
だ
が
、
二
人
の
子
供
の
違
い
を
見
極
め
る
こ
と
が
で

き
た

─
着
て
い
る
服
に
よ
っ
て
」（
29
）。

　
民
主
主
義
社
会
の
ア
メ
リ
カ
で
は
多
数
決
の
論
理
が
支
配
し
て
い
る
。

そ
の
多
数
決
か
ら
す
れ
ば
お
か
し
な
結
果
で
あ
る
の
だ
が
、「
一
滴
の
血
」

理
論
の
そ
の
強
引
な
論
理
を
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
揶
揄
す
る
。
し
か
も
同
日

生
ま
れ
の
男
の
子
二
人
の
差
を
、
身
体
的
外
観
で
は
見
極
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
だ
が
、
洋
服
と
い
う
よ
う
な
表
面
的
な
も
の
、
そ
し
て
社
会

習
慣
に
よ
っ
て
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
落
ち
を
つ
け
る
。
ブ
ッ

カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
列
車
で
の
体
験
も
そ
う
だ
っ

た
が
、「
一
滴
の
血
」
に
よ
っ
て
黒
人
と
定
義
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
」

た
ち
の
悲
劇
は
、
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
よ
う
に
、
笑

い
飛
ば
し
て
く
ぐ
り
抜
け
る
よ
り
や
り
場
の
な
い
矛
盾
、
不
合
理
を
生
み

出
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
物
語
の
結
び
で
は
、
真
犯
人
を
特
定
す
る
の
に
指
紋
が
究
極
的
な

証
拠
に
な
る
。
指
紋
採
取
を
し
て
い
た
「
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
」
は
、

そ
の
学
問
を
評
価
さ
れ
、
間
抜
け
ど
こ
ろ
か
立
派
で
共
同
体
の
役
に
立
つ

人
物
で
あ
る
こ
と
が
人
々
に
よ
っ
て
納
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作

品
の
タ
イ
ト
ル
が
『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』
で
あ
り
、
そ
の
表
題
名
が

作
品
の
主
人
公
で
あ
る
と
見
な
せ
ば
、
最
後
に
ウ
イ
ル
ソ
ン
が
男
を
挙
げ

た
め
で
た
し
め
で
た
し
の
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

ラ
イ
ト
・
モ
リ
ス
は
別
の
主
張
を
し
て
い
る
。

　
物
語
の
最
後
は
「
川
下
へ
（
ダ
ウ
ン
・
ザ
・
リ
ヴ
ァ
ー
）」
と
い
う
語
句

で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
「
ダ
ウ
ン
・
ザ
・

リ
ヴ
ァ
ー
」
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
の
ほ
う
が
「
よ
り
想
像
力
を
駆
り
た
て

る
し
、
ま
た
正
確
で
あ
る
」（
xi
）
と
モ
リ
ス
は
言
う
。
ウ
イ
ル
ソ
ン
の

指
紋
学
は
、「
川
下
へ
（
ダ
ウ
ン
・
ザ
・
リ
ヴ
ァ
ー
）」
と
い
う
テ
ー
マ
の
一

部
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
は
、

当
時
ア
メ
リ
カ
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
シ
ャ
ム
双
生
児
に
触
発
さ
れ
て
、

ト
ウ
ェ
イ
ン
が
双
子
の
登
場
人
物
を
考
案
し
、
そ
こ
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
い
う
問
題
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
だ
と
モ
リ
ス
は
分
析
す
る
。

　「
川
下
へ（
ダ
ウ
ン
・
ザ
・
リ
ヴ
ァ
ー
）」と
い
う
の
は
奴
隷
を
処
罰
的
に「
深

南
部
」
へ
売
る
こ
と
で
あ
る
。「
深
南
部
」
と
呼
ば
れ
た
酷
暑
の
地
域
の
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綿
花
畑
で
厳
し
い
労
働
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
奴
隷
た
ち
に
と
っ
て
最

悪
の
運
命
で
あ
っ
た
。
ロ
ク
シ
ー
の
息
子
の
「
ト
ム
」
は
最
終
的
に
「
川

下
へ
（
ダ
ウ
ン
・
ザ
・
リ
ヴ
ァ
ー
）」
売
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
が
、そ
れ
は
「
ト

ム
」
が
そ
も
そ
も
奴
隷
で
あ
っ
た
か
ら
こ
の
よ
う
な
処
罰
を
受
け
た
の
で

あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で
奴
隷
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
極
刑
に
よ
っ
て
処
罰
し
た

と
考
え
る
よ
り
、「
川
下
へ
（
ダ
ウ
ン
・
ザ
・
リ
ヴ
ァ
ー
）」
売
ら
れ
る
運

命
は
、
重
大
犯
罪
者
を
罰
す
る
と
き
の
量
刑
と
見
な
さ
れ
る
ほ
ど
ひ
ど
い

も
の
だ
っ
た
こ
と
を
作
者
が
伝
え
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
奴
隷
は
理
不
尽

に
も
、
常
に
そ
の
恐
怖
に
晒
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
だ
が
そ
れ
よ
り
も
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
も
と
も

と
白
人
の
息
子
の
そ
の
後
の
悲
劇
的
な
状
況
こ
そ
、
こ
の
物
語
で
強
調
さ

れ
る
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
奴
隷
と
し
て
育
て
ら
れ
た
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
」
は
、
奴
隷
の
喋
る
崩
れ

た
英
語
し
か
使
え
な
い
。
読
み
書
き
も
で
き
な
い
。「
そ
の
あ
る
き
か
た
、

態
度
、
身
振
り
、
振
る
ま
い
、
笑
い
か
た

─
す
べ
て
野
卑
で
無
骨
だ
っ

た
。
そ
の
立
ち
居
振
舞
い
が
奴
隷
だ
っ
た
」（

166
）
と
述
べ
ら
れ
、
い
く

ら
金
を
か
け
て
も
美
し
い
洋
服
を
着
て
も
繕
う
こ
と
は
で
き
ず
隠
す
こ

と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
う
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
か
え
っ
て
奴

隷
の
立
ち
居
振
舞
い
が
目
立
っ
て
し
ま
い
、「
悲
惨
な
」（

166
）
状
況
に
な

る
。
そ
し
て
結
局
は
白
人
社
会
に
も
黒
人
社
会
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

と
い
う
宙
ぶ
ら
り
ん
の
周
縁
の
領
域
に
お
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
白

人
社
会
に
パ
ッ
シ
ン
グ
を
し
た
黒
人
の
悲
劇
は
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ

カ
ン
作
家
た
ち
が
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
間
抜
け
の

ウ
イ
ル
ソ
ン
』
の
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
」
の
場
合
は
そ
の
逆
の
、
黒
人
社
会

へ
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
さ
せ
ら
れ
た
後
、
ふ
た
た
び
白
人
社
会
へ
戻
っ
て
き

た
白
人
の
悲
劇
で
あ
る
。

　「
哀
れ
な
男
は
、
白
人
の
家
の
客
間
に
い
る
と
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
恐

ろ
し
く
な
っ
た
。
台
所
こ
そ
心
の
平
安
を
感
じ
、
く
つ
ろ
げ
る
場
所
だ
っ

た
。
教
会
に
行
け
ば
特
別
家
族
席
で
惨
め
な
気
分
に
な
る
の
だ
が
、
か
と

い
っ
て
〈
ニ
ガ
ー
専
用
の
桟
敷
〉
に
も
は
や
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
」

（
166
）
と
い
う
「
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
」
の
悲
劇
を
ト
ウ
ェ
イ
ン
は
、「
そ
の
好

奇
心
を
そ
そ
る
運
命
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
は
言
え
な
い
。
そ
れ
を
語
り
始

め
れ
ば
長
い
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
」（

166
）と
弁
明
し
て
い
る
。「
長

い
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う
」
の
は
人
種
の
分
類
が
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
社
会
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
曖
昧
化
す
る
と
い
う
根
源
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　
マ
イ
ラ
・
ジ
ェ
ー
レ
ン
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
人
種
と
性
」
に

焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
る
。
ス
ー
ザ
ン
・
グ
ー
バ
ー
は
「
レ
イ
ス
チ
ェ

ン
ジ
」
が
白
人
と
黒
人
の
両
方
向
的
な
作
用
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、

ジ
ェ
ー
レ
ン
の
指
摘
は
両
方
向
性
で
は
な
い
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
。

ジ
ェ
ー
レ
ン
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
物
語
の
展
開
に
と
も
な
い
人
種
に
関

し
て
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
リ
ス
ト
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
と
述
べ
、
次
の
よ

う
に
続
け
る
。

　
ト
ム
（
ロ
ク
シ
ー
の
息
子
）
の
立
場
に
な
っ
た
白
人
の
男
も
ま
た
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
リ
ス
ト
の
特
徴
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
そ
う
で
は
な
い
。
間
違
っ
て
白
人
の
中
に
運
命
的
に
（fatally

）
置

か
れ
た
黒
人
ト
ム
と
は
異
な
り
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ズ
は
自
分
の
非
力
な
立
場

を
〝
お
と
な
し
く
従
順
に
〟
受
け
入
れ
、
黒
人
の
中
に
運
命
的
に
置
か
れ

た
白
人
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
非
対
称
性
は
人
種
を
型
に
は
め
る
こ

と
（race typing

）
が
劣
等
人
種
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
い
う
非
対
称
性
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———　表象のポリティクス　———

を
示
し
て
い
る
。
今
日
の
個
人
主
義
の
用
語
を
使
っ
て
自
己
を
定
義
す
る

と
き
に
、
優
等
人
種
は
よ
り
良
き
型
（a better type

）
と
は
い
わ
ず
一
般

的
な
規
範
を
用
い
る

─
普
遍
性
（
万
能
）
あ
る
い
は
い
か
な
る
型
に
も
、

ま
た
す
べ
て
の
型
に
な
り
う
る
能
力
（『
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
間
抜

け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』

111
）。

　
す
な
わ
ち
優
等
人
種
が
自
分
た
ち
を
「
よ
り
良
き
型
（a better type

）」

と
呼
べ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
型
を
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ

う
で
は
な
く
て
か
れ
ら
は
普
遍
的
能
力
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で

あ
る
。
ト
ウ
ェ
イ
ン
の
『
間
抜
け
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
』
が
提
示
し
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
非
対
称
的
な
人
種
の
存
在
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
社
会

に
お
け
る
「
ニ
グ
ロ
」
と
い
う
人
種
が
、
い
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
生
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
い
か
に
曖
昧
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か

を
物
語
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　
劣
等
人
種
は
あ
れ
こ
れ
の
型
と
限
定
さ
れ
た
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
。
黒

人
英
語
、
黒
人
の
身
な
り
、
立
ち
居
振
舞
い
な
ど
限
定
さ
れ
た
特
質
で
あ

る
。
ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
が
「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
で
使
用
し
た
人
種
記
号

は
結
局
の
と
こ
ろ
黒
人
の
人
種
記
号
で
あ
り
、
白
人
の
人
種
記
号
は
「
に

お
い
が
嫌
い
」
と
い
う
価
値
表
現
で
し
か
な
か
っ
た
。
白
人
を
含
む
記
号

に
な
る
と
そ
れ
は
す
で
に
人
種
記
号
で
あ
る
こ
と
を
止
め
階
級
記
号
に

な
っ
て
い
る
。

９　
「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
が
提
示
す
る
も
の

　「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
が
提
示
し
た
テ
ー
マ
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
根
源

的
な
問
題
を
突
い
て
い
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
が
打
開
さ
れ
る
見
込
み
は
今

の
と
こ
ろ
な
い
だ
ろ
う
。
今
日
の
ア
メ
リ
カ
文
学
と
は
白
人
と
黒
人
の
人

種
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
と
い
え
る
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
・
ア
メ
リ
カ

共
和
国
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
が

建
設
さ
れ
る
と
と
も
に
「
黒
人
問
題
」
は
存
在
し
続
け
て
い
る
。
か
れ
ら

ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
た
ち
が
沈
黙
か
ら
脱
け
出
て
自
己
表
現
を
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
今
、
よ
う
や
く
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る

人
種
問
題
を
検
討
す
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。

　「
レ
シ
タ
テ
ィ
フ
」
は
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
人
種

に
関
す
る
認
知
不
能
の
恐
怖
を
問
う
作
品
で
あ
っ
た
が
、
同
様
に
認
知
不

能
の
恐
怖
を
文
学
テ
ー
マ
に
し
た
ア
メ
リ
カ
文
学
作
品
は
た
く
さ
ん
あ

る
。「
パ
ッ
シ
ン
グ
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
ネ
ラ
・
ラ
ー
セ
ン
の
『
パ
ッ
シ

ン
グ
』
や
、認
知
不
能
と
人
種
認
識
の
曖
昧
性
を
テ
ー
マ
に
し
た
ケ
イ
ト
・

シ
ョ
パ
ン
の
短
編
「
デ
ジ
レ
の
赤
ん
坊
」
な
ど
が
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ

る
。

　
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
く
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
い
う
呼
称
が
続

く
か
ぎ
り
、ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
る
「
黒
い
肌
」

の
人
々
に
対
し
て
そ
れ
が
普
遍
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
種
記

号
の
非
対
称
性
、
人
種
定
義
の
非
対
称
性
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
真

の
意
味
で
の
文
化
相
対
主
義
は
ま
だ
現
実
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
イ
ス
ラ
ム

　

イ
ス
ラ
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
同
じ
よ
う
に
、
肌
の
色
や
言
語
の

違
い
を
超
え
て
す
べ
て
の
人
類
に
向
け
ら
れ
た
普
遍
宗
教
で
あ
り
、
ア
ラ

ブ
人
と
い
う
特
定
の
民
族
の
た
め
の
宗
教
で
は
な
い
。
世
界
最
大
の
ム
ス

リ
ム
人
口
を
抱
え
る
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

そ
の
広
が
り
が
ア
ラ
ブ
世
界
は
お
ろ
か
、
中
東
と
い
う
地
域
を
も
は
る
か

に
越
え
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
同
時

に
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
宗
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ

ル
で
ア
ラ
ブ
世
界
と
い
う
特
定
の
地
域
と
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
き
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
預
言
者
の
ム
ハ
ン
マ
ド
は
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ

て
モ
デ
ル
で
あ
り
、
つ
ね
に
そ
の
行
い
に
倣
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
対
象

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
が
ア
ラ
ビ
ア
に
生
ま
れ
た
ア
ラ
ブ
人
で
あ

る
以
上
、
ア
ラ
ブ
人
の
生
活
様
式
や
行
動
様
式
に
な
ん
ら
か
の
宗
教
的
価

値
が
付
さ
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
重
要

な
の
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
い
う
言
語
の
重
要
性
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
聖

典
で
あ
る
コ
ー
ラ
ン
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
何
人
で
あ
ろ
う

と
も
ア
ラ
ビ
ア
語
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
ウ
ラ
マ
ー
と
呼
ば
れ
る
イ
ス

ラ
ム
諸
学
の
専
門
家
に
は
な
り
得
な
い
。
ま
た
、
一
般
の
ム
ス
リ
ム
で

あ
っ
て
も
翻
訳
で
は
な
く
ア
ラ
ビ
ア
語
で
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た

め
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
限
り
、
程
度
の
差
は
あ
れ
ア
ラ
ビ
ア
語
の
知
識
は

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
イ
ス
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
ア
ラ
ビ
ア

語
と
い
う
言
語
が
ほ
か
の
言
語
に
は
な
い
特
殊
な
ス
テ
イ
タ
ス
を
与
え

ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
、
ア
ラ
ブ
人
、
つ
ま
り
ア
ラ
ビ
ア
語
を
母
語
と
す
る

人
々
の
評
価
に
も
拡
大
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ム
ハ
ン
マ

ド
を
生
み
出
し
た
場
所
、
そ
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
が
話
さ
れ
る
地
域
と
し

て
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
宗
教
的
な
意
味
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ラ

ブ
世
界
に
こ
そ
、
本
物
の
イ
ス
ラ
ム
が
存
在
す
る
と
い
う
感
覚
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
イ
ス
ラ
ム
に
は
こ
れ
と
は
ま
さ
に
正
反
対
の
側
面
も
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
姿
を
見
せ
、
実
際
に

は
地
域
の
固
有
性
に
あ
ふ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
小
文
字
の
イ
ス
ラ
ム
が
複
数

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
六
信
五
行
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
の
根
幹
で
は
変
わ
り
な

い
も
の
の
、
生
活
様
式
、
祝
祭
の
形
式
な
ど
人
々
の
生
活
に
お
け
る
具
体

的
な
表
出
の
レ
ベ
ル
で
イ
ス
ラ
ム
を
捉
え
る
と
、
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り

の
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
良
い
か
悪
い
か
の
判
断
は

立
場
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ

で
は
議
論
し
な
い
。
重
要
な
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
化
以
前
の
慣
習
や
伝
統
な

ど
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
地
域
の
固
有
性
と
い

脱
地
域
化
す
る
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
─
イ
ギ
リ
ス
の
「
移
民
」
ム
ス
リ
ム
の
例
か
ら
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
木
久
美
子
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う
も
の
が
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
あ
る
と
い
う
点
だ
。
た
と
え
ば
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
実
践
と
モ
ロ
ッ
コ
の
そ
れ
を
比
べ
る
と
驚
く

ほ
ど
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
ギ
ア
ツ
の
研
究
が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
（
１
）。

　

そ
の
意
味
で
、
イ
ス
ラ
ム
は
単
一
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
別
の

現
象
と
し
て
は
大
き
な
多
様
性
を
見
せ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し

指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の

は
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、「
本
物
の
」「
純
粋
な
」
イ
ス
ラ
ム
が
ア
ラ
ブ
世

界
と
結
び
つ
け
ら
れ
、「
わ
れ
わ
れ
の
」
イ
ス
ラ
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に

結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
か
の
地
域
と
い
う
コ
ン
テ
ク

ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
論
の

出
発
点
で
あ
る
。
と
く
に
本
論
で
は
、
欧
米
の
「
移
民
」
社
会
に
生
き

る
多
く
の
ム
ス
リ
ム
の
存
在
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

い
う
現
象
が
ム
ス
リ
ム
の
生
活
に
も
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注

目
し
た
い

（
２
）。

ギ
デ
ン
ズ
的
に
言
う
と
「
脱
埋
め
込
み
」
が
進
み

（
３
）、 

人
や
モ
ノ
そ
し
て
情
報
が
特
定
の
場
所
か
ら
解
き
放
た
れ
、
国
境
を

軽
々
と
越
え
て
世
界
に
拡
大
し
て
い
く
現
象
と
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を

捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
に
関
し
て
も
起
き
て
い
る
と
言
え

る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
欧
米
の
文
化
や
価
値
の
浸
透
に
対
す
る
ム
ス

リ
ム
の
反
応
と
い
う
視
点
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
語
る
の
で
は
な
く
、

イ
ス
ラ
ム
と
い
う
宗
教
伝
統
の
あ
り
方
自
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の

状
況
に
相
応
し
い
形
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る

こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
現

象
は
イ
ス
ラ
ム
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う

（
４
）。 

ム
ス
リ
ム
を
取
り
巻
く
状
況
が
急
激
に
変
化
し
、
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
世

界
観
、
そ
し
て
彼
ら
の
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
変
化

を
招
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
特
定
の
地
域
と

い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
普
遍
的
な
性
格
を
持
っ
た
ム

ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
模
索
さ
れ
て
い
る
現
場
と
し
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
例
を
対
象
に
検
討
を
行
い
た
い
。

異
教
徒
の
地
に
生
き
る

　

は
じ
め
に
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
伝
統
的
な
世
界
観
を
簡
単
に
紹
介
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
は
基
本
的
に
世
界
を
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
と
「
戦
争
の

家
」
の
ふ
た
つ
に
分
け
る

（
５
）。

単
純
化
し
て
言
う
と
、
前
者
は
イ
ス
ラ

ム
法
に
よ
る
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
以
外
の

法
が
支
配
し
て
い
る
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ム
ス
リ
ム
が
「
戦
争
の

家
」
に
生
き
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

メ
ッ
カ
で
の
布
教
に
限
界
を
見
た
ム
ハ
ン
マ
ド
が
イ
ス
ラ
ム
を
受
け
入

れ
な
い
メ
ッ
カ
の
地
を
離
れ
、
メ
デ
ィ
ナ
に
移
住
し
そ
こ
に
イ
ス
ラ
ム
共

同
体
を
築
い
た
こ
と
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る

（
６
）。

さ
ら
に
「
戦
争
の
家
」

で
は
社
会
一
般
の
ル
ー
ル
が
イ
ス
ラ
ム
の
規
範
と
異
な
っ
て
い
る
以
上
、

そ
こ
で
は
ム
ス
リ
ム
と
し
て
正
し
く
生
き
る
こ
と
が
困
難
だ
と
い
う
論

理
も
「
戦
争
の
家
」
に
生
き
る
こ
と
の
否
定
へ
と
つ
な
が
る
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
の
世
界
観
が
地
理
的
、
空
間
的
に
は
っ
き
り
と
世
界

を
分
類
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
世
界
に
は
ム
ス
リ
ム
が
住
む
べ
き

場
所
と
住
む
べ
き
で
な
い
場
所
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
今
の
時
代
に
あ

て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
、た
と
え
ば
西
欧
諸
国
は
明
ら
か
に
「
戦
争
の
家
」

で
あ
り
、
そ
こ
に
数
多
く
の
ム
ス
リ
ム
が
生
活
の
拠
点
を
置
い
て
い
る
の
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は
、
こ
の
論
理
に
従
え
ば
好
ま
し
い
事
実
と
は
言
え
な
い
。
経
済
的
な
理

由
あ
る
い
は
政
治
的
な
理
由
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

こ
の
伝
統
的
な
世
界
観
に
基
づ
く
限
り
、
西
欧
で
暮
ら
す
こ
と
は
決
し
て

積
極
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
統
的
な
世
界
観
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
西
欧

の
「
移
民
」
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
評
価
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
出
来
事
が
近
年
続
い
て
い
る
。「
移
民
」
社

会
を
舞
台
と
す
る
大
き
な
事
件
と
し
て
は
、
一
九
八
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
で

の
『
悪
魔
の
詩
』
を
め
ぐ
る
事
件
、
同
じ
く
一
九
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス

の
ク
レ
イ
ユ
で
始
ま
り
、
二
〇
〇
四
年
の
宗
教
的
象
徴
の
着
用
に
関
す

る
法
の
成
立
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
い
わ
ゆ
る
ス
カ
ー
フ
事
件
、
そ
し
て

二
〇
〇
五
年
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
ム
ハ
ン
マ
ド
の
風
刺
画
事
件
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
よ
り
正
確
に
言
う
と
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、

デ
ン
マ
ー
ク
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
持
つ
固
有
の
社
会
的
状
況
、
歴
史

的
背
景
が
生
み
出
し
た
国
内
問
題
だ
。
た
と
え
ば
世
界
的
な
反
イ
ス
ラ
ム

感
情
の
高
揚
に
加
え
、
デ
ン
マ
ー
ク
国
内
に
お
け
る
失
業
率
の
上
昇
と
い

う
社
会
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
風
刺
画
問
題
は
論
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ラ
イ
シ
テ
原
則
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
置
い
て
持
つ

意
味
、
そ
し
て
マ
グ
レ
ブ
諸
国
と
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
な
関
係
な
ど
を
考

え
ず
し
て
ス
カ
ー
フ
の
問
題
は
論
じ
得
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ

れ
ら
の
事
件
は
あ
っ
と
い
う
間
に
国
外
に
飛
び
火
し
、
国
際
的
な
問
題
と

な
っ
た
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
一
国
の
国
内
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
世
界
各
地
の
ム
ス
リ
ム
が
自
ら
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
問

題
と
し
て
受
け
止
め
、
抗
議
行
動
に
出
た
と
い
う
点
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
ム

ス
リ
ム
の
問
題
、
あ
る
い
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
ム
ス
リ
ム
の
問
題
を
共
有
し

な
い
は
ず
の
他
の
地
域
の
ム
ス
リ
ム
も
が
、
敏
感
に
反
応
し
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
が
、
一
般
的
に
ム
ス
リ
ム
の
感
情
を
逆

な
で
す
る
性
格
を
持
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
繰
り
返
し
に

な
る
が
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
が
提
起
し
た
問
題

が
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
も
他
人
事
と
は
思

わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
だ
か
ら
そ
ん
な
所
に
住
ん
で
い
て

は
い
け
な
い
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
、「
戦
争
の
家
」
に
生
き
る
「
移
民
」

ム
ス
リ
ム
の
側
に
責
任
を
転
嫁
す
る
反
応
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と

言
っ
て
も
よ
い
。「
戦
争
の
家
」
は
す
で
に
ム
ス
リ
ム
の
生
き
る
場
所
と

し
て
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
無
関
係
で
は
な
い
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ム
ス
リ
ム
の
未
来
を
考
え
る
上
で
非

常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　

伝
統
的
な
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
と
「
戦
争
の
家
」
は
互
い
に
ほ
と
ん
ど

関
係
し
あ
わ
な
い
別
個
の
世
界
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
の
状

況
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
の
奥
深
く

に
暮
ら
し
て
い
よ
う
と
も
、
今
日
の
ム
ス
リ
ム
は
、
非
イ
ス
ラ
ム
的
な
価

値
を
帯
び
た
も
の
の
浸
透
、
あ
る
い
は
反
イ
ス
ラ
ム
的
な
言
説
の
攻
勢
に

日
々
晒
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
西
欧
社
会
で
移
民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
ム

ス
リ
ム
の
経
験
と
、
ア
ラ
ブ･

中
東
世
界
か
ら
出
る
こ
と
な
く
暮
ら
し
て

い
る
ム
ス
リ
ム
の
そ
れ
と
の
間
に
あ
る
違
い
は
、
単
に
程
度
の
差
で
し
か

な
く
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
欧
に
生
き

る
ム
ス
リ
ム
は
地
球
上
の
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
が
経
験
し
て
い
る
問
題

を
、
最
前
線
で
経
験
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
の
「
移
民
」
ム
ス
リ
ム

　

近
年
の
イ
ス
ラ
ム
研
究
に
お
い
て
顕
著
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

ほ
ど
欧
米
諸
国
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
が
注
目
を
集
め
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
海
外
の
研
究
と
し
て
は
『
宗
教
の
復
讐
』
で
知
ら
れ
る
ジ
ル
・

ケ
ペ
ル
がAllah in the W

est

で
欧
米
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
を
取
り
上
げ
、

日
本
で
は
内
藤
正
典
が
西
欧
の
例
を
取
り
上
げ
て
い
る

（
７
）。

そ
の
他
に

も
個
別
の
社
会
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
れ

ら
の
研
究
の
多
く
は
、
ム
ス
リ
ム
移
民
の
存
在
が
ホ
ス
ト
社
会
に
提
起
す

る
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
つ
ま
り
ホ
ス
ト
社
会
の
問
題
と
し
て
論
じ

て
い
る
。
な
か
で
も
、
ホ
ス
ト
社
会
の
文
化
的
多
元
主
義
と
い
う
原
則
に

対
す
る
試
金
石
と
し
て
ム
ス
リ
ム
移
民
の
存
在
を
位
置
づ
け
て
い
る
も

の
が
多
い
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
で
充
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
次
の
二
つ
の
点

で
あ
る
。
第
一
に
、移
民
と
し
て
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
と
し
て
、従
来
「
戦

争
の
家
」
と
さ
れ
て
き
た
地
域
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
の
イ
ス
ラ
ム
観
は
、

「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ

て
い
る
か
。
第
二
に
、「
戦
争
の
家
」
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
の
経
験
は
、「
イ

ス
ラ
ム
の
家
」
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
そ

の
イ
ス
ラ
ム
観
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
で
あ
る
。
本
論
で

は
、
第
二
の
点
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
も
、
と
く
に
第
一
の
点
に
焦
点
を

当
て
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
例
を
取
り
上
げ
、イ
ギ
リ
ス
に
生
き
る
「
移
民
」

の
ム
ス
リ
ム
た
ち
が
自
ら
の
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
フ
ラ
ン
ス
や
ド

イ
ツ
も
多
く
の
ム
ス
リ
ム
「
移
民
」
を
抱
え
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ

の
な
か
で
あ
え
て
イ
ギ
リ
ス
を
選
択
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ム
ス
リ
ム

「
移
民
」の
七
割
以
上
が
南
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
非
ア
ラ
ブ･

中
東
世
界

の
出
身
者
で
あ
り
、「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
の
中
心
と
さ
れ
て
き
た
ア
ラ
ブ

世
界
を
客
体
化
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス

が
「
多
民
族
社
会
」
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
の
イ
ス
ラ
ム
を
考

え
る
の
に
比
較
的
適
し
た
環
境
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
お
も
な
理
由
と

す
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
英
語
で
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な

影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
南
ア
ジ
ア
出
身
の
「
移
民
」
に
つ
い
て
、
簡
単
に

見
て
お
こ
う
。
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
が
急
激
に
そ
の
数
を
増
し
た
の
は

第
二
次
大
戦
後
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
移
民
が

夢
見
て
い
た
の
は
築
き
上
げ
た
富
を
持
っ
て
故
郷
に
帰
る
こ
と
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
は
彼
ら
に
と
っ
て
仮
住
ま
い
の
場
所
で
し
か
な
か
っ
た

（
８
）。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
帰
郷
の
神
話
」
は
次
第
に
現
実
性
を
失
っ
て
い
く
。

と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
移
民
に
対
す
る
政
策
に
変
化
が
起
き
た
か
ら

で
あ
る
。
ま
ず
一
九
六
二
年
に
制
定
さ
れ
た
英
連
邦
移
民
法
に
よ
り
、
英

連
邦
の
臣
民
で
あ
っ
て
も
無
条
件
に
入
国
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、

さ
ら
に
は
一
九
七
一
年
の
移
民
法
に
よ
り
、
一
部
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
た

者
以
外
ほ
と
ん
ど
の
移
民
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
新
し
い
移
民
の
流
れ
は
ひ
と
ま
ず
止
ま
る
。
し
か
し
逆
に
す
で
に

イ
ギ
リ
ス
で
職
を
得
て
い
た
人
々
は
、
再
入
国
が
難
し
く
な
っ
た
状
況
を

踏
ま
え
、
家
族
を
呼
び
寄
せ
イ
ギ
リ
ス
に
生
活
の
本
拠
地
を
移
す
と
い
う

選
択
を
し
た
。
こ
う
し
て
、
出
身
地
は
次
第
に
帰
る
場
所
と
い
う
意
味
を

失
っ
て
い
く
。
こ
の
傾
向
は
二
世
、三
世
と
世
代
が
下
が
る
に
つ
れ
当
然
、

顕
著
に
な
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
お
よ
び
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
の
「
移
民
」
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———　表象のポリティクス　———

の
う
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
者
が
占
め
る
割
合
は
、
一
九
六
一
年
に

は
一
・
二
％
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
九
一
年
に
は
四
七
・
〇
％
に
ま
で
上
昇

し
て
い
る

（
９
）。

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
イ
ギ
リ
ス
で
育
っ
た

新
し
い
世
代
に
と
っ
て
は
イ
ギ
リ
ス
こ
そ
が
故
郷
で
あ
り
、
実
際
彼
ら
は

自
ら
を
イ
ギ
リ
ス
人
と
考
え
る
傾
向
が
強
い
。
世
代
間
の
感
覚
の
違
い
の

大
き
さ
は
、
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

　

世
代
に
加
え
て
「
移
民
」
社
会
を
複
雑
に
す
る
の
は
、出
身
地
別
に
別
々

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
か
つ
そ
れ
に
加
え

て
、
出
身
地
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
の
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
が
「
移
民
」
社
会
に

そ
の
ま
ま
移
植
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
純
粋
な
イ

ス
ラ
ム
へ
回
帰
す
る
こ
と
を
訴
え
る
デ
オ
バ
ン
デ
ィ
ー
派
に
与
す
る
人

も
い
れ
ば
、
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
を
捉
え
る
ジ
ャ

マ
ー
ア
テ
・
イ
ス
ラ
ー
ミ
ー
を
支
持
す
る
人
も
お
り
、
ま
た
西
洋
近
代
に

接
近
す
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
な
立
場
を
と
る
人
も
い
る
。
ム
ス
リ
ム
の
「
移

民
」
社
会
は
ま
っ
た
く
一
枚
岩
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
多
様
さ
を
示
す
イ
ギ
リ
ス
の
ム
ス
リ
ム
の
な
か
で
、
本
論
で

は
比
較
的
教
育
程
度
の
高
い
、
か
つ
若
い
世
代
に
焦
点
を
絞
る
。
す
で
に

指
摘
し
た
と
お
り
、
二
世
あ
る
い
は
三
世
に
あ
た
る
彼
ら
は
、
親
の
出
身

地
に
対
し
て
強
い
帰
属
意
識
を
持
つ
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
昨
今
の
一

般
社
会
に
お
け
る
反
イ
ス
ラ
ム
感
情
の
高
ま
り
は
、
い
や
お
う
な
く
ム
ス

リ
ム
で
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
意
識
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
い
く
。
第
一
世
代
に

と
っ
て
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
出
身
地
に
対
す
る
帰
属
意
識

と
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
ず
、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
出

身
地
の
生
活
様
式
や
慣
習
を
守
り
ぬ
く
こ
と
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
の

と
は
対
照
的
だ
。

　

言
い
換
え
る
と
、
第
一
世
代
に
と
っ
て
選
択
肢
は
、
大
き
く
分
け
て
ふ

た
つ
だ
っ
た
。
つ
ま
り
出
身
地
の
イ
ス
ラ
ム
を
守
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
も
同
じ
地
域
の
出
身
者
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
暮
ら
し
、
イ

ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
く
る
以
前
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
を
そ
の
ま
ま

維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ム
ス
リ
ム
と
し
て
生
き
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
事
実
上
ム
ス
リ
ム
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
捨
て
去
り
、
完
全
に

イ
ギ
リ
ス
社
会
に
同
化
し
て
い
く
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
第
二
世
代
以
降
に
は

厳
密
な
意
味
で
の
出
身
地
と
い
う
も
の
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
前
者
の
選

択
肢
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
さ
ら
に
は
社
会
的
な
状
況
に
よ
っ

て
ム
ス
リ
ム
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
強
化
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
選
択
肢
も
事
実
上
あ
り
え
な
い
。

　

彼
ら
に
唯
一
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ム
ス
リ
ム
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て

生
き
て
い
く
と
い
う
新
し
い
選
択
肢
で
あ
る
。
教
育
の
あ
る
彼
ら
に
は
社

会
的
上
昇
の
チ
ャ
ン
ス
が
比
較
的
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

れ
ば
、
彼
ら
が
ム
ス
リ
ム
と
し
て
い
か
に
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
参
画
す
る
か

と
い
う
形
で
自
分
た
ち
の
問
題
を
捉
え
る
の
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
す
で

に
自
ら
を
「
移
民
」
と
捉
え
な
い
彼
ら
は
、
イ
ス
ラ
ム
を
「
移
民
」
の
宗

教
と
み
な
す
こ
と
に
抗
議
し
、
イ
ス
ラ
ム
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
一
部
が
帰
属

す
る
宗
教
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る

（
10
）。

彼
ら

に
と
っ
て
切
実
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
ム
ス
リ
ム
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
明
確
に
定
義
し
、
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ

ス
人
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
成
員
と
し
て
生
き
る
こ
と
と
、
ム
ス
リ

ム
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
成
員
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
、
ま
っ
た

く
矛
盾
の
な
い
形
で
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
々
の
試
み
を
通
し
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
一
側
面
に
光
を
当
て
た
い
と
思
う
。



66

新
し
い
ム
ス
リ
ム
像
を
求
め
て

　

彼
ら
は
い
っ
た
い
、
イ
ギ
リ
ス
人
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

像
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
材
料
と
し
て
は
ま
ず
、

Q
-N

ew
s

とem
el

と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
ム
ス
リ
ム
を
対
象
と
し
た
ふ
た
つ

の
月
刊
誌
を
使
い
た
い
。
両
誌
と
も
安
価
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
誌
で
は
な

く
、
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
に
支
え
ら
れ
た
良
質
な
雑
誌
と
い
う
評
価
を
確
立

し
て
い
る
。
読
者
層
は
比
較
的
教
育
の
あ
る
、
若
い
世
代
が
中
心
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
本
論
が
対
象
と
す
る
階
層
で
あ
る
。

　

な
おQ

-N
ew

s

の
創
刊
は
、
一
九
九
二
年
で
、
発
行
部
数
は
約
六
万
部

で
あ
り
、em

el

の
方
は
二
〇
〇
三
年
に
創
刊
さ
れ
、
現
在
の
発
行
部
数

は
約
二
万
部
で
あ
る

（
11
）。

創
刊
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
そ
れ
ぞ
れ
『
悪
魔
の

詩
』
事
件
の
後
、
九
・
一
一
の
後
で
あ
り
、
一
般
社
会
に
お
い
て
イ
ス
ラ

ム
に
つ
い
て
取
り
交
わ
さ
れ
る
言
説
が
両
誌
の
創
刊
を
促
し
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。
両
誌
と
も
内
容
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
般
的
な
ム
ス
リ
ム
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
紹
介
、
有
名
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
改
宗
者
の
経
験
談
、
西
欧

の
ム
ス
リ
ム
が
直
面
す
る
問
題
、
中
東
の
状
況
な
ど
社
会
的
・
政
治
的
な

も
の
が
中
心
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
旅
行
、
料
理
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
の
記
事
も
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
的
な
ト
ピ
ッ
ク
は
定
期
的

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
狙
い
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、em

el

がthe m
uslim

 lifestyle m
agazine

と
銘
打
ち
、「
ム

ス
リ
ム
的
生
活
様
式
」
に
関
わ
る
雑
誌
だ
と
宣
言
し
て
い
る
の
は
重
要
で

あ
る
。
さ
ら
に
創
刊
号
の
巻
頭
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
あ
る
い
は
西
洋
に
生
き

る
ム
ス
リ
ム
の
た
め
に
、「
イ
ス
ラ
ム
的
価
値
に
基
づ
い
た
新
し
い
文
化

を
創
出
」
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
重
要

な
の
は
、
こ
の
雑
誌
が
同
じ
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
て
も
ム
ス
リ
ム
の
イ
ギ

リ
ス
人
に
は
、
大
多
数
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
活
様
式
と
は
異
な

る
「
ム
ス
リ
ム
的
生
活
様
式
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、

そ
う
し
た
生
活
様
式
は
意
識
的
な
選
択
の
対
象
と
な
る
も
の
だ
と
前
提

し
て
い
る
点
だ
。
ギ
デ
ン
ズ
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
「
単
に
功
利
主
義

的
な
必
要
を
満
た
す
だ
け
で
な
く
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
物
語
に

実
質
的
な
か
た
ち
を
与
え
る
が
ゆ
え
に
、
個
人
が
受
け
入
れ
て
い
る
多
か

れ
少
な
か
れ
統
合
さ
れ
た
実
践
の
セ
ッ
ト
」
と
定
義
し
、
そ
れ
は
「
受
け

継
が
れ
る
」
も
の
と
い
う
よ
り
も
、「
採
用
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る

（
12
）。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
再
定

義
に
関
わ
る
も
の
と
す
る
こ
の
議
論
は
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
ム
ス
リ
ム
の

例
に
み
ご
と
に
あ
て
は
ま
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
一
点
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
地
球
上
の
ど
こ
に
生

き
て
い
よ
う
と
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
れ
ば
自
動
的
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
な
、

そ
の
意
味
で
普
遍
的
な
「
ム
ス
リ
ム
的
生
活
様
式
」
と
い
う
も
の
は
現
実

に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
イ
ス
ラ
ム
は
、

精
神
的
な
救
済
や
内
面
的
な
問
題
に
の
み
関
わ
る
タ
イ
プ
の
宗
教
で
は

な
く
、
生
活
の
す
べ
て
の
側
面
に
深
く
関
与
し
、
包
括
的
な
性
格
を
強
く

持
つ
宗
教
で
あ
る
。
た
と
え
ば
衣
服
や
食
事
に
も
多
く
の
規
定
を
持
っ
て

い
る
の
は
事
実
だ
。
し
か
し
な
が
ら
よ
く
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
食
に

関
し
て
言
う
と
、
豚
肉
や
酒
類
は
禁
じ
ら
れ
る
が
そ
れ
以
上
の
規
定
は
な

い
。
つ
ま
り
何
を
ど
の
よ
う
に
料
理
す
る
か
、
何
と
何
を
組
み
合
わ
せ
て

食
べ
る
か
に
つ
い
て
は
問
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム

の
料
理
と
ア
ラ
ブ
世
界
の
そ
れ
と
の
間
に
は
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
共
通
性
が
な
い
。
衣
服
に
関
し
て
も
同
じ
だ
。
女
性
が
髪
を
隠
す
ヒ
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ジ
ャ
ー
ブ
と
い
う
規
範
は
地
域
を
問
わ
ず
あ
る
程
度
標
準
的
な
も
の
と

言
え
よ
う
が
、
し
か
し
ど
の
よ
う
な
ベ
ー
ル
で
、
ど
の
よ
う
に
覆
う
か
は

地
域
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
。

　

再
び
、
先
のem

el

に
戻
る
が
、
こ
の
雑
誌
の
創
刊
号
を
見
て
い
る
と

次
の
よ
う
な
点
が
目
に
付
く
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
生

き
る
ム
ス
リ
ム
の
多
く
は
南
ア
ジ
ア
の
出
身
で
あ
り
、
実
際
に
記
事
の
中

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
々
の
多
く
が
、
名
前
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
容
か
ら

判
断
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
あ
る
い
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
系
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
料
理
の
ペ
ー
ジ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
は
レ
バ
ノ
ン
料
理
、
イ
ン
テ
リ
ア
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
モ
ロ
ッ
コ

風
の
家
具
、
そ
し
て
旅
行
の
ペ
ー
ジ
に
登
場
す
る
の
は
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
地

方
、
ま
た
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の
ペ
ー
ジ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
も

ま
た
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
庭
で
あ
り
、
南
ア
ジ
ア
の
も
の
は
登
場
し
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。　

　

そ
の
中
か
ら
ひ
と
つ
、
例
と
し
て
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の
ペ
ー
ジ
を
見
て
み

よ
う
。
ま
ず
モ
デ
ル
と
な
る
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
風
の
庭
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
る
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
皇
太
子
が
イ
ス
ラ
ム
芸
術
や
文
化
（Islam

ic 
art and culture

）
の
愛
好
家
で
あ
り
、
そ
れ
を
主
題
に
し
た
庭
が
造
ら
れ

た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
的
な
る
も
の
と
イ
ギ
リ
ス
的
な

る
も
の
が
調
和
す
る
こ
と
の
例
証
と
言
え
よ
う
か
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
庭

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。「
四
つ
の
要
素
が
水
（
噴

水
）、
木
陰
（
樹
木
）、
色
、
そ
し
て
香
り
（
花
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
ム
ス
リ
ム
が
求
め
る
最
終
的
な
棲
家
で
あ
る
天
国
に
つ
い

て
の
コ
ー
ラ
ン
の
描
写
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
」（
13
）。

そ
し
て
最
後
に
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
イ
ス
ラ
ム
を
主
題
に
し
た
」
庭
造
り
が
で
き
る
か

の
手
ほ
ど
き
が
さ
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
モ
ロ
ッ
コ
風
の
家
具
を
使
っ
た
イ
ン
テ
リ
ア
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
も
見
て
お
こ
う
。
モ
ロ
ッ
コ
の
装
飾
品
の
色
使
い
が
特

徴
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
続
く
。「
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
支
持
者
た
ち
が
八
世
紀
に
西
に
向
か
っ
て
進
撃
し
て

い
く
と
、ベ
ル
ベ
ル
人
た
ち
は
す
ぐ
に
ム
ス
リ
ム
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

イ
ス
ラ
ム
の
建
築
と
工
芸
品
は
新
し
い
色
彩
感
覚
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る
」（
14
）。

モ
ロ
ッ
コ
風
な
も
の
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
の
中
に
置
か
れ

て
説
明
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
15
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
雑
誌
で
ム
ス
リ
ム
ら
し
い
生
活
様
式
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
多
く
が
ア
ラ
ブ
的
、
ア
ラ
ブ
風
の
も
の
、
あ
る

い
は
ア
ラ
ブ
の
歴
史
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
後
の
号

に
な
る
と
こ
れ
ほ
ど
に
顕
著
で
は
な
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
意
味
で

の
「
ア
ラ
ブ
」
に
関
す
る
記
述
が
占
め
る
割
合
が
高
い
の
は
同
じ
だ
。「
ア

ラ
ブ
」
が
彼
ら
の
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
創
出
の
試
み
に
お
い
て
、

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
上
で
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ

の
と
き
に
意
味
す
る
「
ア
ラ
ブ
」
と
は
、
現
実
の
ア
ラ
ブ
諸
国
、
ア
ラ
ブ

世
界
と
は
関
係
な
く
、
ま
し
て
や
現
実
に
生
き
る
ア
ラ
ブ
人
と
い
う
の
で

は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
ア
ラ
ブ
人
を
イ
ス
ラ

ム
の
旗
手
と
し
て
持
ち
上
げ
る
と
い
う
発
想
な
ど
な
い
。
ム
ス
リ
ム
と
い

う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
に
「
ア
ラ
ブ
」
が
持
っ
て
こ
ら
れ
よ
う
と
も
、

そ
れ
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
で
の
ア
ラ
ブ
と
は
な
に
も
関
係
が
な
い

の
で
あ
る
。

 　

も
う
一
点
、「
ア
ラ
ブ
」
性
の
重
視
を
裏
づ
け
る
の
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語

の
使
用
だ
。
イ
ス
ラ
ム
に
お
い
て
ア
ラ
ビ
ア
語
が
持
つ
特
別
な
地
位
に
つ

い
て
は
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
を
重
要
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視
す
る
と
い
う
点
で
は
、em

el

もQ
-N

ew
s

も
変
わ
り
は
な
い
。
記
事
を

見
て
み
る
と
英
語
の
文
章
の
な
か
に
、「
イ
ン
シ
ャ
ア
ッ
ラ
ー
（
神
が
望

ま
れ
る
な
ら
ば
）」、「
ビ
イ
ズ
ニ
ッ
ラ
ー
（
神
の
許
し
が
あ
れ
ば
）」
と
い
う

よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
語
の
フ
レ
ー
ズ
が
繰
り
返
し
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
が

分
か
る
。
た
だ
ア
ラ
ビ
ア
語
が
使
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
ま
さ
に
「
宗

教
的
」
な
決
ま
り
文
句
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、em

el

と
連
携
し

た
組
織
で
あ
るIslam

ic Society of B
ritain

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
そ
の

活
動
方
針
を
説
明
す
る
中
で
、
わ
ざ
わ
ざ
教
育
をTarbiyah

、
社
会
的
配

慮
をR

i’ayah

と
ア
ラ
ビ
ア
語
に
置
き
換
え
て
い
る

（
16
）。

こ
の
こ
と
は
、

で
き
る
だ
け
ア
ラ
ビ
ア
語
を
使
う
の
が
ム
ス
リ
ム
ら
し
い
行
い
だ
と
い

う
彼
ら
の
理
解
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
を
も
っ
と
も
よ
く
使
い
こ
な
す
ア
ラ
ブ
人
は
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
特
別
な
敬
意
を
払
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
直
ち
に
つ
な

が
る
の
か
。
答
え
は
否
だ
。

　

ア
ラ
ビ
ア
語
と
い
う
言
語
は
、
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
の
典
型
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
は
ほ
と
ん
ど
別
個
の
言
語
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど

に
異
な
る
二
種
類
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
レ
ベ
ル
で
使
用
さ
れ

る
。
時
代
の
要
請
に
合
う
よ
う
改
変
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に

は
コ
ー
ラ
ン
の
ア
ラ
ビ
ア
語
と
同
じ
と
さ
れ
る
正
則
語
は
、
書
き
言
葉
で

あ
る
と
同
時
に
公
的
な
場
で
の
会
話
で
使
用
さ
れ
る
言
語
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
各
地
域
の
方
言
と
し
て
多
様
な
形
を
と
る
口
語
は
、
家
族
や
友

人
と
の
日
常
的
な
会
話
で
使
用
さ
れ
、
原
則
的
に
は
文
章
に
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
正
則
語
に
関
し
て
は
ア
ラ
ブ
人
も
ま
た
、
教
育

を
経
て
習
得
し
て
い
く
と
い
う
点
だ
。
言
い
換
え
る
と
、
正
則
語
こ
そ
が

ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
特
別
な
価
値
あ
る
言
語
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
ア

ラ
ブ
人
に
と
っ
て
厳
密
な
意
味
で
の
母
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
正
則
語
の
ア
ラ
ビ
ア
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
言

語
を
使
用
す
る
と
い
う
感
覚
に
つ
な
が
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

「
戦
争
の
家
」
で
は
な
く

　

こ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
グ
ル
ー
プ
の
中
心
に
、
ジ
ア
ウ
デ
ィ
ー

ン
・
サ
ル
ダ
ー
ル
（
サ
ー
ダ
ー
）
お
よ
び
タ
ー
リ
ク
・
ラ
マ
ダ
ー
ン
と
い

う
二
人
の
人
物
が
い
る
。
サ
ル
ダ
ー
ル
は
一
九
五
一
年
に
パ
キ
ス
タ
ン
で

生
ま
れ
、
父
親
と
と
も
に
子
ど
も
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
り
、
そ
の
後
ロ

ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
大
学
で
物
理
と
情
報
工
学
を
学
ん
で
い
る
。
現
在
は
イ

ギ
リ
ス
で
も
有
名
な
論
客
の
一
人
で
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
の
置
か
れ
た
状
況

に
つ
い
て
、
ま
た
人
種
差
別
等
の
問
題
に
つ
い
て
の
幅
広
い
活
動
で
知
ら

れ
て
い
る
。em

el

に
は
コ
ラ
ム
を
持
つ
。
な
お
、
そ
の
著
作
の
一
部
は

日
本
語
に
も
訳
さ
れ
て
い
る

（
17
）。

　

一
方
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
一
九
六
二
年
に
ス
イ
ス
で
生
ま
れ
て
お
り
、
現

在
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
活
動
す
る
研
究
者
、
思
想
家
で
あ
る

が
、
英
語
を
自
由
に
使
い
こ
な
し
、em

el

やQ
-N

ew
s

に
は
頻
繁
に
登
場

す
る
。
彼
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
で
哲
学
と
文
学
を
学
び
修
士
号
を
取
っ
た

後
、
博
士
課
程
で
は
ア
ラ
ビ
ア
語
と
イ
ス
ラ
ム
研
究
を
専
攻
し
学
位
を
取

得
し
た
。
そ
の
後
は
、
カ
イ
ロ
の
ア
ズ
ハ
ル
大
学
で
も
短
期
間
で
は
あ
る

が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
集
中
的
に
学
ん
で
い
る
。
彼
が

ハ
サ
ン
・
ア
ル
＝
バ
ン
ナ
ー
、
つ
ま
り
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
創
設
者
の
孫
で

あ
る
こ
と
は
、
彼
に
何
ら
か
の
オ
ー
ラ
を
与
え
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ

る
。

　

重
要
な
の
は
、
二
人
が
イ
ギ
リ
ス
あ
る
い
は
西
欧
の
ム
ス
リ
ム
に
大
き
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な
影
響
力
を
及
ぼ
す
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
実
は
二
人
と
も
ウ
ラ
マ
ー
と

呼
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ム
の
専
門
家
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
ラ
マ
ダ
ー
ン
の

場
合
は
イ
ス
ラ
ム
を
専
門
的
に
学
ん
だ
と
は
い
え
、
厳
密
な
意
味
で
は
ウ

ラ
マ
ー
の
資
格
は
持
っ
て
い
な
い
。
サ
ル
ダ
ー
ル
の
場
合
は
、
一
度
た
り

と
も
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
教
育
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
そ
の
こ
と
は
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
公
の
場
所
で
語
り
、
指
導

的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
の
妨
げ
に
は
ま
っ
た
く
な
っ
て
い
な
い
こ
と

の
意
味
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
ウ
ラ
マ
ー
で
は
な
い
い

わ
ゆ
る
「
俗
人
」
が
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
近
代
以
降
の
イ
ス

ラ
ム
に
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
あ
る
い
は
西
欧
に
特
有

の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
上
で
な
お
注
目
に
値
す
る
の
は
、「
イ

ス
ラ
ム
の
家
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
は
異
な
り
、
西
欧
で
は
ウ
ラ
マ
ー
が

一
般
社
会
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ

に
よ
っ
て
ウ
ラ
マ
ー
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ム
の
旗
手
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的

な
感
覚
が
さ
ら
に
後
退
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
俗
人
」
の
指
導
力
の
拡
大
と
い
う
現
象
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
イ
ス
ラ

ム
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

サ
ル
ダ
ー
ル
と
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
二
人
の
見
解
が
一
致
す
る
の
は
、
次
の

点
だ
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ラ
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
テ

ク
ス
ト
に
関
し
、
時
代
を
経
て
生
ま
れ
た
新
し
い
経
験
を
踏
ま
え
た
、
新

た
な
解
釈
が
施
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す

る
世
界
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
立
場
か
ら
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ー
ラ
ン
は
今
こ
の
時
に
も
決
定
的
な
意
味
を
持

ち
続
け
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
特
に
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
議
論
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
と
い
う
の

は
、
教
育
背
景
か
ら
し
て
当
然
と
も
言
え
る
が
、
彼
の
方
が
従
来
の
ウ
ラ

マ
ー
に
よ
る
専
門
的
な
議
論
を
踏
ま
え
た
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
彼
の
見
解
の
新
し
さ
が
際
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

先
に
紹
介
し
た
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
的
な
世
界
認
識
に
つ
い
て
こ
こ
で

再
確
認
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
世
界
は
「
イ
ス
ラ
ム

の
家
」
と
「
戦
争
の
家
」
に
分
か
れ
、「
戦
争
の
家
」
の
ム
ス
リ
ム
は
「
イ

ス
ラ
ム
の
家
」に
移
住（
ヒ
ジ
ュ
ラ
）す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

ど
の
場
所
に
生
き
る
か
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
意
味
を
持
つ
の
は
、
包
括
的

な
宗
教
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
の
特
徴
に
よ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ス
ラ

ム
は
個
人
の
内
面
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
精
神
的
救
済
の
み
を

目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
現
世
に
お
け
る
生
活
の
一
つ
一
つ
の
場
面
で
ど

う
行
動
す
る
こ
と
が
ム
ス
リ
ム
と
し
て
最
も
正
し
い
選
択
な
の
か
が
問

わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
規
範
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
支
配
的

で
は
な
い
社
会
で
生
き
る
場
合
、
そ
の
実
践
が
困
難
に
な
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
こ
の
世
界
観
を
前
提
か
ら
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
。

ま
ず
「
世
界
は
ひ
と
つ
の
モ
ス
ク
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
の
ム
ハ
ン
マ
ド

の
こ
と
ば
を
紹
介
し
、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
基
本
的
な
義
務
を
果
た
せ
る

限
り
、
ム
ス
リ
ム
は
世
界
の
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
異
郷
に
い
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
と
し
て
、
移
住
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
）
の
義
務
を
条
件
つ
き
な
が
ら
解

消
す
る
。
そ
の
上
で
、「
環
境
は
、
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生

ま
れ
、
反
映
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し

（
18
）、

従
来
想
定
さ
れ
え
な
か
っ
た
新
し
い
環
境
の
中
に
生
き
る
ム

ス
リ
ム
に
は
新
し
い
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
要
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
と
「
戦
争
の
家
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
地

域
を
互
い
に
無
関
係
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
伝
統
的
な
図
式
は
、
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現
代
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
妥
当
性
を
持
た
な
い
と
批
判
す
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
い
う
現
象
を
所
与
の
事
実
と
し
、
止
め
よ
う
の
な
い
も
の
だ
と

考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
判
断
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
人
も
モ

ノ
も
情
報
も
、
常
に
越
境
し
続
け
る
と
い
う
事
実
が
大
前
提
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
彼
は
、
従
来
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
に
分
類
さ
れ
て
き
た
国
の
多

く
が
、
そ
の
実
情
を
詳
細
に
見
れ
ば
、
西
洋
諸
国
よ
り
も
宗
教
の
自
由
を

保
障
し
て
い
な
い
と
糾
弾
す
る
。
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
イ
ス
ラ
ム
化
を
訴
え

た
祖
父
の
バ
ン
ナ
ー
が
当
局
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
も
そ
の
一
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
法
学
の
見
解

に
従
い
、
ム
ス
リ
ム
が
安
全
を
保
証
さ
れ
て
い
る
地
域
を
「
イ
ス
ラ
ム
の

家
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
西
洋
の
方
が
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
と
定
義
さ
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
と
さ
え
主
張
す
る
の
で
あ
る

（
19
）。

「
証
言
の
家
」
と
し
て
の
西
洋

　

こ
う
し
て
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
世
界
観
を
無
効
と
し
、

「
証
言
の
家
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
西
洋
の
ム
ス
リ
ム
は
「
証
言

の
家
」
に
生
き
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
証
言

と
は
、
ム
ス
リ
ム
の
果
た
す
べ
き
五
行
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
日
本
語
で
は

通
常
、
信
仰
告
白
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
ア
ッ
ラ
ー
以
外
に
神
は

な
く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
で
あ
る
と
私
は
証
言
す
る
」
と
い
う
意

味
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
決
ま
り
文
句
を
声
に
出
し
て
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
。

信
仰
告
白
と
い
う
日
本
語
訳
に
問
題
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
は
自

分
が
「
信
じ
て
い
る
こ
と
」
を
「
告
白
」
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、「
ア
ッ
ラ
ー
以
外
に
神
は
な
く
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
で
あ

る
」
と
い
う
「
真
実
」
に
つ
い
て
そ
れ
が
確
か
で
あ
る
こ
と
を
「
証
言
」

す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
お
か
な
い
と
、
ラ
マ

ダ
ー
ン
の
議
論
は
充
分
に
理
解
で
き
な
い
。

　

と
い
う
の
は
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
証
言
と
い
う
義
務
を
果
た
す
こ
と
こ

そ
、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
真
髄
だ
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
証
言
に
は
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
自
ら
の
信
仰

を
確
認
し
強
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
と
と
も
に
周

囲
の
人
々
に
こ
の
真
実
を
告
げ
知
ら
せ
、
神
の
存
在
を
思
い
出
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。
ラ
マ
ダ
ー
ン
に
言
わ
せ
る
と
、
自
由
が
尊
重
さ
れ
、
証
言
を

行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
れ
、
ム
ス
リ
ム
が
ム

ス
リ
ム
と
し
て
生
き
る
の
に
何
の
問
題
も
な
く
、
移
住
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
）
す

る
必
要
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ま
で
「
イ
ス
ラ
ム

の
家
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
地
域
で
は
、
西
洋
と
比
べ
て
自
由
が
保
障
さ
れ

て
い
な
い
場
合
が
多
く
、
そ
の
意
味
で
真
の
証
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
従
来
の
枠
組
み
で
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
と
さ
れ

て
き
た
地
域
が
「
戦
争
の
家
」
と
さ
れ
て
き
た
地
域
に
対
し
て
維
持
し
て

き
た
優
越
性
は
大
き
く
揺
ら
ぐ
。

　

一
見
、「
証
言
の
家
」
は
「
戦
争
の
家
」
の
名
称
を
変
更
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
く
見
る
と
そ
う
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
通
常
英
語
で
は
「
イ
ス
ラ
ム
の
家
（
ダ
ー

ル
・
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
）」
と
「
戦
争
の
家
（
ダ
ー
ル
・
ル
・
ハ
ル
ブ
）」
は

そ
れ
ぞ
れ
、abode of Islam

とabode of w
ar

と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

自
分
の
言
う「
証
言
の
家
」に
つ
い
て
はabode of testim

ony

で
は
な
く
、

space of testim
ony

と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
言
う
。

つ
ま
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
ダ
ー
ル
」
と
い
う
単
語
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
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———　表象のポリティクス　———

る
か
の
問
題
で
あ
る
が
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
「
ダ
ー
ル
」
を
特
定
の
場
所
や

地
域
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
状
況
が
生
ま
れ

る
場
や
状
況
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
し
、abode

で

は
な
くspace

と
い
う
訳
語
を
与
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る

（
20
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
ラ
マ
ダ
ー
ン
が
さ
ら
に
提
案
す
る
の
は
、
世
界
を

「
中
心
」
と
「
周
縁
」
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
だ

（
21
）。

こ
れ
に
つ
い
て

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
あ
る
地
域
を
「
中
心
」
と
み
な
す
か
、
そ
れ
と
も

「
周
縁
」
と
み
な
す
か
の
基
準
は
イ
ス
ラ
ム
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

ム
ス
リ
ム
が
支
配
し
て
い
る
か
、
イ
ス
ラ
ム
法
が
施
行
さ
れ
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
ム
ス
リ
ム
が
多
数
を
占
め
る
か
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
問
わ
れ
な

い
。
イ
ス
ラ
ム
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
ひ
と
つ
の
宗
教
や
文
化

が
ひ
と
つ
の
地
域
を
支
配
し
つ
く
す
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
西

欧
の
多
元
的
な
状
況
を
生
き
る
者
な
ら
で
は
の
経
験
に
基
づ
い
た
発
想

が
根
底
に
あ
る
。

　

そ
れ
に
替
わ
っ
て
「
中
心
」
か
「
周
縁
」
か
を
区
別
す
る
基
準
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、「
多
次
元
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
正
統
な
る
娘
と
し
て
の

西
洋
化
」
で
あ
る

（
22
）。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
帰
結
と
し
て
西
洋
化
の
高
度

に
進
ん
だ
地
域
が
「
中
心
」、そ
し
て
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
地
域
が
「
周

縁
」
と
分
類
さ
れ
る
。
当
然
、
西
洋
は
「
中
心
」
と
な
る
が
、
そ
れ
は

地
球
上
で
た
だ
ひ
と
つ
の
「
中
心
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
地
理
的
に
は

ど
こ
に
位
置
し
よ
う
と
も
西
洋
化
の
高
度
に
進
ん
だ
地
域
は
す
べ
て
「
中

心
」
と
な
る
。
な
お
、
西
洋
化
あ
る
い
は
近
代
化
と
い
う
概
念
は
、
ご
く

一
般
的
な
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
、「
世
俗
化
お
よ
び
産
業
化
」
と
言
い
換

え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
23
）。

こ
う
し
て
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
、
世
界
を
二

つ
の
切
り
離
さ
れ
た
地
域
に
分
け
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
関
係

し
あ
っ
た
地
域
の
総
体
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
促
す
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
高
度
に
西
洋
化
の
進
ん
だ
地
域
が
ム
ス
リ
ム
に
と
っ

て
な
ぜ
「
中
心
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
重
要
な

の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
産
物
と
し
て
世
俗
化
が
進
行
す
る
と
い
う
前
提

だ
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
的
価
値
に
対
抗
す
る
波
が
勢
力

を
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
世
俗
化
の
波
に
抗
す
る
形
で
証
言
を
行
い
、
そ
れ
を
通
し
て
神

の
存
在
を
確
証
し
、
精
神
性
や
宗
教
心
の
重
要
性
を
訴
え
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
今
と
い
う
時
代
を
生
き
る
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
の
最
大
の
使
命
で

あ
る
。
そ
し
て
「
中
心
」
と
は
、
世
俗
化
と
い
う
現
象
が
地
球
上
で
も
っ

と
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
場
所
で
世

俗
化
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
人
々
、
つ
ま
り
西
洋
に
生
き
る
ム
ス
リ
ム
こ

そ
が
そ
の
使
命
を
最
前
線
で
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
全
体
を

見
渡
し
人
類
全
体
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
意
味
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
で
考

え
る
な
ら
ば
、「
中
心
」
に
い
る
ム
ス
リ
ム
の
役
割
は
「
周
縁
」
に
い
る

ム
ス
リ
ム
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
イ
ス
ラ
ム

の
家
」
と
さ
れ
て
き
た
地
域
と
「
戦
争
の
家
」
と
さ
れ
て
き
た
地
域
の
関

係
は
こ
う
し
て
逆
転
す
る
。

「
新
し
い
メ
デ
ィ
ナ
」

　

従
来
「
戦
争
の
家
」
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た

地
域
の
意
味
づ
け
を
根
底
か
ら
覆
そ
う
と
す
る
例
は
、
他
に
も
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ア
ル
＝
フ
ァ
ー
ル
ー
キ
ー
は
自
分

の
生
き
る
場
所
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
を
史
上
初
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
が
作

ら
れ
た
メ
デ
ィ
ナ
に
喩
え
る

（
24
）。

そ
し
て
こ
の
「
新
し
い
メ
デ
ィ
ナ
」
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と
い
う
発
想
は
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
や
サ
ル
ダ
ー
ル
と
も
歩
調
を
合
わ
せ
る
、

Q
-N

ew
s

の
編
集
長
フ
ァ
リ
ー
ナ
・
ア
マ
ル
も
共
有
し
て
い
る
。
彼
女
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

　

私
た
ち
の
近
代
的
な
状
況
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
理
解
し
て
い
る
人
は
あ
ま

り
い
ま
せ
ん
。
歴
史
上
、
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ム
の
地
の
外
に
わ
た
し
た
ち

ほ
ど
多
く
の
人
が
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て

ダ
ー
ル
・
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
（「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」）
に
存
在
す
る
不
正
、
非

寛
容
、
非
人
道
性
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ジ
ュ
ラ
し
た
人
が
私
た
ち
ほ

ど
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
神
に
祝
福
さ
れ

た
預
言
者

─
彼
に
平
安
あ
れ

─
に
従
っ
て
メ
デ
ィ
ナ
に
行
っ
た
教
友

た
ち
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
ひ
と
つ
の
メ
デ
ィ
ナ
を
創
る
こ
と
に
成
功
し

て
よ
う
や
く
メ
ッ
カ
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す

（
25
）。

　

こ
れ
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ム

ス
リ
ム
は
「
戦
争
の
家
」
に
生
き
る
べ
き
で
は
な
く
、「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」

に
「
移
住
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
）」
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ム
ハ
ン
マ

ド
の
メ
ッ
カ
か
ら
メ
デ
ィ
ナ
へ
の
移
住
、
お
よ
び
そ
れ
に
従
っ
た
人
々
の

移
住
を
範
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
し
か
し
今
紹
介
し
た
考
え
方

は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
行
い
を
根
拠
と
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
な

が
ら
、
彼
ら
が
生
活
す
る
欧
米
社
会
に
つ
い
て
の
解
釈
は
従
来
の
も
の
と

逆
だ
。
こ
れ
ま
で
は
「
移
民
」
の
生
き
る
欧
米
は
イ
ス
ラ
ム
を
受
け
入
れ

な
い
地
域
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ム
ハ
ン
マ
ド
が
布
教
を
開
始
し
た
こ
ろ
の

メ
ッ
カ
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
を
離
れ
て
ム
ハ
ン
マ
ド
が
メ
デ
ィ
ナ

へ
移
っ
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
の
価
値
や
規
範
に
基
づ
い
た
生
活
が
可
能

な
地
域
へ
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
「
移
民
」
た
ち
の
生
き
る
場
所
は
イ
ス
ラ
ム
を
拒
む
メ
ッ
カ
で
は

な
く
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
建
設
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
る
場
と
し
て
の
メ

デ
ィ
ナ
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
彼
ら
は
、
自
由
に
信
仰
を
表
明

で
き
ず
、
信
仰
に
基
づ
い
た
生
活
を
送
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
出
身

地
」、
そ
の
意
味
で
イ
ス
ラ
ム
を
拒
ん
だ
時
代
の
メ
ッ
カ
に
相
当
す
る
場

所
か
ら
、
す
で
に
新
し
い
「
メ
デ
ィ
ナ
」
に
「
移
住
」
を
済
ま
せ
て
い
る

と
い
う
発
想
な
の
だ
。
フ
ァ
リ
ー
ナ
・
ア
マ
ル
が
「
イ
ス
ラ
ム
の
地
」
に

お
け
る
不
正
や
非
人
道
性
の
た
め
に
多
く
の
人
が
そ
の
地
を
捨
て
た
と

指
摘
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
誤
解
の
な
い
よ
う
付
け
加
え
て
お
く
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ

を
新
し
い
「
メ
デ
ィ
ナ
」
に
す
る
と
い
う
語
り
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ

カ
を
イ
ス
ラ
ム
教
国
に
す
る
意
思
表
明
と
単
純
に
解
す
る
べ
き
で
は
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
、
世
俗
化
の
進
ん
だ
社
会
に
宗
教
性
、
精
神
性
を
復

活
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
ム
ス
リ
ム
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
意
味
で
イ

ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
を
ム
ス
リ
ム
が
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
使
命
を
果
た

す
こ
と
が
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
場
所
、つ
ま
り
新
し
い
「
メ
デ
ィ
ナ
」

と
み
な
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
が
欧
米
の
ム
ス
リ
ム
に
ふ
さ
わ
し

い
新
し
い
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
創
出
の
動
き
と
一
致
す
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

地
域
性
か
ら
の
脱
出

　

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ム
ス
リ
ム
た

ち
が
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
第

一
に
親
や
祖
父
母
の
出
身
地
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
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———　表象のポリティクス　———

パ
キ
ス
タ
ン
の
あ
る
地
域
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
と
ム
ス
リ
ム
で
あ
る

こ
と
が
混
同
さ
れ
、
出
身
地
へ
の
帰
属
意
識
を
維
持
す
る
こ
と
と
ム
ス
リ

ム
と
い
う
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
た
時
代
は
終
わ
っ
た

の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
の
構
築
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
ム

ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
出
身
地
」
の
地
域
性
か
ら
解
放
さ
れ

て
い
る
。
第
二
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

中
心
に
は
「
ア
ラ
ブ
」
的
な
る
も
の
が
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
の
「
ア
ラ

ブ
」
と
は
現
実
の
ア
ラ
ブ
世
界
と
は
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
関
係

が
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
ア
ラ
ブ
世
界
と
い
う
特
定
の
地
域
に
対
す
る
帰

属
意
識
に
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。

　

で
は
最
後
に
、
現
在
彼
ら
が
生
活
す
る
場
所
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
にem

el

は
「
イ
ギ

リ
ス
人
ム
ス
リ
ム
」
と
い
う
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
打
ち
出
し
、

ラ
マ
ダ
ー
ン
は
西
洋
（
人
）
ム
ス
リ
ム
と
い
う
、
ほ
か
の
地
域
の
ム
ス
リ

ム
と
は
異
な
る
特
定
の
あ
り
方
を
模
索
す
べ
き
だ
主
張
す
る
。
し
か
し
こ

れ
を
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
あ
る
い
は
西
洋
社
会
に
同
化
す
る
こ
と
を
主
張

あ
る
い
は
容
認
し
て
い
る
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、em

el

の
創
刊
号
の
冒
頭
か
ら
、
一
部
を
抜
い
て
み
よ
う
。

　

…
…
生
き
た
イ
ス
ラ
ム
と
は
、
私
た
ち
が
生
活
の
す
べ
て
の
面
を
ム
ス

リ
ム
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
れ
に
し
か

目
に
さ
れ
な
い
。
私
た
ち
の
ウ
ィ
ッ
ト
や
ユ
ー
モ
ア
、
私
た
ち
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
や
ス
タ
イ
ル
、
私
た
ち
の
教
育
や
子
育
て
、
私
た
ち
の
料
理
や
私

た
ち
の
芸
術
的
技
、
私
た
ち
の
金
融
と
私
た
ち
の
ス
ポ
ー
ツ
、
私
た
ち
の

政
治
と
私
た
ち
の
信
仰
は
、
す
べ
て
あ
ま
り
に
も
見
過
ご
さ
れ
、
時
に
は

あ
ざ
け
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

長
い
（
歴
史
を
持
つ
）
卓
越
し
た
文
化
の
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
自
分
た

ち
の
こ
と
を
世
界
文
明
へ
の
主
要
な
貢
献
者
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
他
の
人
々
も
同
じ
よ
う
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
26
）。

　

つ
ま
り
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
い
て

は
っ
き
り
と
ム
ス
リ
ム
と
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。「
私
た
ち
の
」
と

さ
れ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
「
イ
ギ
リ
ス
の
」
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
固
有
の
も
の
と
し
て
明
確
に
可
視
化
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
正
式
な
メ
ン

バ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
「
イ
ギ
リ
ス
の
」
ム
ス
リ
ム
と
は
、「
英
国
風
」
の
ム
ス
リ
ム
と

い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。

　

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
意
味
で
「
イ
ギ
リ
ス
の
」
ム
ス
リ
ム

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ラ
マ
ダ
ー
ン
は
、
次
の

よ
う
に
言
う
。
イ
ス
ラ
ム
の
核
と
な
る
部
分
は
普
遍
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
適
用
方
法
に
お
い
て
は
各
地
域
特
有
の
あ
り
方
が
あ
っ
て
当
然
で

あ
り
、ア
ラ
ブ
的
な
イ
ス
ラ
ム
（
教
徒
）
や
パ
キ
ス
タ
ン
的
イ
ス
ラ
ム
（
教

徒
）
が
あ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
的
イ
ス
ラ
ム
（
教
徒
）
あ
る
い
は
西
洋

的
イ
ス
ラ
ム
（
教
徒
）
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
。

　

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、「
イ
ギ
リ
ス
的
」
あ
る
い
は
「
西
洋
的
」

と
い
う
形
容
詞
の
含
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
の
「
世
界
文
明
へ
の
主

要
な
貢
献
」
と
い
う
発
想
と
同
じ
文
脈
に
置
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、「
イ
ギ
リ
ス
の
」
ム
ス
リ
ム
と
言
っ
た
と
き
に
意
図
さ
れ
て
い

る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
社
会
に
積
極
的
に
参
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
い

う
国
に
大
い
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
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洋
の
場
合
も
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。
そ
れ
は
ラ
マ
ダ
ー
ン
が
、
西
洋
文
明
と

い
う
も
の
が
元
来
、
多
く
の
文
明
や
文
化
か
ら
影
響
を
与
え
ら
れ
、
刺
激

を
受
け
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
異
質
な
文
化
と
の
接
触
を
西
洋
人
あ

る
い
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
と
捉

え
る
の
は
誤
り
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。
イ
ギ
リ

ス
の
ム
ス
リ
ム
、
い
や
よ
り
正
確
に
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
に

は
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
へ
の
貢
献
が
あ

る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
パ
ト
リ
ア
ル
」
の

イ
ギ
リ
ス
人
と
は
異
な
る
が
ゆ
え
に
、
存
在
意
義
が
あ
る
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
へ
の
同
化
や
そ
こ
で
の
不
可
視
化
を
求

め
る
考
え
方
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
。

　

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
創
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
ム
ス
リ
ム
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
実
際
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
地
域
に
も
埋
め

込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ム
ス
リ
ム
は
イ

ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
文
化
を
受
け
入
れ
な
い
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い

が
、
し
か
し
そ
れ
と
は
明
確
に
異
な
る
も
の
を
持
っ
た
人
々
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
文
化
的
多
元
性
を
尊
重
あ
る
い
は
容
認
す
る
社
会
で
あ

れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
な
く
と
も
ど
こ
で
で
も
有
効
で
あ
る
と
い
う

点
だ
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
い
か
な
る
境
界
線
を
も
越
え
う
る
ポ
ー

タ
ブ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
普
遍
的
な
性
格
を
持
つ
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
ム
ス
リ
ム
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
す
べ
て
の
意
味
の
地
域
性
を
捨
て
さ
っ

た
、
よ
り
普
遍
的
な
も
の
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

地
縁
や
血
縁
の
意
味
を
徹
底
的
に
相
対
化
し
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
結
び

つ
く
共
同
体
を
目
指
し
た
、
原
初
の
イ
ス
ラ
ム
の
志
向
に
回
帰
し
て
い
る

と
い
う
解
釈
も
成
立
す
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
イ
ス
ラ
ム
は
そ
の
始
ま
り

に
お
い
て
す
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
志
向
す
る
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
う

言
い
方
も
可
能
だ
ろ
う
か
。
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ew

 U
m

m
ah, C

olum
bia 

U
niversity Press: N

ew
 Y

ork, 2004 ; Schaebler and L
eif Stenberg eds. 

G
lobalization and the M

uslim
 W

orld: C
ulture, Religion, and M

odernity, 
Syracuse U

niversity Press: Syracuse, 2004.

（
５
）
実
際
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
歴
史
的
経
験
に
よ
り
、「
イ
ス
ラ
ム
の
家
」
と
「
戦

争
の
家
」
に
加
え
、
元
来
は
「
戦
争
の
家
」
と
さ
れ
る
地
域
で
あ
り
な
が
ら
イ
ス
ラ
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ム
教
徒
の
側
と
休
戦
協
定
を
結
び
、
安
全
保
障
を
与
え
る
地
域
と
な
っ
た
「
協
定
の

家
」
と
い
う
中
間
的
な
範
疇
も
考
え
出
さ
れ
る
。
ま
た
近
代
に
な
っ
て
、「
イ
ス
ラ

ム
の
家
」
を
真
に
イ
ス
ラ
ム
法
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
、
さ
ら
に
細
分
化

す
る
と
い
う
議
論
も
出
て
い
る
。

（
６
）M

.K
. M

asud, ‘The obligation to m
igrate: the doctrine of H

ijra in Islam
ic

law
’ in M

uslim
 Travellers: P

ilgrim
age, M

igration and the R
eligious 

Im
agination, U

niversity of C
alifornia Press: B

erkeley, 1990.

　

預
言
者
の
慣
行
は
「
ス
ン
ナ
」
と
呼
ば
れ
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
第
二
の
法
源
と
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ム
ハ
ン
マ
ド
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
自
然
に
信
徒
に
見
習
お
う

と
い
う
発
想
を
も
た
せ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ム
ス
リ
ム
の
行
動
規
範
と
し
て
正

式
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
代
や
場
所
を
越
え
て
有
効
性

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
七
年
に
イ
ン
ド･

パ
キ
ス
タ
ン
分
離
独
立
が
行
わ
れ
、
イ
ン
ド
領
内
か
ら
多
く
の
ム
ス
リ
ム
が
パ
キ
ス

タ
ン
に
移
動
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
ム
ハ
ー
ジ
ル
ー
ン
つ
ま

り
「
移
住
者
」
と
呼
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
単
に
政
治
的
な
混
乱
に
よ
る
避
け
が
た
い

大
移
動
と
し
て
否
定
的
に
見
る
の
で
は
な
く
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
行
い
に
倣
っ

た
も
の
と
し
て
、イ
ス
ラ
ム
的
に
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
７
）G

illes K
epel, Allah in the W

est: Islam
ic M

ovem
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erica and Europe, 
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８
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９
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テ
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。
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じ
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ラ
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と
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れ
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何
を
称
し
て
「
異
文
化
受
容
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
は
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
演
劇
の
受
容
を
射
程
に
い
れ
て
考
え
て
い

る
の
だ
が

─
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
作
品
が
翻
訳
や
上
演
さ
れ
る
こ

と
か
、
劇
作
家
・
演
出
家
・
演
劇
人
に
与
え
る
影
響
か
、
そ
れ
と
も
日
本

に
お
い
て
演
劇
構
想
の
革
新
に
つ
な
が
る
何
か
が
そ
こ
か
ら
紡
ぎ
だ
さ

れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
日
本
の
文
化
・
社
会
構
造
の
根
幹

に
与
え
た
影
響
も
射
程
に
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

も
そ
も
両
者
に
お
い
て
は
、「
演
劇
」
の
概
念
や
文
脈
も
、
根
底
か
ら
異

な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

い
ま
な
お
日
本
で
「
演
劇
」
と
い
う
と
き
、
統
一
体
と
し
て
の
演
劇
の

イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
歌
舞
伎
・
能
・
文
楽
・

狂
言
は
古
典
芸
能
あ
る
い
は
伝
統
演
劇
と
し
て
一
括
さ
れ
、
明
治
期
に
始

ま
っ
た
「
新
派
」
や
「
新
国
劇
」
は
日
本
出
自
の
演
目
が
主
流
だ
。
対
し

て
、
明
治
末
の
二
〇
世
紀
初
頭
に
西
欧
演
劇
を
範
に
設
立
さ
れ
た
「
文
芸

協
会
」
や
「
自
由
劇
場
」
に
嚆
矢
を
お
く
非
商
業
主
義
独
立
劇
団
制
と
し

て
の
「
新
劇
」
の
流
れ
が
、
長
ら
く
日
本
近
代
演
劇
の
背
骨
を
形
成
し
て

き
た
。

　

だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
そ
の
「
新
劇
」
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
が
分
派
し
て
く
る
。
反
「
新
劇
」
を
掲
げ
た
浅
利
慶

太
主
宰
の
「
劇
団
四
季
」
は
欧
米
劇
か
ら
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
ま
で
を
主
流
に

し
て
、
演
劇
の
興
業
的
な
大
衆
化
を
志
向
し
、
ま
た
「
ア
ン
グ
ラ
演
劇
」

と
総
称
さ
れ
る
既
成
の
劇
場
概
念
を
超
え
た
動
き
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
殻

変
動
を
も
た
ら
し
た
り
し
た
。
寺
山
修
司
（
一
九
三
五
～
八
三
）
が
率
い

た
「
天
井
桟
敷
」、
唐
十
郎
率
い
る
「
状
況
劇
場
」
の
紅
テ
ン
ト
に
、
佐

藤
信
を
中
心
に
し
た
黒
テ
ン
ト
、
あ
る
い
は
鈴
木
忠
志
主
宰
の
「
早
稲
田

小
劇
場
」
は
利
賀
村
を
経
て
い
ま
は
静
岡
芸
術
劇
場
へ
移
り
、「
現
代
人

劇
場
」
か
ら
出
発
し
た
蜷
川
幸
雄
は
「
商
業
演
劇
」
へ
転
じ
て
い
ま
や
世

界
的
に
有
名
な
演
出
家
と
な
っ
て
い
る
…
…
。
こ
の
ア
ン
グ
ラ
世
代
は
、

ド
イ
ツ
で
い
え
ば
、
Ｐ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
や
Ｃ
・
パ
イ
マ
ン
の
よ
う
な
「
六
八

年
世
代
」
的
存
在
に
当
た
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
ア
ン
グ
ラ
時
代
を
分
水
嶺
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
八
〇
年
代
以

降
の
小
劇
場
運
動
世
代
で
、そ
の
代
表
格
は
野
田
秀
樹
の
「
夢
の
遊
民
社
」

や
宮
城
聡
の
「
ク
・
ナ
ウ
カ
」、
渡
邊
え
り
こ
の
「
劇
団
三
〇
〇
」
だ
ろ
う
。

彼
ら
は
集
団
名
や
形
態
を
変
え
つ
つ
も
、
い
ま
や
日
本
演
劇
の
中
核
を

担
っ
て
い
る
。
他
に
も
百
年
近
い
歴
史
を
持
つ
女
性
だ
け
の
「
宝
塚
歌
劇

団
」
も
あ
れ
ば
、「
二
期
会
」
や
「
こ
ん
に
ゃ
く
座
」
な
ど
の
オ
ペ
ラ
も

も
ち
ろ
ん
あ
る
…
…
。「
演
劇
」
と
い
う
概
念
は
欧
米
で
も
い
ま
や
多
様

異
文
化
受
容
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
日
本
近
代
化
の
プ
リ
ズ
ム
か
ら
見
た
ド
イ
ツ
演
劇
受
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
川
道
子
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に
揺
れ
動
い
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
何
で
も
あ
り
の
並
列
状
況
は
、
日

本
独
特
の
現
象
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

演
目
や
上
演
ス
タ
イ
ル
も
多
彩
で
、
ジ
ャ
ン
ル
の
越
境
も
枚
挙
に
暇
が

な
い
。「
冥
の
会
」
や
蜷
川
幸
雄
の
演
出
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
や

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
歌
舞
伎
や
能
の
役
者
が
現
代
演
劇
の
俳
優

と
と
も
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
流
に
翻
案
し
て
上
演
す
る
こ
と
も
珍

し
く
な
く
な
っ
た
し
、
近
松
の
『
曽
根
崎
心
中
』
を
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ダ

ウ
ン
タ
ウ
ン
ブ
ギ
ウ
ギ
バ
ン
ド
が
プ
ロ
の
文
楽
の
人
形
遣
い
を
相
手
に

上
演
し
た
り
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
彼
を
め
ぐ
る
女
性
た
ち
を
主
人
公
に
し
た

『
ブ
レ
ヒ
ト
オ
ペ
ラ
』
が
斎
藤
憐
作
・
佐
藤
信
演
出
で
新
劇
や
宝
塚
出
身

の
役
者
で
演
じ
ら
れ
た
り
…
…
。

　

そ
の
よ
う
な
日
本
演
劇
に
お
い
て
、
西
欧
、
と
く
に
劇
場
＝
劇
団
の
公

立
劇
場
制
度
の
完
備
し
た
ド
イ
ツ
か
ら
見
て
何
よ
り
奇
異
に
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
日
本
に
は
一
貫
し
て
公
立
劇
場
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
新

劇
以
降
の
日
本
の
演
劇
は
ほ
と
ん
ど
が
私
立
の
劇
団
制
を
と
っ
て
い
て
、

劇
場
も
助
成
金
も
な
く
、
ホ
ー
ル
や
商
業
劇
場
を
借
り
て
の
演
劇
活
動
を

続
け
て
き
た
。
伝
統
芸
能
の
た
め
に
は
じ
め
て
国
立
劇
場
が
つ
く
ら
れ
た

の
が
一
九
六
六
年
、
現
代
演
劇
の
た
め
の
新
国
立
劇
場
開
設
は
一
九
九
七

年
。
そ
の
頃
か
ら
や
っ
と
あ
ち
こ
ち
に
公
立
劇
場
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
い
ず
れ
も
そ
れ
ま
で
の
商
業
劇
場
と
同
様
に
、
専

属
劇
団
を
持
た
な
い
建
物
の
み
の
、
い
わ
ば
貸
し
小
屋
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
た
の
だ
っ
た
。
九
〇
年
代
か
ら
よ
う
や
く
助
成
金
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し

は
じ
め
、
劇
団
制
を
と
ら
な
い
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
・
シ
ス
テ
ム
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
演
劇
活
動
が
顕
著
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
動
き
と
呼
応
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
い
う
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
演
目
が
入
り
乱
れ
る
坩る

つ
ぼ堝

の
ご
と

き
演
劇
状
況
を
、
日
本
演
劇
独
特
の
豊
か
な
現
象
と
可
能
性
だ
と
見
る

か
、「
演
劇
」
そ
の
も
の
の
未
成
熟
状
態
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
私
的
・

公
的
資
本
に
よ
る
文
化
操
作
と
見
る
か
は
評
価
が
分
か
れ
よ
う
が
、
現
在

と
い
う
時
点
が
い
ま
突
如
生
ま
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
こ
と
に
時
代
と

社
会
と
個
々
の
営
み
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
く
文
化
と
い
う
錯
綜
し

た
位
相
、
も
っ
と
い
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
い
う
と
こ
ろ
の
「
時
代
を
映

し
出
す
鏡
」
と
し
て
の
社
会
的
な
時
空
を
も
っ
た
演
劇
に
お
い
て
は
、
そ

れ
な
り
の
紆
余
曲
折
を
経
た
歴
史
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か

で
現
在
を
と
ら
え
返
す
視
座
も
必
要
だ
ろ
う
。
何
よ
り
日
本
で
は
そ
の
際

に
、
江
戸
三
百
年
の
「
鎖
国
」
の
後
に
怒
濤
の
ご
と
く
流
れ
込
ん
で
き
た

西
欧
文
化
お
よ
び
そ
の
演
劇
受
容
の
屈
折
や
特
殊
性
と
い
っ
た
問
題
も
、

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
の
演
劇
も
近
代
演
劇
た
ろ
う
と
す
る
に
は
、

西
欧
演
劇
の
力
を
借
り
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
明
治
以
降
の
日
本
の
百
有
余
年
の
歴
史
は
、
一

口
に
い
え
ば
西
欧
化
、
資
本
主
義
化
の
相
の
下
で
の
近
代
化
で
あ
り
、
文

化
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
も
欧
米
文
化
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。

こ
と
に
近
代
演
劇
の
歴
史
を
考
え
る
場
合
に
は
そ
う
だ
。
な
か
で
も
日
本

と
日
本
演
劇
の
近
代
化
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
文
学
や
思
想
、
演
劇
の
果

た
し
た
影
響
と
役
割
は
、
実
際
に
目
に
見
え
て
い
る
以
上
に
ず
っ
と
大
き

く
根
が
深
い
。
と
も
に
遅
れ
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
近
代
国
家
入
り
し
た
と
い

う
共
通
点
と
、
し
か
し
日
本
は
非
西
欧
圏
に
お
け
る
近
代
化
の
壮
大
な
実

験
場
で
も
あ
っ
た
と
い
う
特
異
点
・
ず
れ
を
も
、
そ
こ
に
見
て
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
あ
る
国
の
文
化
が
異
質
の
文
化
の
影
響
を
受
け
る
と
き
、
ど

の
よ
う
な
受
け
入
れ
方
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
そ
の
国
の
文
化
的
個

性
を
示
す
と
も
い
え
る
し
、
こ
と
に
ア
ジ
ア
は
一
九
～
二
〇
世
紀
に
か
け



78

て
、
西
欧
の
影
響
下
で
ほ
ぼ
軒
な
み
植
民
地
化
・
近
代
化
の
荒
波
を
受
け

た
わ
け
だ
が
、
日
本
は
鎖
国
─
開
国
─
文
明
開
化
の
な
か
で
、
演
劇
に
お

い
て
も
か
な
り
独
自
の
西
欧
化
・
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ん
だ
。
い
ま

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
や
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ

ム
」
の
相
の
も
と
に
近
代
化
自
体
が
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
き
こ

そ
、
二
重
に
も
の
を
見
る
眼
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
で
あ
り
つ
つ
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
グ
ロ
ー
バ
ル
で
あ
る
複
眼
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
文
化
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
演
劇

受
容
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
見
た
日
本
演
劇
の
百
有
余
年
を
、
い
く
つ
か

の
結
節
点
と
特
徴
か
ら
概
観
し
、
駆
け
足
な
が
ら
そ
の
一
端
を
「
異
文
化

受
容
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
と
し
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
大
き
く
次
の
六
つ
の
時
代
区
分
の
柱
を
立
て
て
語
っ
て

い
く
。一

、
明
治
初
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
戯
曲
の
紹
介
移
入
（
一
八
八
〇
～

一
九
〇
五
）

二
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
ま
で
の
文
芸
協
会
と
自
由
劇
場
（
一
九
〇
六

～
一
九
）

三
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
築
地
小
劇
場
（
一
九
二
三
～
四
五
）

四
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
千
田
是
也
と
ブ
レ
ヒ
ト
受
容
（
一
九
四
五
～

六
八
）

五
、
分
水
嶺
と
し
て
の
〈
一
九
六
八
年
〉
と
演
劇
の
新
た
な
鎖
国
状
況

（
一
九
六
八
～
九
〇
）

六
、
Ｈ
Ｍ
Ｐ
と
「
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年　

２
０
０
５
／
２
０
０
６
」

の
波
紋
（
一
九
九
〇
～
二
〇
〇
六
）

一
、
シ
ラ
ー
と
自
由
民
権
と
演
劇
改
良
会

　

ド
イ
ツ
の
戯
曲
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
文
学
が
日
本
に
は
じ
め
て
翻
訳
紹

介
さ
れ
た
の
は
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
）、
シ
ラ
ー
の
一
八
〇
四
年
作

の
『
ヴ
ィ
ル
へ
ル
ム
・
テ
ル
』
で
、
斉
藤
鉄
太
郎
訳
『
瑞す

い
っ
つ
る正

独
立
自
由

弓ゆ
ん
づ
る弦

』
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
草
紙
本
の
体
裁
で
、
二
〇
分
冊
で
発

行
予
定
の
も
の
が
第
一
分
冊
の
み
で
と
だ
え
た
。
こ
の
『
テ
ル
』
は
そ
の

後
一
八
九
〇
年
ま
で
に
他
に
三
種
類
も
の
翻
訳
が
出
て
い
る
。
一
八
八
二

年
に
山
田
郁
治
訳
『
哲テ

ル
じ
ゆ
う
の
も
の
が
た
り

爾
自
由
譚
一
名
自
由
之
魁

さ
き
が
け

』（
馬
琴
流
の
七
五

調
の
物
語
形
式
で
訳
出
、
こ
れ
も
冒
頭
の
訳
だ
け
で
後
篇
は
出
な
か
っ
た
）、

一
八
八
七
年
に
葦
田
東
雄
訳
『
血
々
句
涙
回
天
之
弦
声
』（
部
分
的
な
翻
案

で
あ
っ
た
）、一
八
九
〇
年
に
中
川
霞
城
訳
『
維ウ

イ
ル
ヘ
ル
ム
テ
ル

廉
的
児
自
由
之
一ひ

と
や箭

』（「
少

年
文
武
」
と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
原
文
に
比
較
的
忠
実
だ
っ
た
が
、
こ

れ
も
未
完
）。

　

一
八
八
〇
年
代
と
い
え
ば
、
明
治
初
期
の
文
明
開
化
（
欧
化
改
良
）
主

義
の
後
、
維
新
政
治
の
あ
り
方
に
反
対
し
て
自
由
民
権
運
動
が
起
こ
っ
た

時
期
だ
。
中
村
敬
宇
訳
の
ミ
ル
の
『
自
由
之
理

こ
と
わ
り

』（
一
八
七
二
）
が
青
年

層
の
新
思
想
に
影
響
を
与
え
、
維
新
政
府
が
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
確
立

を
め
ざ
し
、
藩
閥
政
治
へ
の
不
満
が
国
会
開
設
運
動
と
し
て
盛
り
あ
が
っ

て
い
っ
た
な
か
で
、
シ
ラ
ー
の
『
テ
ル
』
も
政
治
的
に
紹
介
移
入
さ
れ
た

こ
と
は
、
そ
の
翻
訳
の
タ
イ
ト
ル
や
ス
タ
イ
ル
か
ら
見
て
も
明
ら
か
だ
ろ

う
。
ブ
ー
ム
は
国
会
開
設
の
一
八
九
〇
年
に
終
焉
す
る
が
、
シ
ラ
ー
は
こ

の
と
き
に
自
由
の
闘
士
と
し
て
、
こ
と
に
テ
ル
が
息
子
の
頭
の
リ
ン
ゴ
を

射
抜
く
あ
の
場
面
で
一
躍
、
日
本
で
有
名
に
な
っ
た
の
だ
。
興
味
深
い
の

は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』
も
、
坪
内
逍
遥

に
よ
っ
て
『
自じ

ゆ
う
の
た
ち
な
ご
り
の
き
れ
あ
じ

由
太
刀
余
波
鋭
鋒
』
と
し
て
、
一
八
八
四
年
に
自
由
民
権
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———　表象のポリティクス　———

運
動
の
流
れ
の
な
か
で
は
じ
め
て
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、
一
八
八
三
年
に
は
同
じ
シ
ラ
ー
の
『
メ
ア

リ
ー
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
』
が
、「
東
京
日
々
新
聞
」
の
記
者
だ
っ
た
福
地

桜
痴
の
訳
で
、『
春
雪
馬メ

リ
ー利

御
最
期
』
と
し
て
同
紙
に
連
載
さ
れ
る
（
英

訳
か
ら
の
重
訳
で
戯
曲
を
移
す
用
意
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
二
幕
か
ら
は
筋
書

だ
け
に
な
っ
て
い
る
）。『
テ
ル
』が
政
治
的
に
移
入
さ
れ
た
の
に
対
し
、『
メ

ア
リ
ー
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
』
の
紹
介
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。
桜
痴
の

関
心
は
も
っ
ぱ
ら
歌
舞
伎
に
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
一
八
八
六
年
、
福
地
桜
痴
や
文
部
大
臣
の
森
有
礼
な
ど
に
よ
っ

て
官
界
と
劇
界
合
同
の
「
演
劇
改
良
会
」
が
発
足
す
る
。
明
治
初
期
の
演

劇
と
は
歌
舞
伎
に
ほ
か
な
ら
ず
、
演
劇
改
良
と
は
、
江
戸
町
人
階
級
の

娯
楽
で
あ
っ
た
歌
舞
伎
劇
を
現
実
に
追
随
さ
せ
て
欧
化
改
良
し
よ
う
と

い
う
試
み
を
意
味
し
た
。
同
会
の
主
導
に
よ
っ
て
散
切
物
（
武
士
の
ち
ょ

ん
ま
げ
を
切
っ
た
芝
居
）
や
活
歴
劇
（
リ
ア
ル
な
歴
史
劇
）、
外
人
と
の
合
同

劇
（『
漂
流
奇
談
西
洋
劇か

ぶ
き

』）、
西
欧
文
学
の
翻
案
劇
（
た
と
え
ば
リ
ッ
ト
ン

の
小
説
『
マ
ネ
ー
』
を
桜
痴
が
訳
し
河
竹
黙
阿
弥
に
脚
色
さ
せ
た
『
人
間
万
事

金か
ね
の
よ
の
な
か

世
中
』
な
ど
）
が
上
演
さ
れ
た
。
だ
が
や
が
て
欧
化
熱
も
さ
め
、
歌

舞
伎
の
特
質
を
無
視
し
た
た
め
に
一
般
の
反
発
も
買
い
、「
演
劇
改
良
会
」

は
二
年
で
解
散
。
一
八
八
七
年
の
は
じ
め
て
の
天
覧
興
行
を
機
に
、
歌
舞

伎
は
「
高
尚
な
演
劇
」
と
し
て
松
竹
資
本
な
ど
の
新
興
支
配
層
と
結
び

つ
き
、
か
つ
て
の
支
持
層
を
捨
て
、〝
近
代
〟
と
の
本
質
的
な
対
決
を
深

め
る
こ
と
な
く
伝
統
演
劇
と
し
て
現
代
に
〝
伝
承
〟
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

逆
に
見
れ
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
「
伝
統
演
劇
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ

た
と
も
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
資
本
に
丸
抱
え
さ
れ
る
の
を
潔

よ
し
と
せ
ず
に
独
立
し
た
の
が
「
前
進
座
」
だ
。

　

自
由
民
権
と
歌
舞
伎
改
良
の
両
極

─
シ
ラ
ー
の
『
テ
ル
』
と
『
メ
ア

リ
ー
』
の
移
入
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
ベ
ク
ト
ル
を
異
に
し
て
も
、
い
ず

れ
も
完
訳
で
な
く
、
戯
曲
あ
る
い
は
上
演
台
本
と
し
て
の
訳
出
で
も
な

く
、
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
原
物
を
切
る
〝
自
由
な
〟
翻
案
的
移
入
で
あ
っ

た
点
が
、
こ
の
期
の
日
本
の
西
洋
演
劇
受
容
の
あ
り
方
を
物
語
っ
て
い
よ

う
。
歌
舞
伎
の
台
本
が
文
学
と
し
て
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
は
江
戸
時
代
よ
り
持
ち
越
し
の
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
外
国
の
戯
曲
も

そ
れ
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
自
由
民
権
運
動
は
政
治
に
演
劇
を
結
び
つ
け
た
。「
政
論
の
宣

伝
」
と
「
壮
士
の
救
済
」
を
掲
げ
て
自
由
党
壮
士
の
角
藤
定
憲
が
「
日
本

改
良
演
劇
」
と
銘
打
っ
て
旗
上
げ
し
、
こ
れ
が
新
派
劇
の
開
幕
と
さ
れ

る
。
続
い
て
自
由
童
子
と
異
名
を
と
っ
た
川
上
音
二
郎
が
『
オ
ッ
ペ
ケ
ペ

節
』
で
人
気
を
博
し
、
時
事
演
劇
『
板
垣
君
遭
難
実
記
』
な
ど
の
書
生
芝

居
で
隆
盛
を
き
わ
め
た
。
こ
の
自
由
民
権
講
釈
の
壮
士
劇
の
背
景
に
シ

ラ
ー
の
『
テ
ル
』
紹
介
や
一
連
の
翻
訳
政
治
小
説
の
流
行
も
あ
っ
た
わ
け

だ
。
そ
の
壮
士
劇
も
民
権
運
動
の
弾
圧
・
衰
退
と
と
も
に
国
会
開
設
後
は

政
治
的
主
張
を
後
退
さ
せ
、
新
演
劇
の
開
拓
を
め
ざ
し
て
い
く
が
、
通
俗

に
流
れ
て
新
派
悲
劇
に
た
ど
り
つ
く
。
そ
の
後
の
一
八
九
九
～
一
九
〇
二

年
、
川
上
音
二
郎
は
芸
者
出
身
の
妻
・
貞
奴
と
と
も
に
欧
米
へ
巡
業
に
出

か
け
、
パ
リ
万
博
で
も
公
演
し
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
や
日
本
演
劇
へ
の
興
味

を
か
き
た
て
る
の
に
一
役
買
い
、
カ
ブ
キ
、
ゲ
イ
シ
ャ
、
ハ
ラ
キ
リ
を
有

名
に
し
、帰
国
す
る
と
西
欧
の
劇
を
〝
正
し
く
〟
紹
介
す
べ
く
一
連
の
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
翻
案
劇
を
上
演
し
た
り
し
て
い
る
。

　

特
記
す
べ
き
は
、
東
京
外
国
語
大
学
『
語
劇
百
年
史
』
の
最
初
の

一
九
〇
〇
年
に
『
ウ
ェ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
』
が
外
国
語
の
「
講
演
会
」
と

し
て
独
逸
科
の
中
村
達
夫
、
田
代
光
雄
に
よ
り
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
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記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
『
テ
ル
』
の
日
本
初
演
な
の
だ
ろ
う
が
、
ち
な

み
に
壮
士
劇
に
は
シ
ラ
ー
の
上
演
は
な
か
っ
た
。『
テ
ル
』
の
日
本
（
語
）

初
演
は
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）、歌
舞
伎
俳
優
・
市
川
左
団
次
ら
に
よ
っ

て
明
治
座
で
上
演
さ
れ
た
厳
谷
小
波
翻
案
『
瑞ス

イ
ス西

義
民
伝
』
で
あ
っ
た
。

も
は
や
自
由
民
権
的
関
心
か
ら
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
的
関
心
か
ら
と
り
あ

げ
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
同
じ
年
に
佐
藤
芝
峰
に
よ
る
『
テ
ル
』
の
最
初

の
完
訳
『
う
ゐ
る
へ
る
む
て
る
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
同
年
五

月
に
は
シ
ラ
ー
没
後
百
年
を
記
念
し
て
、
雑
誌
「
帝
国
文
学
」
が
「
シ
ル

レ
ル
記
念
号
」
と
し
て
四
一
〇
頁
の
大
冊
を
出
し
、
お
そ
ら
く
は
は
じ
め

て
の
新
進
ド
イ
ツ
文
学
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
華
や
か
に
開
催
さ

れ
た
。
こ
の
間
に
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
に
森
鴎
外
が
雑
誌
「
早
稲

田
文
学
」
に
「
シ
ル
レ
ル
傳
」
を
発
表
、
九
六
年
（
明
治
二
九
）
に
は
緒

方
維
獄
に
よ
る
単
行
本
『
シ
ル
レ
ル
』
が
出
て
い
る
。
学
者
文
人
に
よ
る

ド
イ
ツ
戯
曲
の
本
格
的
な
翻
訳
研
究
紹
介
が
、
明
治
期
後
半
か
ら
始
ま
っ

て
い
た
。

二
、
ド
イ
ツ
近
代
劇
と
森
鴎
外
と
自
由
劇
場

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
戯ド

ラ
マ曲

と
演
劇
論
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
て
、「
演
劇
の

近
代
化
は
旧
劇
旧
派
員
で
な
る
べ
か
ら
ず
、
全
然
た
る
刷
新
を
」
と
い
う

想
い
か
ら
新
し
い
演
劇
運
動
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、
日
本
「
新
劇
」
史

の
起
点
と
い
わ
れ
る
坪
内
逍
遥
と
島
村
抱
月
の「
文
芸
協
会
」（
一
九
〇
六
）

と
、森
鴎
外
を
バ
ッ
ク
に
し
た
小
山
内
薫
と
市
川
左
団
次
の
「
自
由
劇
場
」

（
一
九
〇
九
）
で
あ
る
。
逍
遥
、
鴎
外
と
も
に
、
す
で
に
明
治
二
〇
年
代

に
演
劇
改
良
会
へ
の
批
判
を
開
始
し
て
い
た
。

　

英
文
学
者
の
坪
内
逍
遥
（
一
八
五
九
～
一
九
三
五
）
は
広
く
文
学
改
良

運
動
の
中
心
に
立
つ
と
と
も
に
、
英
独
の
留
学
か
ら
帰
国
し
た
弟
子
の
島

村
抱
月
が
文
芸
協
会
を
発
足
さ
せ
る
と
、
そ
れ
を
応
援
す
べ
く
翌
年
に

日
本
初
の
男
女
共
学
の
演
劇
研
究
所
を
設
立
。
そ
の
第
一
回
卒
業
公
演

が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』（
一
九
一
一
）
で
、
逍
遥
は
一
九
三
五
年
ま
で
に
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
全
四
〇
戯
曲
を
翻
訳
し
、
日
本
の
沙シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア翁

と
呼
ば
れ
た
。

し
か
し
近
代
劇
を
志
向
す
る
抱
月
は
逍
遥
と
対
立
、
女
優
の
松
井
須
磨
子

と
劇
団
「
芸
術
座
」
を
設
立
し
、
イ
プ
セ
ン
や
メ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
、
ト
ル

ス
ト
イ
な
ど
の
上
演
で
、
劇
中
歌
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
も
ヒ
ッ
ト
さ

せ
る
な
ど
人
気
を
得
て
い
っ
た
。

　

森
鴎
外
（
一
八
六
二
～
一
九
二
二
）
は
軍
医
と
し
て
一
八
八
四
～
八
八

年
に
ド
イ
ツ
へ
留
学
、
帰
国
後
に
雑
誌
「
し
か
ら
み
草
紙
」
を
創
刊
し
、

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
に
「
演
劇
改
良
論
者
の
偏
見
に
驚
く
」
を
同

誌
に
発
表
、「
戯
曲
あ
り
て
後
に
演
劇
あ
り
」
と
戯
曲
第
一
主
義
を
説
く
。

同
年
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』
を
『
折
薔
薇
』
と

題
し
て
、
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
は
『
フ
ィ
ロ
ー
タ
ス
』
を
『
俘
』
と

題
し
て
完
訳
し
、
近
代
ド
イ
ツ
市
民
演
劇
の
祖
と
い
わ
れ
る
レ
ッ
シ
ン
グ

か
ら
そ
の
旺
盤
な
ド
イ
ツ
戯
曲
紹
介
を
始
め
た
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
び
い
き
で
「
レ
ッ
シ
ン
グ
忍
月
」
と
い
わ
れ
た
石
橋
忍
月

は
、
鴎
外
の
『
エ
ミ
リ
ア
』
訳
の
意
義
を
賞
し
つ
つ
、「
実
際
そ
の
戯
曲

が
舞
台
に
於
て
演
ず
可
き
や
否
や
を
顧
み
ざ
る
論
者
な
り
」
と
批
判
。
対

し
て
鴎
外
は
「
蓋
し
詩
境
は
高
く
劇
境
は
卑
し
き
は
古
今
万
邦
皆
然
り
、

故
に
一
戯
曲
の
或
る
や
そ
の
詩
法
に
適
え
る
事
は
明
ら
か
な
れ
ど
も
、
当

時
の
舞
台
は
或
は
こ
れ
を
演
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
べ
し
。
…
…
若
し
果
し

て
演
劇
無
き
戯
曲
を
擯
斥
す
る
時
は
戯
曲
何
ぞ
一
詩
體
に
備
ふ
る
に
足

ら
ん
や
」
と
答
え
て
い
る
。「
高
き
詩
境
と
卑
し
き
劇
境
」

─
こ
れ
は
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歌
舞
伎
の
枠
の
な
か
で
の
西
欧
戯
曲
の
自
分
勝
手
な
理
解
を
排
し
た
、
鴎

外
に
よ
る
文
学
と
し
て
の
戯
曲
の
独
立
宣
言
と
と
れ
る
。

　

劇
作
家
の
小
山
内
薫
（
一
八
八
一
～
一
九
二
八
）
と
歌
舞
伎
役
者
の
市

川
左
団
次
に
よ
っ
て
発
足
し
た
自
由
劇
場
は
、
こ
の
鴎
外
を
擁
し
、
か
つ

一
九
世
紀
末
に
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
捲
し
た
自
由
劇
場
運
動
を
念
頭
に

お
い
て
い
た
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
こ
の
自
由
劇
場
は
日
本
の
西
欧

演
劇
受
容
の
決
定
的
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
つ
く
っ
た
と
い
え
る
。

　

自
由
劇
場
運
動
は
周
知
の
ご
と
く
、
ゾ
ラ
を
旗
頭
と
し
た
自
然
主
義
発

祥
の
地
パ
リ
で
一
八
八
七
年
に
創
立
さ
れ
た
自テ

ア
ー
ト
ル
・
リ
ブ
ル

由
劇
場
を
祖
と
し
、
や

が
て
ベ
ル
リ
ン
、
ダ
ブ
リ
ン
、
ロ
ン
ド
ン
、
モ
ス
ク
ワ
へ
と
広
ま
っ
た
演

劇
革
新
の
運
動
だ
。
資
本
主
義
の
発
展
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
演
劇
の
商

業
主
義
化
や
ス
タ
ー
シ
ス
テ
ム
、
演
目
の
硬
直
化
、
戯
曲
と
劇
場
の
分

離
、
国
家
検
閲
の
強
化
と
い
う
事
態
の
進
行
の
な
か
で
、
人
間
と
現
実
を

リ
ア
ル
に
科
学
的
に
見
す
え
て
矛
盾
を
剔
抉
し
て
い
こ
う
と
す
る
自
然

主
義
文
学
運
動
と
不
可
分
に
生
ま
れ
た
。
自
由
劇
場
の
〝
自
由
〟
と
は
既

成
商
業
演
劇
か
ら
の

0

0

0

自
由
、
国
家
検
閲
か
ら
の

0

0

0

自
由
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ

の
自フ

ラ
イ
エ
ビ
ュ
ー
ネ

由
劇
場
は
イ
プ
セ
ン
の
『
幽
霊
』
上
演
禁
止
を
き
っ
か
け
に
立
ち
あ

げ
ら
れ
た
。
検
閲
と
利
潤
か
ら
の

0

0

0

自
由
を
掲
げ
て
会
員
を
募
り
、
劇
場
と

俳
優
を
借
り
て
、
み
ず
か
ら
が
欲
す
る
新
し
い
戯ド

ラ
マ曲

を
上
演
し
よ
う
と
い

う
、〝
観
客
〟
の
側
か
ら
の
舞
台
獲
得
の
運
動
で
あ
っ
た
。

　

小
山
内
は
何
よ
り
こ
の
ド
イ
ツ
の
無
形
劇
場
運
動
を
範
と
し
て
、「
旧

劇
が
人
生
を
描
写
す
る
芸
術
と
し
て
明
治
の
青
年
に
不
満
足
な
点
は
明

ら
か
で
あ
っ
て
吾
人
明
治
の
青
年
は
喪
心
新
し
い
劇
を
要
求
し
て
い
る

の
に
違
い
な
い
」
と
の
意
を
固
め
、
左
団
次
と
手
を
と
り
あ
う
。
左
団

次
ら
旧
派
の
役
者
を
素
人
に
し
て

0

0

0

0

0

「
脚
本
に
お
い
て
も
演
技
に
お
い
て

も
〝
真
の
翻
訳
時
代
〟（
西
洋
近
代
劇
の
そ
れ
）
と
い
う
も
の
を
興
し
た
い
」

と
い
う
の
が
小
山
内
の
意
図
だ
っ
た
。
鴎
外
の
意
を
受
け
て
、
身
の
丈
に

合
わ
せ
て
原
物
を
切
ら
な
い
、
原
作
尊
重
の
翻
訳
劇
と
い
う
形
で
、
西
欧

演
劇
に
取
り
組
も
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
か
。
だ
が
何
を
選
ぶ
か
。
小
山

内
は
い
ろ
ん
な
人
に
相
談
す
る
が
、
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
の
は
鴎
外

だ
っ
た
。
鴎
外
は
イ
プ
セ
ン
晩
年
の
『
ジ
ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク

マ
ン
』（
独
語
か
ら
の
重
訳
）、
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
の
『
出
発
半
時
間
前
』、
ハ

ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
寂
し
き
人
々
』
の
三
作
を
推
薦
し
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
あ
き

芝
居
、
第
三
回
、
第
五
回
公
演
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
こ
と
に
ド
イ
ツ
の
自
由
劇
場
運
動
に
お
い
て
母
胎
か

つ
推
進
体
と
な
っ
た
の
は
、
自
然
主
義
文
学
運
動
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た

社
会
劇
、た
と
え
ば
ゾ
ラ
の
『
居
酒
屋
』、イ
プ
セ
ン
中
期
の
『
社
会
の
柱
』

『
人
形
の
家
』『
幽
霊
』、
そ
の
上
演
が
演
劇
史
上
に
残
る
セ
ン
セ
ー
シ
ョ

ン
と
な
っ
た
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
日
の
出
前
』
や
『
職
工
』
な
ど
、
近
代

市
民
社
会
が
変
質
す
る
な
か
で
そ
の
虚
偽
欺
瞞
を
告
発
し
、
社
会
と
個
人

の
葛
藤
を
赤
裸
々
に
描
こ
う
と
し
た
戯
曲
だ
っ
た
。

　

し
か
し
鴎
外
が
選
び
小
山
内
が
受
け
と
め
た
三
作
は
、
い
ず
れ
も
こ
の

流
れ
か
ら
は
ず
れ
て
い
た
。『
ボ
ル
ク
マ
ン
』
も
『
寂
し
き
人
々
』
も
象

徴
主
義
的
色
彩
の
濃
い
作
品
、『
出
発
半
時
間
前
』
は
す
で
に
反
自
然
主

義
の
潮
流
の
な
か
の
作
品
だ
。
ド
イ
ツ
の
自
由
劇
場
に
遅
れ
る
こ
と
二
十

年
、
一
九
〇
九
年
に
日
本
で
自
由
劇
場
の
精
神
を
生
か
す
に
ふ
さ
わ
し
い

作
品
を
選
ぶ
の
は
容
易
で
は
な
い
。
が
、
そ
こ
に
、
高
踏
的
理
想
主
義
で

ま
ず
は
欧
化
の
内
面
化
を
志
向
し
、
ボ
ル
ク
マ
ン
の
エ
ゴ
の
葛
藤
の
な
か

に
人
間
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
、
さ
ら
に
は
す
で
に
位
人
臣
を
き
わ
め
て
い

て
国
益
に
反
す
る
自
然
主
義
そ
の
も
の
を
日
本
に
も
た
ら
す
わ
け
に
は

い
か
ぬ
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
鴎
外
の
、
日
本
を
し
ょ
っ
て
立
つ
が
ゆ
え
の
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自
己
規
制
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

一
度
は
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
『
日
の
出
前
』
を
幕
あ
き
芝
居
に
考
え
た
こ

と
も
あ
っ
た
小
山
内
に
も
、
西
欧
戯
曲
を
通
じ
て
そ
の
近
代
思
想
に
真

正
面
か
ら
向
か
お
う
と
す
る
意
識
性
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
演
出

も
、
人
物
の
心
理
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
朦
朧
と
し
た
気
分
の
流
れ
を
重

視
し
た
「
気
分
劇
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
自
然
主
義
を
象
徴
主
義

か
ら
受
け
と
め
心
理
的
情
調
に
流
す

─
中
村
光
夫
が
名
著
『
風
俗
小
説

論
』
で
私
小
説
へ
の
滅
び
の
大
道
と
断
じ
た
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
似
た
も
の

が
、
こ
こ
に
も
見
て
と
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

翻
訳
劇
上
演
が
ど
こ
ま
で
自
己
の
演
劇
的
主
張
と
重
な
っ
て
い
た
か

は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、「
真
の
翻
訳
時
代
」
は
と
も
あ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

近
代
劇
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
日
本
に
お
け
る
劇
文
学
の
誕
生
と
発
展
の
機

縁
に
な
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
左
団
次
と
そ
の
歌
舞
伎
一
座
に
よ
る

商
業
演
劇
活
動
の
余
暇
を
ぬ
っ
て
の
上
演
活
動
で
あ
っ
た
自
由
劇
場
は
、

一
九
一
九
年
、
左
団
次
が
松
竹
の
専
属
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
焉
す
る
。

三
、
ド
イ
ツ
表
現
主
義
劇
と
土
方
与
志
と
築
地
小
劇
場

　

一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
）、
関
東
大
震
災
で
東
京
中
の
文
化
が
焼
き

尽
く
さ
れ
た
と
い
う
報
を
ベ
ル
リ
ン
で
聞
い
た
土
方
与
志
（
一
八
九
八
～

一
九
五
九
）は
、ド
イ
ツ
留
学
の
勉
学
費
五
万
円（
今
日
で
は
数
億
円
と
い
う
）

を
も
っ
て
小
劇
場
と
新
し
い
劇
団
を
つ
く
ろ
う
と
決
意
、
帰
国
し
て
小
山

内
薫
を
顧
問
に
迎
え
入
れ
た
い
と
申
し
出
た
。
小
山
内
は
「
私
の
今
ま
で

踏
ん
で
き
た
道
が
こ
と
ご
と
く
錯
誤
で
あ
っ
た
」
と
〝
総
括
〟
し
、
二
十

歳
も
年
下
の
土
方
ら
青
年
世
代
と
手
を
結
ぶ
。
我
が
国
最
初
の
「
新
劇
」

団
に
よ
る
有
形
劇
場
、「
築
地
小
劇
場
」

の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

小
山
内
の
総
括
と
展
望
を
何
点
か
に

要
約
す
る
と
、
一
つ
は
「
私
は
再
び
日

本
に
お
け
る
営
利
的
の
劇
場
に
は
い
か

な
る
関
係
に
お
い
て
も
入
っ
て
い
く
ま

い
と
決
心
し
ま
し
た
」
と
い
う
反
商
業

主
義
宣
言
。
二
つ
目
は
歌
舞
伎
新
派
と

絶
縁
し
、「
素
人
を
役
者
に
」
と
研
究

生
を
募
り
、
俳
優
教
育
を
行
な
う
劇
団

制
。
こ
こ
か
ら
の
ち
の
「
新
劇
」
を
支
え
る
千
田
是
也
や
山
本
安
英
、
杉

村
春
子
、
滝
沢
修
な
ど
が
育
っ
て
い
く
。
三
つ
目
は
「
こ
の
劇
場
の
経
営

維
持
に
同
じ
程
度
の
責
任
と
義
務
を
持
つ
」
同
人
制
。
こ
こ
に
「
新
劇
」

の
反
商
業
主
義
的
独
立
採
算
制
の
劇
団
と
い
う
基
本
性
格
が
確
立
さ
れ

た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
実
、
大
半
を
貴
族
で
あ
る
土
方
の
財
源
に

頼
っ
て
い
た
。

　

四
つ
目
は
、「
目
下
二
年
許
り
は
西
洋
物
許
り
を
や
る
筈
で
あ
る
。
何

故
日
本
の
物
を
演
ら
ぬ
か
、
私
は
演
出
家
と
し
て
日
本
の
既
成
作
家
の
創

作
か
ら
何
ら
演
出
欲
を
唆そ

そ

ら
れ
な
い
。
…
…
日
本
の
脚
本
に
そ
う
い
う
刺

激
が
な
い
か
ら
や
む
を
得
ず
演
ず
る
の
だ
」
と
い
う
再
度
の
翻
訳
劇
上
演

宣
言
。
こ
れ
が
当
時
の
劇
作
家
た
ち
の
大
半
を
築
地
か
ら
切
り
離
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
山
本
有
三
、
岸
田
國
士
、
菊
池
寛
、
久
保
田
万

太
郎
な
ど
か
ら
一
斉
反
撃
を
受
け
る
。
だ
が
若
き
千
田
是
也
に
「
あ
ん
な

生
ぬ
る
い
心
境
小
説
な
い
し
身
辺
雑
記
的
私
戯
曲
を
今
ど
き
お
か
し
く

て
や
れ
る
か
」
と
大
歓
迎
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
旧
文
壇
・
劇
壇
に
対 築地小劇場（1924-45 年）
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す
る
新
し
い
演
劇
世
代
の
宣
戦
布
告
で
も
あ
っ
た
。

　
「
宣
言
」
ど
お
り
、
築
地
小
劇
場
は
二
年
近
く
は
外
国
物
し
か
上
演
せ

ず
、
五
年
足
ら
ず
の
活
動
期
間
に
上
演
さ
れ
た
一
一
七
本
の
演
目
の
う

ち
、
日
本
の
劇
作
品
は
二
七
本
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の

眼
目
は
も
は
や
小
山
内
路
線
の
近
代
劇
に
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
土
方
路
線

に
よ
る
現
代
劇
、
特
に
ド
イ
ツ
表
現
主
義
戯
曲
に
あ
り
、
そ
の
矢
継
ぎ
早

の
「
演
劇
の
実
験
室
」
と
し
て
の
紹
介
上
演
は
、〝
新
し
い
〟
演
劇
の
メ
ッ

カ
と
な
る
。
何
よ
り
そ
の
こ
と
は
、幕
あ
け
公
演
（
一
九
二
四
）
に
チ
ェ
ー

ホ
フ
『
白
鳥
の
歌
』、
マ
ゾ
オ
『
休
み
の
日
』、
ゲ
ー
リ
ン
グ
『
海
戦
』
が

上
演
さ
れ
、
観
客
の
熱
狂
が
も
っ
ぱ
ら
『
海
戦
』
に
向
け
ら
れ
た
の
に
象

徴
さ
れ
よ
う
。

　
『
海
戦
』
は
、
日
本
同
様
に
〝
遅
れ
た
国
〟
ド
イ
ツ
の
国
家
主
義
昂
揚

の
実
像
を
悲
惨
な
第
一
次
世
界
大
戦
の

現
実
に
見
た
、
一
九
一
七
年
作
の
表

現
主
義
反
戦
劇
だ
。
一
九
一
〇
年
代
後

半
か
ら
若
い
世
代
を
お
お
っ
た
ド
イ
ツ

表
現
主
義
運
動
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

の
幻
滅
を
機
に
、
人
間
回
復
の
主
張
や
、

魂
の
自
由
な
飛
翔
を
求
め
る
自
我
の

演
劇
（
ハ
ー
ゼ
ン
ク
レ
ー
フ
ァ
ー
）、
反

戦
劇
（
ゲ
ー
リ
ン
グ
）、
人
間
を
疎
外
し

歪
め
る
社
会
を
告
発
す
る
戯
曲
（
カ
イ

ザ
ー
）、
社
会
批
判
の
喜
劇
（
シ
ュ
テ
ル

ン
ハ
イ
ム
）
な
ど
を
生
み
だ
し
て
い
く
。

自
然
主
義
は
現
実
の
悲
惨
と
個
人
の
葛

藤
を
リ
ア
ル
に
分
析
的
に
描
こ
う
と
し

た
が
、
国
家
主
義
の
台
頭
や
戦
争
で
具
体
的
事
象
と
個
人
の
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
か
ら
み
あ
い
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
表
現
主
義
者
た
ち
が
用
い

た
の
は
抽
象
化
と
総
合
化
、
そ
の
表
現
の
簡
潔
化
だ
っ
た
。『
海
戦
』
も

切
れ
切
れ
の
短
い
文
を
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
電
報
文
体
、
早
い
展
開

で
、
登
場
人
物
は
水
夫
一
、二
、三
…
…
と
番
号
の
み
で
表
さ
れ
る
。

　
『
海
戦
』
に
感
激
し
た
松
居
松
翁
は
、小
山
内
に
「〝
海
戦
〟
は
作
と
い
い
、

御
演
出
の
方
法
と
い
い
、
西
洋
に
て
観
劇
致
候
心
地
を
再
現
仕
候
。
…
…

二
〇
年
に
近
く
し
て
老
兄
の
手
に
て
小
生
に
満
足
を
与
え
ら
れ
し
事
た

だ
比
一
事
に
て
も
不
堪
感
謝
」
と
書
き
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
『
海
戦
』

の
演
出
を
し
た
の
は
、
誰
あ
ろ
う
、
一
九
二
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
演
劇
を

そ
の
眼
で
見
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
か
ら
表
現
派
の
イ
ェ
ス
ナ
ー
、
カ
ー
ル
ハ

イ
ン
ツ
・
マ
ル
テ
ィ
ン
な
ど
の
演
出
法
、
何
よ
り
メ
イ
エ
ル
ホ
リ
ド
の
演

出
に
感
銘
を
受
け
た
土
方
与
志
だ
っ
た
。

　

土
方
は
、
東
京
帝
国
大
学
独
文
科
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
久
保
栄
が

次
々
に
訳
す
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
戯
曲
（
カ
イ
ザ
ー
『
ガ
ス
』『
朝
か
ら
夜

半
ま
で
』『
平
行
』、
シ
ェ
テ
ル
ン
ハ
イ
ム
『
ホ
ー
ゼ
』『
ビ
ュ
ル
ガ
ー
・
シ
ッ

ペ
ル
』、
ハ
ー
ゼ
ン
ク
レ
ー
フ
ァ
ー
『
人
間
』
な
ど
）
の
上
演
を
そ
の
中
心
に

お
い
て
、
彼
な
り
の
眼
と
や
り
方
で
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
を
そ
の
ま

ま
ア
ク
チ
ェ
ア
ル
に
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
つ
な
い
だ
。
つ
ま
り
土
方

は
、
第
一
次
大
戦
後
の
世
界
を
敏
感
に
反
映
し
た
そ
の
社
会
的
主
題
と
反

軍
国
主
義
思
想
に
、
日
本
の
現
実
を
ふ
ま
え
て
共
鳴
し
、
そ
の
表
現
方
法
、

演
劇
観
へ
の
理
解
を
示
し
た
の
だ
。

　

一
九
三
〇
年
、
小
山
内
の
追
悼
公
演
を
最
後
に
幕
を
閉
じ
た
「
築
地
小

劇
場
時
代
」
の
活
動
を
こ
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
演
劇
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し

て
特
徴
づ
け
て
み
る
と
、
第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
前
衛
芸
術
に
対
す
る
鋭

カイザー作『朝から夜中まで』（築地小劇場、1924 年）
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敏
な
関
心
と
受
容
の
熱
意
は
当
時
の
日
本
知
識
人
の
知
的
飢
餓
に
裏
打

ち
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
西
欧
の
新
し
い
演
劇
形
態
の
紹
介
移
入
に
と

ど
ま
ら
ず
、「
横
の
も
の
を
縦
に
」
強
引
に
喰
ら
い
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
形
で
知
性
の
構
造
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
。
北
村
寿
夫
い
わ
く
「
あ
な
た
方
の
芝
居
に
魅
せ
ら
れ
て
直
覚
的
に

私
は
私
自
身
の
中
に
あ
る
知
慧
を
直
覚
し
た
の
で
す
」。
逆
か
ら
見
れ
ば
、

「
民
衆
の
た
め
に
」（
小
山
内
）
を
標
榜
し
た
築
地
の
活
動
は
や
は
り
、
何

よ
り
西
洋
を
通
じ
て
知
識
人
層
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
高
度
に
知
的

な
活
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
何
を
も
っ
て
〝
民
衆
的
〟
と
す
る

か
は
そ
う
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、「
新
劇
」
即
翻
訳
劇
上
演
劇
団
と
い
う
側
面
は
、
日
本
の
在

来
演
劇
と
創
作
劇
を
「
新
劇
」
か
ら
遠
ざ
け
た
。
が
、
そ
れ
と
て
、
日
本

演
劇
の
近
代
化
が
こ
の
「
築
地
」
的
な
西
欧
化
（〝
あ
ち
ら
〟
の
身
の
丈
に

〝
こ
ち
ら
〟
を
ぶ
つ
け
て
い
く
対
決
の
プ
ロ
セ
ス
）
を
必
要
と
し
て
い
た
と

も
と
れ
る
。「
築
地
へ
は
毎
回
欠
か
さ
ず
に
行
く
」
と
い
っ
た
川
端
康
成

は
、「
日
本
の
戯
曲
家
の
作
品
を
上
演
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
大
分

非
難
が
あ
っ
た
。
…
…
し
か
し
上
演
し
な
く
て
も
差
支
え
な
い
と
私
は
思

う
。
…
…
小
劇
場
の
人
々
が
本
当
に
上
演
欲
を
感
じ
る
創
作
劇
の
現
れ
る

の
を
待
て
ば
い
い
。
待
ち
な
が
ら
そ
う
云
う
も
の
が
現
れ
る
た
め
の
刺
激

を
与
え
て
く
れ
れ
ば
い
い
」
と
書
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
加
藤
衛
に
よ
る

と
、
明
治
大
正
期
ま
で
に
翻
訳
さ
れ
た
ド
イ
ツ
戯
曲
は
、
作
家
は
三
三
人
、

作
品
は
一
一
〇
作
、
上
演
さ
れ
た
の
は
二
一
人
で
四
五
作
。
フ
ラ
ン
ス
戯

曲
の
翻
訳
は
一
六
人
の
作
家
と
四
五
作
、
上
演
一
九
人
と
二
六
作
に
比
べ

る
と
、
ド
イ
ツ
戯
曲
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
は
明
白
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
土
方
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
劇
の
精
力
的
上
演
を
通
し
て
レ
ジ

ス
タ
ン
ス
精
神
を
発
揮
し
た
築
地
は
、
演
劇
と
政
治
の
関
わ
り
あ
い
を
芸

術
的
テ
ー
マ
に
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
促
進
し
た

0

0

0

0

の
が
明
治
以
来
の
演
劇

取
り
締
ま
り
と
、
中
国
大
陸
侵
略
を
契
機
に
し
た
日
本
の
軍
国
主
義
化

だ
。
検
閲
に
カ
ッ
ト
、
上
演
禁
止
は
日
を
追
っ
て
厳
し
く
な
り
、
演
劇
人

も
多
く
が
検
挙
さ
れ
て
い
く
。
ド
イ
ツ
と
相
結
ん
で
第
二
次
世
界
大
戦
へ

と
至
る
築
地
時
代
以
降
か
ら
、「
新
劇
」
は
政
治
の
問
題
を
も
ろ
に
受
け

と
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

　

そ
し
て
建
物
と
し
て
の
築
地
小
劇
場
も
一
九
四
五
年
、
東
京
大
空
襲
の

な
か
で
灰
燼
と
化
し
た
。

四
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
千
田
是
也
と
戦
後
「
新
劇
」

　

敗
戦
後
、
戦
時
下
に
活
動
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
演
劇
人
が
次
々
と
活
動

を
開
始
し
て
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
「
新
劇
」
が
始
ま
る
。
杉
村
春
子
の
「
文

学
座
」、
村
山
知
義
や
土
方
与
志
の
「
新
協
劇
団
」、
千
田
是
也
の
「
俳
優

座
」
な
ど
の
復
活
・
再
建
に
始
ま
り
、
久
保
栄
、
滝
沢
修
、
宇
野
重
吉
ら

の「
民
衆
芸
術
劇
場
」（
の
ち
の
劇
団
民
芸
）、山
本
安
英
と
木
下
順
二
の「
ぶ

ど
う
の
会
」
な
ど
が
創
立
さ
れ
た
。
彼
ら
の
活
動
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、

日
本
の
戦
前
戦
中
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
西
欧
の
古
典
劇
や
近
代
劇
の
上

演
、
お
よ
び
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
中
心
と
し
た
俳
優
術

の
探
求
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
期
は
、
自
由
劇
場
以
来
の
近
代
劇
の
確
立

に
向
か
っ
た
時
期
と
い
え
よ
う
か
。
演
出
家
の
福
田
恆
存
は
、「
近
代
劇

の
範
囲
で
戦
後
を
は
じ
め
た
ふ
し
ぎ
さ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
、「
新
劇
」
界
は
青
年
座
、
仲
間
、

三
期
会
、
青
俳
、
四
季
な
ど
の
新
し
い
劇
団
を
続
々
と
輩
出
し
て
い
く
の
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だ
が
、
五
〇
年
代
後
半
に
再
び
西
欧
演
劇
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
り
転
換
点

を
迎
え
る
。
そ
の
柱
は
大
き
く
三
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
カ
ミ
ュ
、
サ
ル
ト

ル
、
ア
ヌ
イ
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
実
存
主
義
戯
曲
。
極
限
状
況
下
で
の
人
間

の
選
択
の
劇
で
、 

観
客
の
感
情
移
入
が
前
提
と
な
る
点
で
は
近
代
劇
の
延

長
上
で
受
け
い
れ
ら
れ
た
側
面
も
あ
る
。
二
つ
目
は
ベ
ケ
ッ
ト
や
イ
ヨ
ネ

ス
コ
な
ど
の
不
条
理
劇
。
人
間
存
在
の
不
条
理
を
内
部
か
ら
洞
察
し
、
言

葉
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に
な
ら
な
い
状
況
を
浮
か
び
あ
が

ら
せ
る
。
劇
的
な
事
件
が
何
も
起
こ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
「
ア
ン
チ

テ
ア
ト
ロ
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
が
、
叙
事
的
演
劇
と
異

化
効
果
の
タ
ー
ム
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
で
演
劇
人
、
ブ
レ
ヒ
ト

で
あ
ろ
う
。

　

ブ
レ
ヒ
ト
は
、
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
た
十
数
年
の
亡
命
期
に
書
き
溜
め
た

戯
曲
を
戦
後
み
ず
か
ら
演
出
し
て
舞
台
に
乗
せ
、
現
代
演
劇
の
革
新
者
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ま
で
の
近
代
演
劇
総
体

へ
の
疑
問
符
が
、
方
法
論
的
に
さ
ま
ざ
ま
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
完
結

し
た
〝
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
〟
な
筋
や
時
間
構
造
、
心
理
的
な
感
情
同
化
と
い

う
従
来
の
戯
曲
の
形
を
拒
否
し
、
多
層
な
構
造
の
な
か
で
出
来
事
を
異
化

し
な
が
ら
叙
事
的
に
描
き
だ
し
、
そ
れ
を
観
客
に
検
討
の
素
材
と
し
て

託
す
。
そ
の
た
め
の
方
法
論
を
開
発
し
（
俳
優
が
役
と
の
間
に
距
離
を
お
く

異
化
的
演
技
、
垂
れ
幕
や
ソ
ン
グ
や
映
写
機
の
使
用
、
解
説
者
の
登
場
な
ど
）、

時
代
を
大
き
な
視
角
で
舞
台
に
映
し
出
す
た
め
に
ブ
レ
ヒ
ト
は
戯ド

ラ
マ曲

を

演シ
ア
タ
ー劇

の
な
か
に
位
置
づ
け
返
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
の
い
う
非
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
演
劇
、
ひ
い
て
は
総
体
と
し
て
の
反ア

ン
チ
テ
ア
ト
ロ

近
代
劇
と
は
、
反
・
文
学
戯

曲
中
心
主
義
な
の
で
あ
り
、
鴎
外
の
「
高
き
詩
境
と
卑
し
き
劇
境
」
を
二

つ
な
が
ら
変
革
し
て
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
再
び
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る

運
動
だ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
か
。

　

千
田
是
也
や
岩
淵
達
治

な
ど
に
よ
る
ブ
レ
ヒ
ト
演

劇
の
翻
訳
や
理
論
の
紹
介
、

お
よ
び
舞
台
上
演
（『
ガ
リ

レ
イ
の
生
涯
』『
セ
チ
ュ
ア

ン
の
善
人
』『
胆
っ
玉
お
っ

母
あ
と
そ
の
子
供
た
ち
』
な

ど
）
が
、
五
〇
年
代
後
半

か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
次
々
に
な
さ
れ
て
い
く
。
千
田
是
也（
一
九
〇
四

～
一
九
九
四
）
は
か
つ
て
築
地
小
劇
場
で
俳
優
と
し
て
ド
イ
ツ
表
現
主
義

劇
の
舞
台
で
主
役
を
演
じ
つ
づ
け
た
が
、
そ
の
後
一
九
二
七
年
か
ら
ド
イ

ツ
に
留
学
し
、帰
国
後
の
一
九
三
二
年
に
は
ブ
レ
ヒ
ト
の
『
三
文
オ
ペ
ラ
』

を
『
乞
食
芝
居
』
と
し
て
翻
案
・
舞
台
化
し
た
、
破
格
の
演
劇
人
だ
。
戦

後
は
「
俳
優
座
」
を
有
形
劇
場
の
劇
団
に
し
、
俳
優
座
養
成
所
を
創
設
し

て
後
継
者
を
育
て
た
り
、
ブ
レ
ヒ
ト
受
容
で
も
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
た

り
と
、
戦
後
「
新
劇
」
を
支
え
た
立
役
者
で
も
あ
っ
た
。

　

一
九
六
〇
～
七
〇
年
代
に
は
、
養
成
所
出
身
者
や
そ
の
周
辺
を
中
心

と
し
た
ブ
レ
ヒ
ト
上
演
が
、
プ
ロ
・
ア
マ
の
劇
団
を
問
わ
ず
増
え
て
い
く
。

ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
デ
ュ
レ
ン
マ
ッ
ト
、
フ
リ
ッ
シ
ュ
、
ヴ
ァ
イ
ス
、

ウ
ェ
ス
カ
ー
、
ピ
ン
タ
ー
な
ど
他
の
海
外
戯
曲
も
数
多
く
翻
訳
・
上
演
さ

れ
、
戦
後
「
新
劇
」
は
絶
頂
期
を
迎
え
る
。
日
本
人
作
家
に
よ
る
戯
曲
も

さ
か
ん
に
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
翻
訳
劇
に
頼
っ
て
い
た

「
新
劇
」
も
あ
た
か
も
「
日
本
返
り
」
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
の
ブ
レ
ヒ
ト
受
容
が
「
新
劇
」
界
に
与
え
た
影
響
は
、

そ
の
上
演
数
以
上
に
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
舞

ブレヒト作『セチュアンの善人』
（俳優座、1960 年）
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台
上
の
心
理
主
義
や
感
情
移
入
と
、
ひ
た
す
ら
「
近
代
写
実
演
劇
」
へ
の

道
を
歩
ん
だ
「
新
劇
」
の
伝
統
枠
へ
の
問
題
提
起
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
他
の
多
様
な
作
家
た
ち
の
受
容
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
反ア

ン
チ
テ
ア
ト
ロ

近
代
劇
へ
の

志
向
と
し
て
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
新
し
い
演
劇
論
を
集
約
す
る
シ
ン
ボ
ル
的
な

存
在
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

受
容
の
形
と
影
響
は
多
様
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
展
開

の
問
題
を
あ
え
て
ブ
レ
ヒ
ト
の
影
響
と
し
て
い
く
つ
か
指
摘
す
る
な
ら

ば
、
第
一
は
、
そ
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
が
新
し
い
劇
作
家
た
ち
に
与
え

た
直
接
・
間
接
の
影
響
だ
。
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー
と
民
衆
性
の
問
題
、
主
人

公
を
囲
む
心
理
劇
で
は
な
い
多
層
な
客
観
的
異
化
的
構
造
、
日
常
の
芸
術

的
表
現
、
は
じ
め
も
終
わ
り
も
な
い
叙
事
的
演
劇
。
こ
の
頃
さ
か
ん
に
上

演
さ
れ
た
安
部
公
房
や
福
田
善
之
、
佐
藤
信
、
宮
本
研
、
別
役
実
な
ど
の

い
ず
れ
の
戯
曲
に
も
、
近
代
劇
を
超
え
た
そ
ん
な
影
が
落
ち
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　

第
二
は
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
登
場
し
た
反
「
新
劇
」
や
脱
「
新
劇
」

の
ア
ン
グ
ラ
演
劇
に
与
え
た
影
響
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ラ
演
劇
は
、
劇
場
や

劇
団
と
い
う
「
公
認
の
秩
序
」
を
拒
否
し
、
自
前
の
戯
曲
と
演
劇
論
を
携

え
た
運
動
体
と
し
て
の
演
劇
を
志
向
し
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
三
〇
年
代
の

ブ
レ
ヒ
ト
が
「
教
育
劇
」
で
試
み
た
よ
う
な
、
従
来
の
枠
を
超
え
る
演
劇

形
態
の
模
索
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

第
三
に
、「
新
劇
」
の
「
日
本
返
り
」
は
、
日
本
在
来
の
演
劇
と
の
関

係
の
見
直
し
と
い
う
問
題
も
提
起
し
た
。
か
つ
て
ブ
レ
ヒ
ト
も
西
欧
近
代

演
劇
の
枠
を
超
え
て
み
ず
か
ら
の
演
劇
を
模
索
し
た
時
期
に
、
東
洋
の
演

劇
、
特
に
日
本
の
能
・
謡
曲
・
歌
舞
伎
に
向
か
い
あ
っ
て
い
る
。
千
田
是

也
は
、「
ブ
レ
ヒ
ト
と
つ
き
合
っ
た
お
蔭
で
、
は
じ
め
て
日
本
の
演
劇
と

い
う
も
の
を
世
界
演
劇
的
視
野
で
、
同
じ
論
理
で
見
直
す
可
能
性
を
、
よ

う
や
く
手
に
入
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
演
劇
の
近

代
化
を
め
ざ
す
た
め
に
、
い
わ
ば
西
欧
演
劇
を
受
容
し
つ
づ
け
て
き
た
近

代
以
降
の
「
新
劇
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
断
絶
し
て
い
た
と

い
え
る
諸
々
の
演
劇
伝
統
と
の
関
係
性
や
せ
め
ぎ
あ
い
が
、
そ
の
と
き
ま

た
新
た
な
課
題
と
な
っ
た
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
分
水
嶺
と
し
て
の
〈
一
九
六
八
年
〉
と
演
劇
の
新
た
な
鎖
国
状
況

　

そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
積
み
重
な
り
が
、
六
〇
年
代
後
半
以
降
に
、

戦
後
の
「
新
劇
」
は
や
は
り
旧
来
の
枠
組
み
の
な
か
で
の
模
索
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
と
し
て
湧
出
し
、
演
劇
に
お
け
る
現
代
の
方

法
論
の
探
求
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

や
っ
と
西
欧
演
劇
の
内
在
的
な
受
容
が
始
ま
っ
た
、
つ
ま
り
海
外
演
劇
に

自
分
と
同
じ
問
題
意
識
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
み
ず
か
ら
の
創
造
の

問
題
と
し
て
把
握
し
、
新
た
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の

問
題
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
。
皮
肉
な
こ
と
に

そ
れ
以
降
、「
新
劇
」
界
に
お
い
て
翻
訳
劇
上
演
の
占
め
る
割
合
は
激
減

し
て
い
く
。

　

今
か
ら
思
え
ば
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
の
「
ア
ン
グ
ラ
演
劇
運
動
」

は
、
何
よ
り
西
欧
演
劇
受
容
・
翻
訳
移
入
の
「
新
劇
」
に
あ
え
て
反
旗
を

翻
す
形
で
登
場
し
、
戦
後
の
日
本
演
劇
史
の
一
大
分
水
嶺
を
形
成
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
彼
ら
は
、
日
本
の
「
近

代
化
＝
西
欧
化
」
が
孕
ん
で
い
た
問
題
を
演
劇
に
お
い
て
テ
ー
マ
的
・
技

法
的
に
問
い
返
し
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
、
能
や
歌
舞
伎
で
は
な
い
日
本

の
現
代
演
劇
を
世
界
の
演
劇
シ
ー
ン
へ
と
開
き
、
つ
な
い
で
い
く
端
緒
を
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———　表象のポリティクス　———

つ
く
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
寺
山
修
司
の
「
天

井
桟
敷
」
は
『
毛
皮
の
マ
リ
ー
』

や
『
犬
神
』
を
ひ
っ
さ
げ
て
ド

イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の

国
際
演
劇
祭
「
エ
ク
ス
ペ
リ
メ

ン
タ
３
」（
一
九
六
九
）
に
参
加
し
、

そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巡
演
、
唐

十
郎
の
「
紅
テ
ン
ト
」
は
パ
レ
ス

チ
ナ
で
公
演
し
、
佐
藤
信
の
「
黒

テ
ン
ト
」
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
ア

ジ
ア
の
演
劇
と
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
、
鈴
木
忠
志

の
「
早
稲
田
小
劇
場
」
は
寺
山
修
司
が
海
外
公
演
で
得
た
知
己
を
利
賀
村

で
の
国
際
演
劇
祭
に
つ
な
い
だ
…
…
。

　

彼
ら
の
多
く
は
劇
作
家
で
演
出
家
で
俳
優
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
ド
ラ
マ

と
シ
ア
タ
ー
の
相
克
と
い
う
西
欧
演
劇
に
お
け
る
矛
盾
を
や
す
や
す
と

乗
り
越
え
、
テ
ン
ト
劇
や
野
外
公
演
な
ど
で
従
来
の
演
劇
の
あ
り
方
も
変

え
て
い
け
た
の
だ
。
自
前
の
演
劇
を
携
え
て
果
た
し
た
そ
の
劇
作
面
で
の

日
本
返
り
と
実
践
面
で
の
世
界
志
向
は
、
実
は
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
ベ
ク
ト
ル
の
延
長
線
上
で
、
鈴
木
忠
志
や
蜷
川
幸
雄
が
演
出

家
と
し
て
世
界
の
メ
ジ
ャ
ー
な
演
劇
シ
ー
ン
に
出
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ
手

法
は
違
う
が
、
日
本
に
は
能
や
歌
舞
伎
以
外
の
演
劇
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
世
界
に
示
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、〈
六
八
年
〉
を
は
さ
ん
で
西
ド
イ

ツ
で
も
、
公
立
劇
場
制
度
に
反
旗
を
翻
し
て
登
場
し
た
〈
自
由
演
劇
〉
の

さ
ま
ざ
ま
な
運
動
や
試
行
が
、
逆
に
公
立
劇
場
の
担
い
手
に
影
響
を
与

え
、
そ
れ
が
「
演
出
家
の
演
劇
」
へ
の
刺
激
剤
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
と

も
重
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ア
ン
グ
ラ
演
劇
運
動
の
後
、
日
本
で
も
さ
ら
に
新
た
な
質
の
演
劇

ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、「
小
劇
場
演
劇
」
と
い
わ
れ
る
た
く
さ
ん
の
劇
団
や

グ
ル
ー
プ
が
輩
出
し
て
く
る
。
こ
の
演
劇
世
代
に
と
っ
て
は
、「
演
劇
」

と
は
す
で
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
の
演
劇
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

一
九
二
〇
年
代
の
築
地
小
劇
場
世
代
に
か
つ
て
の
西
欧
演
劇
が
与
え
た

よ
う
な
知
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
刺
激
を
、
彼
ら
は
六
〇
～
七
〇
年
代
の
ア

ン
グ
ラ
世
代
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
日
本
人
劇
作
家
・
演
出
家
た
ち
の

舞
台
か
ら
受
け
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
か
の
よ
う
に
、
七
〇
年
代
ま
で

は
海
外
の
戯
曲
も
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
数
多
く
翻
訳
さ
れ
上
演
さ
れ

て
い
た
の
が
、
一
九
七
〇
～
七
二
年
に
二
〇
世
紀
の
現
代
戯
曲
を
通
覧
す

る
『
現
代
世
界
演
劇
』（
全
一
七
巻
＋
別
巻
）
が
白
水
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た

の
を
頂
点
に
、
そ
れ
以
降
は
海
外
も
の
の
翻
訳
が
極
度
に
少
な
く
な
っ
て

い
く
。
そ
れ
は
、翻
訳
さ
れ
た
西
欧
演
劇
の
上
演
が
主
柱
だ
っ
た
「
新
劇
」

の
地
盤
沈
下
と
重
な
り
、
ア
ン
グ
ラ
演
劇
か
ら
小
劇
場
演
劇
へ
と
演
劇
の

重
心
移
動
を
引
き
起
こ
し
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
多
く
読
ま
れ
上
演

さ
れ
て
い
た
海
外
の
演
劇
が
ほ
と
ん
ど
相
手
に
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う

状
況
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
。
演
劇
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
た
も
の
の
、
ブ

レ
ヒ
ト
も
ベ
ケ
ッ
ト
も
、
イ
プ
セ
ン
も
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
も
知
ら
な
い
、

読
ん
だ
こ
と
も
観
た
こ
と
も
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
若
い
世
代
が
現
れ

る
と
い
う
、
旧
演
劇
世
代
に
は
理
解
し
が
た
い
状
況
ま
で
生
ま
れ
て
き
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
他
に
も
い
ろ
ん
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
出
版
事
情
の
変
化
と
困
難
は
さ
て
お
い
て
、
海
外
と
く
に
ド
イ
ツ

の
演
劇
状
況
を
見
れ
ば
、
六
〇
年
代
戯
曲
が
ブ
レ
ヒ
ト
の
影
響
を
受

寺山修司作・演出『犬神』（天井桟敷、エクス
ペリメンタ３、1969 年）
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け
、
ヴ
ァ
イ
ス
や
ホ
ー
ホ
フ
ー
ト
な
ど
の
「
記
録
演
劇
」
ブ
ー
ム
も
あ
っ

て
、
マ
ク
ロ
な
政
治
社
会
的
視
角
を
も
つ
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
比
し

て
、
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
ハ
ン
ト
ケ
の
「
内
界
の
外
界
の
内
界
」
と
い

う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
ま
な
ざ
し
が
内
面
に
転
換

し
、
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
化
／
ロ
ー
カ
ル
化
し
て
、
簡
単
に
翻
訳
・
紹
介
し
に

く
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
舞
台
の
ほ
う
も
、
七
〇
年
代
の
「
演
出
家

の
演
劇
」
を
経
て
、
八
〇
年
代
に
は
オ
フ
シ
ー
ン
の
み
な
ら
ず
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
レ
ー
マ
ン
用
語
を
借
り
れ
ば
「
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ

演
劇
」
と
い
う
タ
ー
ム
で
総
称
さ
れ
る
よ
う
な
脱
ド
ラ
マ
化
の
様
相
を
呈

し
、
演
劇
が
ま
さ
に
ラ
イ
ブ
の
芸
術
文
化
と
し
て
新
し
い
展
開
の
と
き
を

迎
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
ド
ラ
マ
と
シ
ア
タ
ー
の
相
克
の
な

か
で
、
演
出
あ
る
い
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
テ
ク
ス
ト
・
レ
ベ
ル
が
変
化
し
、

戯
曲
テ
ク
ス
ト
も
ポ
ッ
シ
ュ
マ
ン
い
う
と
こ
ろ
の
「
ド
ラ
マ
的
で
な
く

な
っ
た
ド
ラ
マ
テ
ク
ス
ト
」
へ
向
か
う
な
ど
、
そ
の
変
容
は
著
し
か
っ
た
。

　

結
果
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
八
〇
年
代
は
、
ド
イ
ツ
ひ
い
て
は
外
国
戯

曲
に
対
し
て
の
、
日
本
演
劇
の
新
た
な
「
鎖
国
時
代
」
と
な
っ
た
、
と
い

え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ

ン
、
ピ
ナ
・
バ
ウ
シ
ュ
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
、
カ
ン
ト
ー
ル
と
い
っ
た

世
界
の
第
一
線
級
の
演
劇
人
が
次
々
に
来
日
し
て
、
新
し
い
舞
台
を
見
せ

る
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
矛
盾
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ま
た
新
た
な
展
開
を

見
せ
て
い
っ
た
の
が
、
九
〇
年
代
以
降
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
Ｈ
Ｍ
Ｐ
と
「
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年　

２
０
０
５
／
２
０
０
６
」

　

一
九
九
〇
年
、
若
い
世
代
の
小
劇
場
演
劇
の
応
援
者
で
も
あ
っ
た
演
劇

評
論
家
・
西
堂
行
人
の
呼
び
か
け
で
、
ア
メ
リ
カ
演
劇
研
究
者
の
内
野
儀
、

ド
イ
ツ
演
劇
研
究
者
の
私
、
そ
し
て
演
劇
実
践
の
側
か
ら
は
演
出
家
・
鈴

木
絢
士
と
劇
作
家
・
岸
田
理
生
が
加
わ
っ
て
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
ハ

イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
核
に
し
た
Ｈ
Ｍ
Ｐ
（
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
）
が
結
成
さ
れ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
そ
う
い
う
い
び
つ
な
鎖

国
状
況
を
打
破
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｍ
Ｐ
の
活
動
を

通
し
て
、
上
演
不
可
能
と
い
わ
れ
た
ミ
ュ
ラ
ー
作
品
の
翻
訳
紹
介
、
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
や
上
演
活
動
だ
け
で
な
く
、
ベ
ル
リ
ン
、
パ
リ
、
韓
国
ソ
ウ

ル
な
ど
世
界
各
地
へ
の
観
劇
ツ
ア
ー
、
現
代
演
劇
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
へ
の
参
加
、
現
地
演
劇
人
と
の
対
話
な
ど
を
積
極
的
に
組
織
し
、
世
界

の
演
劇
の
最
前
線
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
、
国
内
で
自
閉
し
て

い
っ
た
か
の
よ
う
な
日
本
の
八
〇
年
代
演
劇
か
ら
の
突
破
口
を
と
も
に

探
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
レ
ー
マ
ン
の
著
書
『
ポ
ス
ト
ド

ラ
マ
演
劇
』（
一
九
九
九
）
を
二
〇
〇
二
年
に
翻
訳
紹
介
し
、
レ
ー
マ
ン

夫
妻
を
日
本
に
招
聘
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
、
演
劇
現
場
と
の
交
流

を
模
索
し
た
り
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
演

劇
の
場
に
お
け
る
ド
ラ
マ
テ
ク
ス
ト

の
位
置
づ
け
が
根
底
か
ら
変
化
し
て

き
て
、
演
劇
そ
の
も
の
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
・
チ
ェ
ン
ジ
が
起
こ
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
が
、
作
家
・

劇
作
家
で
演
出
家
で
も
あ
っ
た
ハ
イ

ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。
た
と
え
ば
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ

ミュラー作・ウィルソン演出『ハムレットマ
シーン』（ハンブルク・タリア劇場、1986 年）
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シ
ー
ン
』
は
、
近
代

演
劇
の
文
法
の
枠
内

で
は
お
よ
そ
上
演
不

可
能
で
、
ミ
ュ
ラ
ー

が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を

自
分
の
文
脈
に
置
き

換
え
た
よ
う
に
、『
ハ

ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』

に
向
か
い
あ
う
者
も

み
ず
か
ら
の
文
脈
と
演
劇
構
想
を
対
峙
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
こ
か
ら
は

お
よ
そ
何
も
立
ち
あ
が
っ
て
は
こ
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
演
劇
の
旗
手
と

さ
れ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
希
薄
化
と
い
う
ア
メ
リ
カ
文
化
の
文
脈
に
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
サ
イ
ラ
ー
は
「
演
劇
の
終
焉
」
と
い
う
文
脈
に
、
こ
の
テ
ク

ス
ト
を
置
い
た
。「
錬
肉
工
房
」
の
岡
本
章
は
能
や
身
体
性
と
い
う
日
本

文
化
の
深
層
の
文
脈
に
置
い
て
、
現
代
の
夢
幻
能
の
よ
う
な
舞
台
で
他
者

＝
異
質
な
る
も
の
と
の
出
会
い
の
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
い
て
み
せ
た
。

「
第
三
エ
ロ
チ
カ
」
の
川
村
毅
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
手
法
で
一
九
九
九
～

二
〇
〇
四
年
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
の
東
京
／
日
本
を
ち
り
ば
め
る
「
ワ
ー

ク
・
イ
ン
・
プ
ロ
グ
レ
ス
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
さ
せ
た
。
そ
こ
か

ら
一
義
的
で
は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
構
想
が
立
ち
あ
が
っ
て
く
る
。
こ

れ
ら
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
マ
シ
ー
ン
』
は
も
は
や
「
翻
訳
劇
」
で
は
な
く
、

彼
ら
の
フ
ィ
ル
タ
ー
で
「
翻
訳
」
さ
れ
た
彼
ら
の
「
創
作
演
劇
」
な
の
だ
。

　

こ
う
い
っ
た
「
翻
訳
劇
」
の
新
し
い
地
平
は
、
何
も
ミ
ュ
ラ
ー
作
品
だ

け
に
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
の
双
方
で
旺
盛
な
作

家
活
動
を
続
け
て
い
る
多
和
田
葉
子
の
『
テ
ィ
ル
』
は
、
最
初
か
ら
日
独

両
語
混
在
で
書
か
れ
、
日
独
両
国
の
俳
優
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
と
ド
イ
ツ

の
両
方
で
上
演
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
で
も
意
図
的
に
字
幕
も
同
時
通
訳
も
な

し
。
観
客
を
「
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
・
ツ
ア
ー
」
の
さ
な

か
に
巻
き
込
ん
で
、
異
文
化
が
翻
訳
や
通
訳
で
理
解
で
き
る
と
さ
れ
て
き

た
こ
と
自
体
を
問
い
か
け
る
。

　

あ
る
い
は
劇
作
家
の
岸
田
理
生
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
演
出
家
オ
ン
・

ケ
ン
セ
ン
と
の
「
新
し
い
ア
ジ
ア
を
探
る
」
共
同
作
業
の
第
一
弾
と
し
て
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
を
脱
構
築
し
た
テ
ク
ス
ト
『
リ
ア
』
を

提
供
。
舞
台
に
は
能
、
京
劇
、
現
代
演
劇
の
役
者
に
ダ
ン
サ
ー
も
加
わ
っ

て
、
多
国
籍
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
に
よ
る
多
言
語
が
飛
び
交
い
、
岸
田
の
台
本

は
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
字
幕
が
つ
け
ら

れ
（
能
で
語
ら
れ
る
台
詞
に
ま
で
日
本
語
の
字
幕
が
つ
い
た
）、
東
京
か
ら
大

阪
、
福
岡
、
香
港
、
パ
ー
ス
、
ベ
ル
リ
ン
世
界
演
劇
祭
へ
と
巡
演
。
オ
ン
・

ケ
ン
セ
ン
と
の
共
同
作
業
の
第
二
弾
と
し
て
は
、『
オ
セ
ロ
』
を
「
創
り

手
の
物
語
」
に
さ
ら
に
変
換
さ
せ
た
『
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
』
が
つ
く
ら
れ
た
。

　
「
国
境
」
の
壁
が
現
場
で
は
ど
ん
ど
ん
は
ず
れ
、「
翻
訳
劇
」
の
み
な
ら

ず
、「
外
国
演
劇
」
と
い
う
定
義
す
ら
危
う
く
な
り
つ
つ
あ
る
。「
言
葉

の
要
ら
な
い
」
ダ
ン
ス
の
世
界
で
は
な
お
さ
ら
に
国
境
は
な
い
の
だ
ろ
う

が
、「
言
葉
」
を
使
う
ピ
ナ
・
バ
ウ
シ
ュ
の
「
タ
ン
ツ
テ
ア
タ
ー
」
で
は
、

す
で
に
数
十
年
も
前
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
う
な
か
で
、二
〇
〇
五
～
六
年
に
「
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年
」

を
迎
え
た
。
演
劇
の
分
野
で
も
、
ド
イ
ツ
本
国
か
ら
今
が
旬
の
舞
台
が
怒

濤
の
ご
と
く
来
日
。
劇
団
フ
ォ
ル
ク
ス
ビ
ュ
ー
ネ
の『
終
着
駅
ア
メ
リ
カ
』

（
Ｔ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
作
『
欲
望
と
い
う
名
の
列
車
』
を
改
題
、カ
ス
ト
ル
フ
演
出
）

に
始
ま
っ
て
、
ベ
ル
リ
ー
ナ
ー
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
『
ア
ル
ト
ゥ
ロ
・
ウ

イ
の
興
隆
』（
ブ
レ
ヒ
ト
作
、ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
演
出
）や
、シ
ャ
ウ
ビ
ュ
ー

ミュラー作・岡本章演出『ハムレット
マシーン』（錬肉工房、世田谷パブリッ
クシアター、1998 年）
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ネ
の
オ
ス
タ
ー
マ
イ
ヤ
ー
演
出
に
よ
る
『
ノ
ラ
』（
イ
プ
セ
ン
原
作
）
に
『
火

の
顔
』（
マ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
新
作
）、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
座
の
『
エ
ミ
リ
ア
・

ガ
ロ
ッ
テ
ィ
』（
レ
ッ
シ
ン
グ
作
、タ
ー
ル
ハ
イ
マ
ー
演
出
）な
ど
な
ど
。
ま
た
、

ド
イ
ツ
の
若
手
演
出
家
た
ち
が
日
本
の
俳
優
を
使
っ
て
演
出
を
す
る
試

み
も
さ
ま
ざ
ま
に
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
は
鶴
屋
南
北
の『
四
ツ
谷
怪
談
』

を
翻
案
し
て
、
巧
み
な
現
代
劇
と
し
て
舞
台
化
し
た
し
、
ニ
ー
ハ
ウ
ス
は

三
島
由
紀
夫
の
『
近
代
能
楽
集
・
道
成
寺
一
幕
』
を
、
ル
ネ
・
ポ
レ
シ
ュ

は
自
作
『
皆
に
伝
え
よ
！　

ソ
イ
レ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
は
人
肉
だ
と
』
を

演
出
し
た
。

　
「
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年　

２
０
０
５
／
２
０
０
６
」
は
い
さ
さ
か

例
外
だ
と
し
て
も
、
恒
例
と
な
っ
た
か
の
ピ
ナ
・
バ
ウ
シ
ュ
の
タ
ン
ツ
テ

ア
タ
ー
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
は
ド
イ
ツ
に
出
か
け
な
い
と
観
ら
れ
な

か
っ
た
舞
台
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
日
本
に
い
な
が
ら
に
し
て
ど
ん
ど

ん
観
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
境
も
ジ
ャ
ン
ル
も
越
え
て
の
ジ
ョ
イ
ン

ト
が
可
能
に
な
っ
た
の
に
も
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
ド
イ
ツ
年
」
企
画
の
一
環
と
し
て
、
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

の
後
援
で
現
代
戯
曲
三
〇
作
品
が
論
創
社
よ
り
順
次
刊
行
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
演
劇
を
「
同
時
代
演
劇
」
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
が

長
年
の
願
い
だ
っ
た
だ
け
に
、
チ
ー
ム
を
組
ん
で
の
翻
訳
に
も
力
が
入
っ

た
。
本
来
な
ら
八
〇
年
代
に
紹
介
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
や

ボ
ー
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
ハ
ン
ト
ケ
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
、

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
戯
曲
を
筆
頭
に
、
中
堅
ど
こ
ろ
の
ブ

ラ
ッ
シ
ュ
、
シ
ュ
レ
ー
フ
、
ア
ハ
タ
ン
ブ
ッ
シ
ョ
、
ト
ゥ
リ
ー
ニ
、
ド
ル

ス
ト
、
ク
レ
ッ
ツ
、
若
手
の
バ
ウ
ア
ー
ジ
ー
マ
、
ポ
レ
ッ
シ
ュ
、
レ
グ
ラ
、

シ
ン
メ
ル
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
、
マ
イ
エ
ン
ブ
ル
ク
ま
で
、
そ
れ
ら
の
戯
曲
は
、

現
在
形
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
演
劇
と
戯
曲
を
多
様
多
彩
に
浮
か
び
あ
が
ら

せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
お

こ
な
わ
れ
た
ほ
か
に
、
拙
著
『
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
構
図
』
を
は
じ
め
と

し
て
新
野
守
弘
著
『
演
劇
都
市
ベ
ル
リ
ン
』、共
著
で
『
ド
イ
ツ
パ
フ
ォ
ー

ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
な
ど
も
刊
行
さ
れ
た
。
久
方
ぶ
り
の

ド
イ
ツ
現
代
演
劇
紹
介
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
う
観
が
あ
っ
た
が
、
日
本

の
演
劇
に
ど
ん
な
影
響
を
残
し
て
い
っ
て
く
れ
る
の
か
も
、
楽
し
み
な
と

こ
ろ
だ
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

ド
イ
ツ
演
劇
受
容
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
か
ら
い
さ
さ
か
強
引
に
六
つ
の

柱
を
立
て
、
百
有
余
年
の
日
本
演
劇
史
の
素
描
を
試
み
て
み
た
。
日
本
と

ド
イ
ツ
は
そ
の
政
治
・
社
会
・
文
化
の
面
で
の
歩
み
に
お
い
て
意
外
な
ほ

ど
に
パ
ラ
レ
ル
で
、
影
響
関
係
も
深
い
。
演
劇
の
受
容
史
や
比
較
研
究
も

い
ろ
い
ろ
に
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
形
で
ド
イ
ツ
に
日
本

の
演
劇
が
多
角
的
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
逆
に
そ
の
受
容
の
差
異
化
の

緻
密
な
検
討
が
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
新
し
い
位
相
で
展
開
し
て
い
く
か
も

し
れ
な
い
。
海
を
は
さ
ん
だ
そ
の
相
互
作
用
の
も
と
で
、
演
劇
そ
の
も
の

の
創
造
性
が
、
多
様
に
育
く
ま
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

付
記

　

二
〇
〇
八
年
秋
に
ド
イ
ツ
でTheater der Zeit

社
か
ら
ハ
ン
ス=

テ
ィ
ー
ス
・
レ
ー

マ
ン
ら
に
よ
る
編
集
で
、
日
本
演
劇
特
集
の
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
る
。
画
期
的
な
企
て

に
な
る
と
思
う
が
、
こ
の
原
稿
は
そ
の
本
へ
の
寄
稿
と
し
て
書
か
れ
、
日
独
米
ギ
リ
シ
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ア
他
の
書
き
手
に
よ
っ
て
日
本
の
現
代
演
劇
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
語
ら
れ
る
各
論

考
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
ま
さ
に
総
論
な
の

だ
が
、
日
独
（
語
）
双
方
で
の
発
表
も
一
興
か
と
、〈
表
象
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
〉
を
特
集

テ
ー
マ
と
す
る
今
回
の
「
総
合
文
化
研
究
」
誌
に
日
本
語
版
と
し
て
収
め
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
し
た
。
本
来
は
ド
イ
ツ
人
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
で
、
本
誌
で
の
掲

載
に
当
た
っ
て
は
多
少
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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郎
『
新
劇
年
代
記
』〈
戦
前
編
〉・〈
戦
中
編
〉・〈
戦
後
編
〉、
白
水
社
、

一
九
六
六
～
七
二
年

『
森
鴎
外
全
集
』
全
三
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
～
七
五
年

『
久
保
栄
全
集
』
全
一
二
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
～
二
〇
〇
三
年

『
土
方
与
志
演
劇
論
集　

演
出
者
へ
の
道
』
未
來
社
、
一
九
六
九
年

千
田
是
也
『
も
う
ひ
と
つ
の
新
劇
史
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年

菅
井
幸
雄
『
演
劇
の
伝
統
と
現
代
』
未
來
社
、
一
九
六
九
年

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史　

明
治
・
大
正
篇
』 

白
水
社
、
一
九
八
五
年 

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史　

大
正
・
昭
和
初
期
篇
』 

白
水
社
、
一
九
八
六
年

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史　

昭
和
戦
前
篇
』 

白
水
社
、
一
九
九
〇
年 

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史　

昭
和
戦
中
篇
』
全
三
巻
、
白
水
社
、
一
九
九
三
～

九
八
年

大
笹
吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史　

昭
和
戦
後
篇
』
全
二
巻
、 

白
水
社
、
一
九
九
八
～

二
〇
〇
一
年

菅
孝
行
『
解
体
す
る
演
劇　

正
・
続
』
れ
ん
が
書
房
新
社
、
一
九
七
四
～
一
九
八
一
年

菅
孝
行
『
戦
後
演
劇

─
新
劇
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
か
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
一
年

／
増
補
版
：
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年

菅
孝
行
『
戦
う
演
劇
人

─
戦
後
演
劇
の
思
想

─
千
田
是
也
・
浅
利
慶
太
・
鈴
木
忠
志
』

而
立
書
房
、
二
〇
〇
七
年

西
村
博
子
・
井
上
理
恵
編
著
『
二
〇
世
紀
の
戯
曲
』
全
三
巻
、
社
会
評
論
社
、

二
〇
〇
二
～
〇
五
年 

国
際
舞
台
芸
術
交
流
セ
ン
タ
ー
編
『
舞
台
芸
術
交
流
年
鑑
』
一
九
九
〇
年 

サ
ン
・
キ
ョ
ン
・
リ
ー
『
東
西
演
劇
の
出
合
い
』
新
読
書
社
、
一
九
九
三
年 

川
上
音
二
郎
・
貞
奴
（
藤
井
宗
哲
編
）『
自
伝
音
二
郎
・
貞
奴
』
三
一
書
房
、
一
九
八
四

年
レ
ズ
リ
ー
・
ダ
ウ
ナ
ー
『
マ
ダ
ム
貞
奴

─
世
界
に
舞
っ
た
芸
者
』
木
村
英
明
訳
、集
英
社
、

二
〇
〇
七
年

H
ans-Thies Lehm

ann, Postdram
atiches Theater, Verlag der A

utoren, Frankfurt a. 

M
., 1999.

（
邦
訳
：
ハ
ン
ス=

テ
ィ
ー
ス
・
レ
ー
マ
ン
『
ポ
ス
ト
ド
ラ
マ
演
劇
』
谷

川
道
子
ほ
か
訳
、
同
学
社
、
二
〇
〇
二
年
）

谷
川
道
子
『
ハ
イ
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
・
マ
シ
ー
ン
』
未
來
社
、
二
〇
〇
〇
年

谷
川
道
子
『
ド
イ
ツ
現
代
演
劇
の
構
図
』
論
創
社
、
二
〇
〇
五
年
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１　
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
と
精
神
分
析
に
つ
い
て

　

現
在
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
を
研
究
す
る
に
際
し
て
意
識
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
最
も
重
要
と
な
る
研
究
方
法
の
転
換
期
を
挙
げ
る
な
ら

ば
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
と
一
九
九
〇
年
前
後
に
お
け
る
二
つ
の
大
き
な

変
化
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
・

ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
受
容
が
開
始
さ
れ
た
。
ア
メ
リ

カ
で
は
、
こ
の
端
緒
と
な
る
批
評
的
動
向
を
「
脱
構
築
」
と
呼
び
習
わ
し

た
の
だ
っ
た
が
、「
脱
構
築
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
時
代
は
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
の
思
想
に
基
づ
い
た
テ
ク
ス
ト
の
脱
構
築
的
な
読
み
を
標
榜

し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ェ
ー
ル
学
派
」
が
、「
学
派
」
と
し
て
集
合
的
に

実
践
し
た
方
法
論
が
受
容
さ
れ
た
時
期
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
的
革
命
が
ア
メ
リ
カ

に
飛
び
火
し
、
デ
リ
ダ
以
外
の
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
そ
の
他
の
思
想
家

た
ち
の
思
想
の
摂
取
・
受
容
を
含
ん
だ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
主
義

の
概
念
そ
の
も
の
を
革
命
的
に
転
倒
し
た
事
件
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
転
倒
の
動
き
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
タ

デ
ィ
ズ
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
新
歴
史
主
義
な
ど
の
新
し
い

批
評
方
法
に
つ
な
が
り
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
は
、
一
九
四
〇
年

代
に
編
纂
さ
れ
たR

obert E. Spiller

のLiterary H
istory of the U

nited 

States

に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
ア
メ
リ
カ
文
学
史
観

を
改
変
す
る
、C

olum
bia Literary H

istory of the U
nited States

やThe 
C

am
bridge H

istory of Am
erican Literature

な
ど
の
出
版
が
相
次
い
だ
。

ま
た
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
が
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で“The W

illiam
 E. M

assey Sr. Lectures in the 
H

istory of A
m

erican C
ivilization”

と
し
て
行
わ
れ
た
一
九
九
〇
年
の
講

演
を
、Playing in the D

ark: W
hiteness and the Literary Im

agination 

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
ま
と
め
、
人
種
と
ア
メ
リ
カ
文
学
を
論
じ
た

の
は
九
〇
年
代
初
頭
の
こ
と
だ
っ
た
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
、
従
来
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

に
お
け
る
女
性
主
体
の
脱
構
築
を
実
践
し
た
、
画
期
的
な
評
論G

ender 
Trouble

が
出
版
さ
れ
た
の
も
一
九
九
〇
年
だ
っ
た
。
六
〇
年
代
後
半
に

開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
史
改
訂
の
動
き
は
、
九
〇
年
前
後
に
な
っ
て

一
応
の
落
ち
着
き
を
見
せ
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
前
後
に
形
成
さ
れ
た
文
学
史
観
は
、
Ｆ
・
Ｏ
・
マ
シ
ー

セ
ン
に
よ
る
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
概
念
に
代
表
さ
れ
、

転
倒
の
動
き
の
な
か
で
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
激
し
い
批
判
に
も
さ
ら

さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
良
い
意
味
で
も
悪
し
き
意
味
で
も
、「
モ

ダ
ニ
ズ
ム
」
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
文
学
史
観
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
、D

. H
. Law

rence

に
よ
るStudies in C

lassic 

白
い
想
像
力
と
精
神
分
析
の
ダ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス

─
レ
ズ
リ
ー
・
Ｆ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』、

　
　
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
の
『
プ
レ
イ
ン
グ
・
イ
ン
・
ザ
・
ダ
ー
ク
：
白
さ
と
想
像
力
』
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二
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———　表象のポリティクス　———

Am
erican Literature

やVan W
yck B

rooks

のThe Flow
ering of N

ew
 

England

、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
な
ど
に
触
発

さ
れ
開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
の
再
評
価
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
モ

ダ
ニ
ズ
ム
文
学
・
芸
術
の
隆
盛
の
契
機
と
な
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

合
衆
国
の
経
済
的
繁
栄
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
へ
の
反
省
と
絶
望
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
を
そ

の
一
部
と
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
周
辺
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ

う
し
た
諸
現
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
ア
メ
リ
カ
文
学
の
再
評
価
が
本
格
的

に
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
隆
盛
の
支
え
と
な
っ

た
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』（The W

aste Land

）
や
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』（U

lysses

）
な
ど
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

を
代
表
す
る
諸
作
品
が
、
西
欧
の
再
生
の
可
能
性
と
不
可
能
性
の
二
重
性

を
、
西
欧
に
た
い
す
る
東
洋
や
イ
ギ
リ
ス
に
た
い
す
る
歴
史
的
な
被
支
配

国
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
の
西
欧
に
お
け
る
中
心
と
周
辺
と
の

対
比
を
示
唆
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
提
示
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ

で
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
も
よ
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
に
お
い
て

は
、
西
欧
の
中
心
性
は
失
わ
れ
て
い
な
い
が
、
中
心
に
た
い
す
る
周
辺
の

あ
り
か
た
が
、
中
心
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
性
を
増
し
て
く
る
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
議
論
が
現

れ
て
き
て
も
い
る

1
。

　

こ
う
し
た
政
治
的
・
文
化
的
地
勢
図
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
予
見
さ

れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
冷
戦
構
造
」
と
フ
ロ
イ
ト
的
な
精
神
分
析
の
文

学
研
究
へ
の
導
入
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
冷

戦
構
造
」
も
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
精
神
分
析
も
、西
欧
の
「
文
明
」
や
「
個
人
」

と
し
て
の
西
欧
的
主
体
の
絶
対
性
の
揺
ら
ぎ
を
、
単
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
二
重
化
す
る
構
図
と
し
て
示
し
、
西
欧
中
心
主
義
批
判
の
端
緒
を

兆
す
構
図
を
提
出
し
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
「
無
意
識
」
の
領
域
の

発
見
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
意
識
的
な
自
我
と
し
て
認
知
さ
れ
る
領
域

を
「
無
意
識
」
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
化
す
る
理
論
で
あ
り
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
に
対
す
る
「
周
辺
」
に
呼
応
す
る
構
図
を
提
出
し
て
い
る
。

Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
や
レ
ズ
リ
ー
・
Ｆ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
な
ど
、
二
〇
世

紀
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
が
開
始
さ
れ
る
端
緒
と
な
り
、「
冷
戦
」
の
時

代
に
そ
れ
を
豊
か
に
し
て
き
た
批
評
家
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
お

い
て
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
を
そ
の
理
路
の
骨
子
と
し
て
い
た
こ
と
を

思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
単
純
な
構
図
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
は
、エ
ド
ガ
ー

Ａ
・
ポ
ー
を
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
正
典
か
ら
排
除
す
る

な
ど
、
正
典
に
た
い
す
る
外
典
と
い
っ
た
二
重
性
を
排
除
あ
る
い
は
隠

蔽
す
る
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を
形
成
し
、「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
再
生
」
の
テ
ー

マ
と
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
人
文
主
義
の
系
譜
に
連
ね
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇

年
代
以
降
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
構
築
し
た
系
譜
が
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ

れ
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
正
典
の
再
検
討
作
業
と
な
ら
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
概
念
が
批
判
的
に
再
検
討
さ
れ
た
。
た
と

え
ば
、
そ
の
一
例
と
な
る
著
書
、Beneath the Am

erican Renaissance: 
The Subversive Im

agination in the Age of Em
erson and M

elville

に
お

い
て
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
レ
ナ
ル
ズ
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」

の
主
流
の
作
家
た
ち
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
人
文
主
義
の
伝
統
に
連
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
ポ
ピ
ュ
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ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
形
式
や
イ
デ
ィ
オ
ム
を
利
用
す
る
な
ど
、
高
級
芸

術
を
志
向
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
お
い
て
、
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に

対
す
る
ロ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
や
形
式
と
断
絶
し

て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
る

2
。
ま
た
、
八
〇
年
代

半
ば
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
概
念
装
置
を
歴
史
的

に
再
検
討
す
る
論
集
の
出
版
が
相
次
い
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ

ズ
ム
」
の
問
題
点
を
補
お
う
と
す
る
所
作
と
し
て
、
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー

に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
批
評
的
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
文
学
批
評
に
お
い
て
典
型
的
な
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
批
判
的
に
再
検
討
し
よ
う
と
す

る
一
連
の
著
作
に
お
い
て
は
、
精
神
分
析
に
お
け
る
「
意
識
」
と
「
無
意

識
」
の
分
割
の
過
程
を
連
想
さ
せ
る
「
抑
圧
」
や
、「
抑
圧
」
の
結
果
と

し
て
生
じ
る
「
他
」
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
言

葉
遣
い
が
目
立
つ
。
マ
シ
ー
セ
ン
の
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

で
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ー
ソ
ン
や

ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
、典
型
的
に
ア
メ
リ
カ
的
な
「
自
我
」（“the 

self”

）
を
体
現
し
よ
う
と
し
た
作
家
た
ち
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主

義
的
自
我
な
る
も
の
が
、
代
表
的
で
は
な
い
「
自
我
」
の
「
他
」
と
し
て

の
あ
り
か
た
を
抑
圧
し
て
い
た
よ
う
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
「
ア
メ
リ
カ

ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
総
称
し
た
ア
メ
リ
カ

文
学
の
正
典
も
ま
た
、
精
神
分
析
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
の
関
係
に
相

似
の
構
造
の
も
と
に
、
外
典
と
し
て
の
「
他
な
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る

3
。
レ
ナ
ル
ズ
が
著
書
の
タ
イ
ト
ル

をBeneath the Am
erican Renaissance

と
し
た
こ
と
は
、
レ
ナ
ル
ズ
も

ま
た
ハ
イ
／
ロ
ー
と
い
う
二
項
対
立
を
、
精
神
分
析
的
な
抑
圧
に
よ
っ
て

意
識
と
無
意
識
に
分
割
さ
れ
た
、
精
神
分
析
に
お
け
る
自
我
と
相
似
的
に

階
層
構
造
化
さ
れ
た
文
化
観
を
受
け
入
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て

も
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
「
ア
メ
リ

カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
が
抑
圧
的
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
批
評
家
た
ち

も
ま
た
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
抑
圧
し
た
「
他
」
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
ン
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
シ
ー
セ
ン
の
文
学
史
観

に
よ
っ
て
「
抑
圧
」
さ
れ
た
「
他
」
を
想
定
し
、
マ
シ
ー
セ
ン
の
文
学
史

観
が
生
じ
さ
せ
る
「
意
識
」
的
な
正
典
と
「
無
意
識
」
的
な
外
典
と
い
う

構
図
を
反
復
・
裏
書
き
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
上
記
「
転
倒
」
の

動
き
そ
の
も
の
も
ア
メ
リ
カ
文
学
史
の
階
層
構
造
化
を
免
れ
得
な
い
こ

と
に
な
る
。

２　
レ
ズ
リ
ー
・
Ｆ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛

と
死
』

　

マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
対
抗
す
る
か
の

よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
が
単
一
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
系

譜
に
属
さ
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
重
要
な
研
究
と
し
て
、
レ

ズ
リ
ー
・
F
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』

（Love and D
eath in the Am

erican N
ovel

）
が
あ
る
。
ル
イ
ス
・
Ａ
・
レ
ン

ザ
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
マ
シ
ー
セ
ン
の
正
典
か
ら
排

除
さ
れ
た
ポ
ー
を
重
要
視
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
排
除
さ
れ
た
作
家
を
文

学
史
の
正
典
に
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
レ
ン

ザ
は
、“Poe’s confounding of the distinction betw

een high- and low
-

brow
 literature entails an A

m
erican populist dem

ystification of elitist 
institutionalism

, and in this w
ay accords w

ith the A
m

erican political 
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‘experim
ent’”

と
述
べ
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
上
で
述
べ
た
階
層
構
造
が

孕
む
問
題
点
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

4
。
だ
と
す
れ

ば
、
上
に
述
べ
た
正
典
形
成
の
宿
命
と
も
言
う
べ
き
構
造
に
た
い
す
る

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
態
度
が
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
は
革
命
と
と
も
に

生
ま
れ
、
本
来
的
に
革
命
へ
の
志
向
を
持
っ
た
文
学
だ
と
さ
れ
る
。
そ
こ

で
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
無
意
識
的
な
も
の
が
意
識
的
な
も
の
を
浸
食
し
転

倒
す
る
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
て
利
用
す

る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

To Freud and his follow
ers, and also to C

arl Jung, I ow
e a sim

ilar debt. 
R

eaders fam
iliar w

ith orthodox Freudianism
 and Jungian revisionism

 
w

ill recognize the sources of m
uch of m

y basic vocabulary; I cannot 
im

agine m
yself beginning the kind of investigation I have undertaken 

w
ithout the concepts of the conscious and the unconscious, the 

O
edipas com

plex, the archetypes, etc. O
nly m

y aw
areness of how

 
syncretically I have yoked together and how

 cavalierly I have 
transform

ed m
y borrow

ings prevents m
y m

aking m
ore specific 

acknow
ledgm

ents.

5

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
こ
こ
で
同
書
の
議
論
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
述
べ
る
こ
う
し
た
精
神
分
析
の
諸
概
念
と
装
置
は
、
革
命
以
降
の
時

代
に
お
け
る
新
し
い
「
内
面
性
」（“inw

ardness”

）
と
自
我
（“the self”

）

の
解
説
と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
内
面
性
」

こ
そ
が
、ア
メ
リ
カ
文
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
の
際
、フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

が“B
reak-through”

と
呼
ん
で
重
視
す
る
革
命
以
降
の
時
代
を
特
徴
づ

け
る
の
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
に
精
神
分
析
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
統
的

な
哲
学
と
の
乖
離
で
あ
り
、
そ
の
乖
離
が
「
新
し
い
精
神
の
レ
ベ
ル
」
の

発
明
に
つ
な
が
る
の
だ
と
さ
れ
る
。

The B
reak-through is characterized not only by the separation of 

psychology from
 philosophy, the displacem

ent of the traditional 
leading genres by the personal lyric and analytic prose fiction (w

ith 
the consequent subordination of plot to character); it is also m

arked 
by the prom

ulgation of a theory of revolution as a good in itself and, 
m

ost notably perhaps, by a new
 concept of inw

ardness. O
ne is alm

ost 
tem

pted to say, by the invention of a new
 kind of self, a new

 level of 
m

ind; for w
hat has been happening since the eighteenth century seem

s 
m

ore like the developm
ent of a new

 organ than the m
ere finding of a 

new
 w

ay to describe old experience.

6

　

同
書
を
通
じ
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
記
述
は
そ
れ
自
体
分
析
を
要
求
す

る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
い
く
ぶ
ん
謎
め
い
て
い
る
こ
の
箇
所
に
つ
い
て

も
解
説
・
注
釈
が
必
要
と
な
る
。
も
し
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
別
の
箇
所
で

述
べ
て
も
い
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
に
そ
の
源
を
持
つ
革
命
の
思
想
が
、
そ

れ
自
体
「
善
」
で
あ
る
思
想
的
基
盤
と
し
て
流
布
さ
れ
、
旧
来
の
哲
学
と

分
離
し
た
精
神
分
析
が
、
精
神
分
析
の
基
本
構
造
と
相
似
の
思
想
的
前
提

に
お
い
て
新
し
い
「
内
面
性
」
を
形
成
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
伝
統
的
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
層
構
造
と
共
犯
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
哲
学
の
下
位

に
、
い
わ
ば
そ
の
無
意
識
と
し
て
あ
る
「
内
面
性
」
が
ア
メ
リ
カ
的
な
自

我
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

7
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

哲
学
の
無
意
識
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
無
意
識
と
し
て
の
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自
我
も
ま
た
意
識
と
無
意
識
の
二
つ
の
領
域
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
言
う“a new

 level of m
ind”

と
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
二
つ
の
分
割
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
生
起
す
る
三
つ
の
領
域
を

前
提
と
す
る
。
同
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
具
体
例
に
即
し
て
述
べ
る

な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

─
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
的
な

─
革
命
に
親
し

い
新
し
い
「
内
面
性
」
は
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
分
離
さ
れ
た
革

命
の
意
識
と
無
意
識
で
あ
る
ル
ソ
ー
と
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
に
代
表
さ
れ

る
。

　

従
っ
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
触
発
さ
れ
て
同
書
を
執

筆
し
た
と
序
文
で
述
べ
て
い
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る

8
。
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
「
文
化
」
の
理
解
は
、
後
の
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ

ン
に
よ
っ
て
よ
り
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
議
論
も
興
味

深
い
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
よ
う
に
言
語
論
を

展
開
す
る
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け

る
階
級
の
概
念
と
精
神
分
析
に
お
け
る
意
識
／
無
意
識
の
階
層
構
造
を

お
そ
ら
く
は
相
似
な
る
も
の
と
し
て
併
置
し
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
な
革

命
に
と
も
な
っ
た
新
し
い
「
内
面
性
」
の
生
起
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
・
弁
証

法
的
に
理
解
さ
れ
て
も
い
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と

労
働
者
と
の
関
係
性
や
意
識
と
無
意
識
と
の
関
係
性
を
、
た
と
え
ば
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
主
奴
の
弁
証
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
、
自
我
に
対
す
る
他
者
の
生
起
の
過
程
と
相
似
の
も
の
と
し

て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
後
述
す
る
他
の
問
題
と
関
係
し

て
、
新
た
な
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
の
一
側

面
で
あ
る
。
同
書
の
こ
う
し
た
諸
相
を
顧
み
る
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ド

ラ
ー
が
言
う
新
し
い
「
内
面
性
」
や
「
自
我
」「
精
神
の
新
し
い
レ
ベ
ル
」

な
ど
が
、
複
雑
に
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
が
現
在
に
至
る
ま
で
啓
蒙
的
で
あ
る
の
は
、
革
命

の
産
物
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
文
学
を
相
対
化
す
る
視
点
が
存
在
し
て
お

り
、
レ
ン
ザ
が
言
う
よ
う
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
ら
よ
り
も
「
ア
メ
リ
カ
的
な

政
治
的
実
験
」
に
お
け
る
平
等
化
の
理
念
に
よ
り
忠
実
に
、
階
層
構
造
を

平
均
化
し
よ
う
と
す
る
構
図
が
論
の
基
盤
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い

9
。
し
か
し
、
現
在
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
論
は
ル
ソ
ー
や
ド
・
サ
ド
と
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
「
小
説
」

ジ
ャ
ン
ル
と
「
ゴ
シ
ッ
ク
」
の
ジ
ャ
ン
ル
の
関
係
性
や
、
共
同
体
的
な
認

識
と
し
て
中
心
化
さ
れ
る
男
性
・
父
と
女
性
・
母
と
の
関
係
性
を
ほ
と
ん

ど
同
一
視
し
、
上
の
引
用
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、“com

m
unal fantasies”

の
基
盤
を
あ
く
ま
で
西
欧
に
限
定
し
て
い
る
な
ど
、
論
の
根
拠
そ
の
も
の

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
フ
ロ
イ
ト
的
な

意
識
・
無
意
識
の
関
係
性
を
階
層
構
造
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
深
層
心
理

学
」
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
論
そ
の
も
の
の
前
提
を
裏
切
る
議
論

を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
ま
た
次
第
に
了
解
さ
れ
て
く
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
絶
対
性
や
新
し
い
「
内
面

性
」
の
絶
対
性
、
あ
る
い
は
革
命
の
理
念
が
「
共
同
体
的
」
に
善
と
な
っ

た
こ
と
な
ど
は
、
具
体
的
に
「
事
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
哲
学

か
ら
離
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
歴
史
」
に
と
っ
て
の
「
夢
」
へ
と
転
じ

て
い
る
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
学
・
文
化
に
と
っ
て
は
歴
史

の
真
実
で
あ
っ
た
。“The A

m
erican w

riter inhabits a country at once 
the dream

 of Europe and a fact of history.”

な
ど
と
い
っ
た
同
書
に
散

見
さ
れ
る
断
片
的
な
コ
メ
ン
ト
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
読
者
が
そ

う
し
た
こ
と
を
意
識
化
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る

10
。

 

精
神
分
析
的
な
内
面
性
と
そ
の
他
者
や
、
そ
れ
ら
と
相
似
の
構
造
を
な

す
ゴ
シ
ッ
ク
と
感
傷
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
、
表
層
と
深
層
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
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ト
ス
な
ど
が
交
錯
す
る
歴
史
と
し
て
ア
メ
リ
カ
文
学
の
歴
史
を
描
く
同

書
は
、
そ
れ
自
体
が
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
を
意
識
し
て
書
か

れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
は
、
た
と
え
ば
こ
の
箇
所
に

お
け
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
夢
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
事
実
で
も

あ
る
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
や
文
学
史
に
夢
と
事
実
性
の
両

方
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夢
と
事
実
性
、
そ
し
て
そ
れ
と
親

密
に
連
想
さ
れ
る
無
意
識
と
意
識
を
階
層
構
造
化
し
て
お
り
、
か
な
ら
ず

し
も
階
層
構
造
を
破
棄
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

マ
シ
ー
セ
ン
や
レ
ナ
ル
ズ
に
比
べ
、
階
層
構
造
を
平
準
化
し
よ
う
と
す
る

傾
向
を
持
つ
と
は
い
え
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
自
ら
の
論
述
が
階
層
構
造
を

肯
定
す
る
こ
と
を
回
避
し
得
て
は
い
な
い
の
だ
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア

メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』
は
、
マ
シ
ー
セ
ン
ら
が
二
〇
世
紀
半
ば

に
形
成
し
た
主
流
の
文
学
史
観
が
、
文
学
史
の
正
典
形
成
に
お
い
て
行
使

し
て
い
た
抑
圧
と
、
抑
圧
に
よ
っ
て
「
他
」
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
の
間

に
存
在
す
る
意
識
・
無
意
識
の
関
係
性
に
類
似
し
た
構
造
を
可
視
化
し
、

議
論
そ
の
も
の
の
構
造
と
し
て
問
題
化
す
る
こ
と
に
は
成
功
す
る
が
、
階

層
を
破
棄
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
３　
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
と
文
学
研
究
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識

　

上
記
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
前
・
以
後
の
ア
メ
リ
カ
文
学
や
モ
ダ
ニ
ズ

ム
以
降
の
時
代
に
お
け
る
文
学
論
一
般
に
共
通
す
る
問
題
点
で
も
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
「
逃
亡
」
す
る
文
学
と
し
て
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
ら
に
よ
っ

て
拓
か
れ
た
分
野
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
を
肯

定
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
考
え
、
ア
メ

リ
カ
文
学
・
文
化
の
一
部
を
抑
圧
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
研
究

と
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
の
よ
う
に
、
そ
の
深
層
構
造
を
見
据
え
る
研
究

と
に
別
れ
て
い
た
だ
け
な
の
だ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

当
然
の
ご
と
く
「
国
民
文
学
」
に
つ
い
て
の
分
析
と
し
て
構
想
さ
れ

た
マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
や
、「
文
明
」
の

そ
れ
自
体
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
前
提
と
し
た
フ
ロ
イ
ト
的
な
文
化

論
を
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ダ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
ス
と
と
も
に
採
用
す
る

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
に
お
い
て
、
二
重
化
し
た
国
家
の
文
化
の
あ
り
か
た

が
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

11
。
ま
た
、
そ
の
論
理
的
枠
組
み
そ

の
も
の
に
あ
る
種
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
つ
い
て

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
を
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
エ
ロ
ス
」

と
「
タ
ナ
ト
ス
」
の
二
項
対
立
の
も
と
に
論
じ
た
よ
う
な
「
文
明
」
の
全

体
性
と
し
て
論
じ
て
い
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
で
さ
え
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国

家
と
そ
の
文
学
が
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
層
構
造
に
基
づ
い
た
国

家
・
文
化
形
成
の
あ
り
か
た
と
は
離
れ
た
、
異
な
っ
た
国
家
・
文
化
で
あ

る
と
認
知
し
つ
つ
も
、
国
家
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
を
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
枠
組
み
で
捉
え
、「
文
明
」
と
「
非
文
明
」、

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
「
エ
ロ
ス
」
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
「
タ
ナ
ト
ス
」
と
い
っ
た

階
層
構
造
の
も
と
に
理
解
し
て
い
る
。

　

上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

が
、
西
欧
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
の
関
係
性
と
相
似
で
あ
り
、
更
に
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
が
意
識
と
無
意
識
、
あ
る
い
は
正
と
反
の
二
項
に
分
離
し

て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
合
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
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う
国
家
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
国
家
や
文
明
観
と
は
異
な
っ
た
全
体
性
を

体
現
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
全
体
性
そ
の
も
の
は
、

フ
ロ
イ
ト
的
な
無
意
識
に
相
似
し
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
し
え
な

い
何
か
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
「
愛
」
と
「
死
」

や
ア
メ
リ
カ
的
な
意
識
と
無
意
識
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
全
体
と
し
て
無

意
識
的
な
も
の
と
な
り
、
単
一
の
個
と
し
て
の
全
体
性
と
の
関
係
を
あ
ら

か
じ
め
喪
失
し
て
い
る
そ
の
二
項
の
間
の
階
層
構
造
は
破
棄
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
、
新
し
い
「
内
面
性
」
の
発
見
を
革
命
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
成
立
に
固
有
の
現
象
と
し
て
議
論
す
る
際
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
ジ
ャ

ン
ル
を
前
提
と
し
た
「
内
面
性
」
の
定
義
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
好
ん
で

論
じ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー

ヴ
ィ
ン
グ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ェ
ニ
モ
ア
・
ク
ー
パ
ー
、
エ
ド
ガ
ー
・
Ａ
・

ポ
ー
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど
の
作
家
た
ち
の
作
品
に
頻
出
す
る
イ
メ
ジ
に
忠

実
に
、
あ
る
種
の
「
内
面
性
」
を
表
象
す
る
空
間
や
「
内
面
性
」
の
深
層

を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
分
析
の
対
象
と
し
て
い

る
の
は
、
作
品
や
作
品
の
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
た

と
え
ば
「
ア
メ
リ
カ
小
説
」「
ゴ
シ
ッ
ク
」「
感
傷
小
説
」
と
い
っ
た
ジ
ャ

ン
ル
の
全
体
性
で
あ
り
、
ま
た
、
作
品
の
言
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
品

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
ア
メ
リ
カ
文
学

に
見
出
す
新
し
い
「
内
面
性
」
は
、
作
品
の
言
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た

空
間
や
テ
ー
マ
と
し
て
の
空
間
性
一
般
を
指
し
示
し
て
お
り
、
た
と
え

ば“inw
ardness”

と
い
っ
た
言
葉
は
、「
内
面
性
」
の
存
在
そ
の
も
の
に

従
属
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
サ
ム
・
Ｂ
・
ガ
ー
ガ
ス
が
議
論
し

て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
文
学
論
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
同
様
、

ア
メ
リ
カ
文
学
に“the w

holeness, unity and stability of the A
m

erican 
ego”

を
見
出
す

12
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
発
見
を
し
な
が
ら
も
、
批
評

家
た
ち
は
、“A

m
erican literature fuses w

ith and sustains the politics 
of ordered disorder and the ideology of a consensus of rebels and 
naysayers that com

prise the A
m

erican W
ay”

と
ガ
ー
ガ
ス
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
に
、
夢
と
歴
史
の
事
実
と
の
対
比
に

類
似
し
た“ordered disorder”

や
、
主
流
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る

“rebels and naysayers”

の
合
意
を
見
出
し
て
し
ま
う
の
だ

13
。 

４　
深
層
と
人
種

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
即
し
て
述
べ
た
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
、
実
際
、

二
〇
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
文
学
を
読
解
す
る
う
え
で
重
要
な
論
点
と

な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
奇
し
く
も
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ

カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』
と
同
年
に
出
版
さ
れ
た
、ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ

ン
の
初
期
の
代
表
作
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
」
や
そ

の
後
の
諸
作
品
に
お
け
る
パ
タ
ン
と
し
て
の
二
重
構
造
や
３
の
数
字
の

重
視
な
ど
に
も
、
お
そ
ら
く
関
わ
り
が
深
い

14
。
ま
た
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
独
自
性
を
単
一
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
お
い
て
認
め
る
の
で
は
な
く
、
他

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
構

造
を
持
っ
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
野
生
の
棕
櫚
』
の

「
二
重
小
説
」
の
構
造
な
ど
と
も
関
わ
り
が
深
い
は
ず
で
あ
る

15
。
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
は
お
そ
ら
く
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
プ
ロ
ッ
ト
が

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
従
属
す
る
宿
命
を
担
っ
た
近
代
小
説
の
問
題
点
と
し

て
、
ひ
と
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
テ
ク
ス
ト
の
中
心
と
な
り
、
作
中
人
物
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———　表象のポリティクス　———

に
関
わ
る
プ
ロ
ッ
ト
の
階
層
構
造
が
明
確
に
な
る
こ
と
の
問
題
点
を
意

識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
初
期
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ニ
ス
ト
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ス
ら
が
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
の
作
品
と
そ
の
形
式
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
な
ど
は
、
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
二
重
性
の
重
視

─
た
と
え

ば
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
や
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
音
楽
家
や
画
家

の
作
品
に
お
け
る
、
音
と
沈
黙
と
の
関
係
性
、
具
象
と
非
具
象
と
の
関
係

性
、
あ
る
い
は
男
性
的
原
理
と
女
性
的
原
理
、
フ
ロ
イ
ト
的
意
識
／
無
意

識
と
の
関
係
性
な
ど

─
と
並
ん
で
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ

文
学
・
文
化
の
問
題
意
識
の
あ
り
か
た
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に

と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
フ

ロ
イ
ト
的
二
重
性
の
問
題
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
そ
の
他
の
論
者
が
予
め
認

め
て
も
い
た
よ
う
に
、
抽
象
的
な
芸
術
論
・
文
化
論
・
文
学
論
の
領
域
に

限
定
さ
れ
た
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
も
し
、
国
家

や
文
明
が
、
抑
圧
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
意
識
と
無
意
識
と
い
う
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
／
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
二
項
対
立
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
構
造
と
し

て
理
解
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
公
に
認
知
す
る
マ

ル
ク
ス
主
義
的
な
階
級
だ
け
で
な
く
、
人
種
差
と
性
差
が
問
題
化
さ
れ

る
。
と
く
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
同
書
の
注
釈
に
お
い
て
、
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ

レ
ン
ス
の
ア
メ
リ
カ
文
学
論
に
欠
落
し
た
視
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
人

種
差
の
問
題
は
、
抑
圧
を
行
使
す
る
白
い
人
種
と
抑
圧
さ
れ
た
「
黒
い
」

人
種
と
の
関
係
性
に
、
階
層
化
さ
れ
た
意
識
／
無
意
識
の
構
図
を
容
易
に

適
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う

16
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
は
、
ア
メ
リ
カ
作
家
た
ち
の
作
品
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
「
他
者
」
と
し
て
の
異
人
種
を
コ

ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
に
見
出
し
、
そ
れ
に
西
欧
の
文
明
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

を
見
出
し
て
も
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ェ
ニ
モ
ア
・
ク
ー
パ
ー
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
チ
ン
ガ
チ
グ
ッ
ク
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル

の
「
ベ
ニ
ト
・
セ
リ
ノ
」
の
バ
ボ
、
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
の
『
ハ
ッ
ク

ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
の
「
ニ
ガ
ー
・
ジ
ム
」
な
ど
は
、
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
が“B

reak-through”

と
呼
ん
だ
時
代
に
生
じ
た
ア
メ
リ
カ
の

新
し
い
「
内
面
性
」
の
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
鏡
像
で
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
白
人
を
基
準
と
し
て
形
成
さ
れ
た
民
主
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧

さ
れ
た
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
と
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
の
無
意
識
の
表
象
で

あ
る

17
。
し
か
し
、
こ
う
述
べ
る
際
に
、
ナ
ル
シ
ス
の
像
の
こ
ち
ら
側
、

つ
ま
り
実
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
白
人
的
な
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
、「
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
と
し
て
、
実
体
と
し
て
の
存
在
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も

し
、
意
識
・
無
意
識
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
的
構
造
が
二
項
対
立
の
ダ
イ
ア
レ

ク
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
こ
の
構
造
と
相
似
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
事
実

と
し
て
の
歴
史
」
は
事
実
に
と
っ
て
他
で
あ
る
「
非
事
実
と
し
て
の
歴
史
」

と
対
置
さ
れ
、フ
ィ
ー
ド
ラ
ー（
ら
）が
論
じ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
・

文
学
史
は
、
通
常
ヘ
ー
ゲ
ル
・
サ
ル
ト
ル
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
自
立
し

た
意
識
」
対
「
非
自
立
し
た
意
識
」
と
の
対
比
と
同
じ
く
、
そ
れ
自
体
と

一
致
し
た
「
存
在
者
」
と
決
し
て
そ
れ
自
体
と
一
致
し
え
な
い
「
非
存
在

者
」
に
二
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
構
造
の
も
と
で

は
、
い
か
な
る
形
で
の
止
揚
も
生
起
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、初
期
デ
リ
ダ
の
言
葉
で
「
存
在
（presence

）
／
不
在
（absence

）」

と
し
て
表
象
さ
れ
る
二
項
対
立
が
「
意
識
」「
無
意
識
」
の
構
造
に
当
て

は
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
精
神
分
析
の
ダ
イ
ア
レ
ク

テ
ィ
ク
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
意
識
／
無
意
識
の
階
層
構
造
は
、「
事
実
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と し て の 歴 史 」 で あ る 人 種 差

（ お よ び 性 差 ）

に 基 づ い た 差 別 の

構 造 を そ の ま ま 反 復 す る こ と に な る

1 8。

　
一 九 六 〇 年 代 ま で の ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン の 文 学 に お け

る 重 要 な 問 題 点 は 、 近 年 の 研 究 に お い て 明 ら か に さ れ て も い るよ う に 、 上 記 の 構 造 と 深 く 関 わ る も の で も あ っ た 。 最 も よ く 知ら れ た 例 と し て は 、 ア メ リ カ 社 会 に お け る ア フ リ カ ン ＝ ア メ リカ ン の 不 可 視 性

（
“invisibility” ）

を 、 適 切 に も 実 存 主 義 の 文 脈 で

理 解 し 作 品 化 し た ラ ル フ  ・  エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』

（

Invisible 

Man

）
が あ る が 、 そ れ に 後 れ て 、 公 民 権 運 動 の 際 に 「 ア メ リ カ 」

の 名 の 下 に 人 種 的 な 和 解 を 計 っ た ジ ェ ー ム ズ ・ ボ ー ル ド ウ ィ ンは 、 ヘ ン リ ー ・ ジ ェ イ ム ズ を 師 と 仰 ぎ 、 リ ア リ ズ ム 小 説 の 形 式を 反 復 し た た め に 、 抑 圧 者 と し て の 白 い ア メ リ カ を 十 全 に 批 判す る こ と が で き な か っ た 。 ト ニ ・ モ リ ソ ン が 作 品 の 言 語 か ら 人種 に か か わ る 言 語 的 コ ー ド を 取 り 除 く 実 験 と し て 書 い た 短 編“
Recitatif”

に 先 だ っ て 、 ボ ー ル ド ウ ィ ン は 、 ア フ リ カ ン ＝ ア メ

リ カ ン の 作 家 で あ り な が ら も ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン の 人 物を 扱 う こ と を 拒 否 す る あ る 種 の 実 験 と し て 書 か れ た 『 ジ ョ ヴ ァン ニ の 部 屋 』 や 、 人 種 的 雑 婚 を テ ー マ と す る 小 説 『 も う ひ と つの 国 』 に お い て 、 ホ モ セ ク シ ュ ア ル を テ ー マ 化 し た り 、 キ ャ ラク タ ー に 付 随 し た 複 数 の プ ロ ッ ト を 併 置 す る な ど の 実 験 を 行い な が ら も 、 キ ャ ラ ク タ ー 中 心 の プ ロ ッ ト 構 成 や 、 テ ー マ 中 心の 作 品 構 成 か ら 逃 れ て は い な い 。 あ く ま で リ ア リ ス ト で あ っ たボ ー ル ド ウ ィ ン が 、 自 身 が 批 判 す る 対 象 で あ る ブ ラ ッ ク ・ ム ズリ ム た ち に も 似 て 、 現 状 の 歴 史 と し て の ア メ リ カ 合 衆 国 に 対 する 「 も う ひ と つ の 国 」 を 家 族 関 係 と の 関 わ り に お い て 構 想 し てい た こ と は 、  『 山 に の ぼ り て 告 げ よ 』 や 自 伝 的 エ ッ セ イ 『 次 は

火 だ 』 な ど 、 フ ロ イ ト 的 な 父 子 関 係 を 基 本 構 造 と し た 他 の 作 品と 並 ん で 、 父 の 絶 対 性 や 国 家 の 全 体 性 、 無 意 識 に 対 す る 意 識 の優 位 性 を 階 層 構 造 と し て 前 提 す る イ デ オ ロ ギ ー が 、 リ ア リ ズ ムを 前 提 と し た ア メ リ カ 文 学 に 大 き な 影 響 力 を 及 ぼ し て い た こと を 証 明 し て い る 。 ア メ リ カ で は 通 常 高 く 評 価 さ れ る ラ ル フ ・エ リ ソ ン に し て も 、

“invisibile”

と い う 、 視 覚 的 な 可 視 性 の 反 転

さ せ た イ メ ジ あ る い は 反 イ メ ジ を 、 お そ ら く は ド ス ト エ フ スキ ー の 『 地 下 生 活 者 の 手 記 』 に な ら っ た 地 下 の 「 穴 」

（

“hole” ）

と と も に 、 主 人 公 の 属 性 と す る 。  『 見 え な い 人 間 』 で は 、 ま った く あ か ら さ ま に フ ロ イ ト 的 な 意 識 と 無 意 識 が 上 下 の 階 層 構造 と し て 示 さ れ 、 そ れ が ヘ ー ゲ ル 、 サ ル ト ル の 自 我 と 他 者 の 闘争 関 係 を 思 わ せ る 視 覚 的 な

“visible/invisible”

と い う 二 項 対 立 に

重 ね ら れ て い る 。 エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 の 重 要 な 結 び はつ ぎ の よ う な も の で あ る 。

In going underground, I 
whipped it all except the 

mind, the mind
. 

And 

the 
mind that has conceived a plan of living 

must never lose sight of 

t
he c

ha
os a

gai
nst 

w
hic

h t
hat 

patter
n 

was c
o
ncei

ve
d. 

T
hat 

g
oes f

or 

societies as 
well as for individuals. 

Thus, having tried to give pattern 

to the chaos 
which lives 

within the pattern of your certainties, I 
must 

co
me 

out, I 
must 

e
merge. 

And there’s still 
a 

con
flict 

within 
me: 

With 

Louis 
Ar

mstrong one half of 
me says, “

Open the 
windo

w and let the 

f
o
ul air 

o
ut,” 

w
hile t

he 
ot

her sa
ys, “It 

was 
g
o
o
d 

gree
n c

or
n 

bef
ore 

the harvest.” 
Of course 

Louis 
was kidding, he

 
wouldn’t have thro

wn 

old 
Bad 

Air out, because it 
would have broken up the 

music and the 

dance, 
when it 

was the good 
music that ca

me fro
m the bell of old 

Bad 
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Air’s horn that counted. 
Old 

Bad 
Air is still around 

with his 
music and 

his 
da

nci
n
g a

n
d 

his 
di

versit
y, a

n
d I’ll 

be 
u
p a

n
d ar

o
u
n
d 

wit
h 

mi
ne. 

And, as I said before, a decision has been 
made. I’

m shaking off the 

ol
d s

ki
n a

n
d I’ll lea

ve it 
here i

n t
he 

h
ole. I’

m c
o

mi
n
g 

o
ut, 

n
o less 

invisible 
without it, but co

ming out nevertheless. 
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こ こ で 、  主 人 公 の 「 パ タ ン 」 と 「 混 沌 」 と い う 言 葉 に は 、  「 地

上 」 と 「 地 下 」 の 二 元 論 と 相 似 の 形 で 、 意 識 ／ 無 意 識 と 似 た 階層 構 造 が 提 出 さ れ て い る 。 フ ィ ー ド ラ ー の 「 内 面 性 」 に 呼 応 する 「 精 神 」 と い う 言 葉 は 、 ほ と ん ど 否 定 的 に 語 ら れ 、  「 パ タ ン 」を 形 成 す る 主 体 と さ れ て い る 。 こ の こ と は と く に 、 リ ア リ ズ ム文 学 に お け る 創 作 行 為 が 「 パ タ ン 」 と し て 語 ら れ る こ と が 多 いこ と を 思 え ば 、 よ り 強 い 意 味 合 い を 帯 び て く る だ ろ う 。５
　
ト ニ ・ モ リ ソ ン 『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 序 文

　
周 知 の よ う に 、 ト ニ ・ モ リ ソ ン は 、 エ リ ソ ン や ボ ー ル ド ウ ィ

ン が 、 五 〇 年 代 か ら 六 〇 年 代 ま で の 思 想 的 パ ラ ダ イ ム に 忠 実 に語 り 、 あ る 意 味 で は 失 敗 し た 後 に 現 れ た 。 一 九 七 〇 年 の 『 青 い目 が 欲 し い 』 は 、 語 り 手 と 犠 牲 者 と な る ピ コ ー ラ と い う ア フ リカ ン ＝ ア メ リ カ ン の 少 女 を 併 置 し 、 キ ャ ラ ク タ ー の 自 立 性 を 単独 に で は な く 相 互 関 係 の も と に 構 成 し つ つ 、 実 体 で は な く 、 流通 す る イ メ ジ で あ る 白 人 主 体 の 表 象 と し て の 「 青 い 目 」 を 、 原題 の

“
The 

Bluest 
Eye”

が 、 お そ ら く は 単 色 を 極 め た 結 果 と し て

「 黒 」 に 転 じ る と い う ア イ ロ ニ カ ル な 装 置 に よ っ て 、 言 語 と 指

示 対 象 と の ず れ 、 あ る い は そ れ ら の 序 列 の 反 転 の 可 能 性 を テ ーマ 化 し つ つ 語 っ た 作 品 だ っ た 。  『 青 い 目 が ほ し い 』 を 含 む 初 期の 作 品 段 階 か ら 構 想 さ れ て い た 新 し い 文 学 の 方 法 は 、 一 九 九 〇年 代 初 頭 に 出 版 さ れ た 評 論 集 、  『 プ レ イ ン グ  ・  イ ン  ・  ザ  ・  ダ ー ク ：白 さ と 想 像 力 』 に お い て 、  批 評 の 方 法 論 と し て 展 開 さ れ て い る 。Ｄ ・ Ｈ ・ ロ レ ン ス の 『 古 典 ア メ リ カ 文 学 研 究 』 で は 省 略 さ れ 、フ ィ ー ド ラ ー の 『 ア メ リ カ 文 学 に お け る 愛 と 死 』 で は 、 上 記 のよ う に 人 種 的 階 層 構 造 を 肯 定 し か ね な い か た ち で 表 象 さ れ てい た 国 家 の 無 意 識 と し て の 「 人 種 」 は 、 モ リ ソ ン の 評 論 集 に おい て 初 め て そ の あ り か た を 再 検 討 さ れ る 。　
ラ ル フ ・ エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 を 意 識 し て か 、 モ リ ソ

ン は 『 プ レ イ ン グ  ・  イ ン  ・  ザ  ・  ダ ー ク 』 の 「 序 文 」 を 、 ル イ  ・  ア ーム ス ト ロ ン グ の 表 象 の 一 例 に ま つ わ る エ ピ ソ ー ド か ら 開 始 する 。 モ リ ソ ン は 、 他 の 箇 所 で 議 論 し て い る よ う に 、 ア メ リ カ にお け る 「 ア フ リ カ ニ ズ ム 」 と 呼 ば れ る も の が 、 か な ら ず し も アメ リ カ に 独 特 の も の で は な く 、 西 欧 諸 国 に お け る コ ロ ニ ア リ ズム と 同 形 の 問 題 で あ る こ と を 示 す た め に 、 ア ル ジ ェ リ ア 生 ま れの フ ラ ン ス 人 作 家 マ リ ー ・ カ ル デ ィ ナ ル の

The 
Words to Say It

を 取 り 上 げ る

2 0。 カ ル デ ィ ナ ル は 、

“autobiographical novel”

と 同

書 を 名 づ け 、 ル イ ・ ア ー ム ス ト ロ ン グ の コ ン サ ー ト を き っ か けと し て 引 き 起 こ さ れ た 精 神 的 病 の 発 作 の 症 状 を 兆 候 的 な も のと し て 語 る の だ が 、 モ リ ソ ン は そ の 体 験 を 、 フ ィ ー ド ラ ー の 中心 的 な 概 念 と な っ て い る 「 ゴ シ ッ ク 」 や 「 内 面 性 」 と 関 係 づ けて 理 解 し て い る 。　
モ リ ソ ン の 議 論 の 文 脈 で は 、 西 欧 に お け る 白 人 と ア フ リ カ ン ＝

ア メ リ カ ン の 関 係 は 、 キ リ ス ト 教 的 な 天 国 と 地 獄 、 善 と 悪 の 二
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元 論 に 相 似 な 形 で 、 言 語 と そ の 連 想 と に よ っ て 具 体 的 な 意 味 づけ
が 行 わ れ て い る と さ れ 、 言 語 と そ の 連 想 が 、  『 青 い 目 が 欲 し

い 』 の タ イ ト ル と 同 じ よ う に 、 指 示 対 象 と の 間 に 明 白 な ず れ を持 っ て い る こ と も 認 め ら れ て い る

2 1。 モ リ ソ ン の  『 プ レ イ ン グ  ・

イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 と い う タ イ ト ル も 、 モ リ ソ ン が 取 り 上 げ るマ リ ー ・ カ ル デ ィ ナ ル の

The 
Words to Say It

と い う タ イ ト ル も 、

言 語 の 「 戯 れ 」 や 記 号 と 指 示 対 象 の 乖 離 と い っ た 、 ソ シ ュ ー ル以 降 の 、 シ ニ フ ィ ア ン と シ ニ フ ィ エ の 本 質 的 な 結 び つ き を 否定 す る 言 語 観 を 前 提 と し て い る 。

し か し 、 文 化 の 内 部 で 、 シ ニ

フ ィ ア ン と シ ニ フ ィ エ が 、 フ レ デ リ ッ ク ・ ジ ェ イ ム ソ ン が 『 政治 的 無 意 識 』 に お い て 現 代 批 評 に お け る 「 歴 史 化 」 の 重 要 性 とな ら ん で 強 調 す る よ う に 、 あ る 程 度 必 然 化 さ れ た 解 釈 の 階 層 構造 を 形 成 し て い る こ と が 自 然 化 さ れ た 形 で 理 解 さ れ る の だ と すれ ば 、 そ う し た 歴 史 的 に 決 定 さ れ た 解 釈 の 階 層 構 造 が 必 然 で ある と 、 あ る 「 主 体 」 に よ っ て 信 じ ら れ る こ と は あ り 得 る

2 2。 モ

リ ソ ン は 、  『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 の 序 文 で 、 読 者自 身 の 解 釈 枠 を 自 己 省 察 的 に 問 題 化 す る た め か 、 い く ば く か のヒ ン ト と な る コ メ ン ト を 配 置 し な が ら も 、  カ ル デ ィ ナ ル の 「 例 」の 解 釈 を 読 者 に ゆ だ ね る 。 典 型 的 に 「 リ ー ダ ブ ル 」 な 評 論 が 成立 し て い る の だ が 、 カ ル デ ィ ナ ル の 著 書 か ら の つ ぎ の よ う な 引用 は 、 エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 へ の コ メ ン ト で あ る 可 能 性を 示 唆 し て い る だ け で な く 、 こ れ ま で 指 摘 し て き た 、 ア メ リ カ文 学 と そ の 批 評 の 問 題 点 に コ メ ン ト す る も の で も あ る だ ろ う 。モ リ ソ ン の テ ク ス ト と 重 複 す る が 、 カ ル デ ィ ナ ル か ら の 引 用 をこ こ で も 引 い て お く こ と に す る 。

   
My 

flrst anxiety attack 
occurred 

during a 
Louis 

Ar
mstrong concert. 

I 
was nineteen or t

wenty. 
Ar

mstrong 
was going to i

mprovise 
with his 

tr
u

m
pet, t

o 
b
uil

d a 
w
h
ole c

o
m
p
ositi

o
n i

n 
w
hic

h eac
h 

n
ote 

w
o
ul

d 
be 

i
m
p
orta

nt a
n
d 

w
o
ul

d c
o
ntai

n 
wit

hi
n itself t

he esse
nce 

of t
he 

w
h
ole. 

I 
was 

n
ot 

disa
p
p
oi

nte
d: t

he 
at

m
os

p
here 

war
me

d 
u
p 

ver
y fast. 

T
he 

scaff
ol

di
n
g a

n
d fl

yi
n
g 

b
uttresses 

of t
he jazz i

nstr
u

me
nts s

u
p
p
orte

d 

Ar
u

mstr
o
n
g’s tr

u
m
pet, creati

n
g s

paces 
w
hic

h 
were a

de
q
uate e

n
o
u
g
h 

for it to cli
mb higher, establish itself, and take off again. 

The sounds of 

the tru
mpet so

meti
mes piled up together, fusing a ne

w 
musical base, 

a sort of 
matrix 

which gave birth to one precise, unique note, tracing 

a s
o
u
n
d 

w
h
ose 

pat
h 

was al
m
ost 

pai
nf

ul, s
o a

bs
ol

utel
y 

necessar
y 

ha
d 

its equilibriu
m and duration beco

me; it tore at the nerves of those 
who 

follo
wed it.

   
M
y 

heart 
be

ga
n t

o accelerate, 
bec

o
mi

n
g 

m
ore i

m
p
orta

nt t
ha

n t
he 

music, shaking the bars of 
my rib cage, co

mpressing 
my lungs so the 

air could no longer enter the
m. 

Gripped by panic at the idea of dying 

there in the 
middle of spas

ms, sto
mping feet, and the cro

wd ho
wling, I 

ran into the street, like so
meone possessed.

2 3

　
モ リ ソ ン 自 身 も 、

“I re
me

mber s
miling 

when I read that, partly 

i
n a

d
mirati

o
n 

of t
he clarit

y i
n 

her rec
ollecti

o
n 

of t
he 

m
usic 

— its 

i
m

mediacy
…”

と 述 べ 、 こ の 回 想 の パ ッ セ ー ジ の 「 直 接 性

（

“i
m

mediacy” ）」 ＝ 「 媒 介 さ れ て い な い 状 態 」 を 賛 美 す る と 付 け

加 え て い る が 、 そ の 「 直 接 性 」 が 「 微 笑 み 」 を 誘 う の は 、 皮 肉な こ と に 、 お そ ら く 書 き 手 で あ る カ ル デ ィ ナ ル が 、 彼 女 が 親 しん だ 解 釈 の 枠 組 み や 、 そ れ ら に よ っ て 媒 介 さ れ た 結 果 と し て
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“im
m

ediacy”

を
獲
得
し
て
い
る
音
楽
の
描
写
そ
の
も
の
の
、
自
然
化
さ

れ
た
西
欧
的
ク
リ
シ
ェ
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
本
来
的
な
乖
離
を
意
識

し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
だ
か
ら
だ

24
。

　

ジ
ャ
ズ
の
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
も
そ
も
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル

が
言
う
よ
う
な“com

position”

で
は
な
く
、
元
来
あ
る
と
さ
れ
る
曲
の

構
造
に
則
っ
て
音
を
即
興
的
に
自
由
に
配
列
し
、
他
の
演
奏
者
の
そ
れ
と

重
ね
合
わ
せ
る
方
法
で
あ
り
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
曲
の
描
写
は
、
西
欧

音
楽
の
伝
統
的
な“com

position”

と
し
て
の
あ
り
か
た
を
、
ジ
ャ
ズ
の

あ
り
か
た
を
無
視
し
て
オ
ゥ
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の“com

position”

は
、「
全
体
」（“w

hole”

）」
の

概
念
に
連
接
さ
れ
る
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
即
興
演
奏
は
、
カ
ル
デ
ィ

ナ
ル
に
よ
れ
ば
、“a w

hole com
position in w

hich each note w
ould be 

im
portant and w

ould contain w
ithin itself the essence of the w

hole”

を
造
り
出
す
（“build”

）
の
だ
。
こ
れ
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
有
機
体
的

芸
術
論
の
ジ
ャ
ズ
へ
の
適
用
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の

実
際
の
演
奏
の
描
写
と
し
て
適
切
で
は
な
い
。
更
に
、
こ
こ
で“build”

と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル

は
つ
い
で
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
造
り
出
す“a w

hole com
position”

を
、“scaffolding”

や“flying butresses”

が
そ
の
一
部
と
し
て
組
み

込
ま
れ
た
中
世
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
例
え
る
か
ら
だ
。“Scaffolding”
や

“flying butresses”

と
し
て
の“jazz instrum

ents”

を
い
わ
ば
脇
役
と
し

て
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
（
お
そ
ら
く
は
、
極
め
て
伝
統
的
に“phallic”

な
意
味
合
い
を
持
つ
）
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
支
え
、「
ス
ペ
ー
ス
を
創
り
出
す
」

（“creating spaces”

）
と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
述
べ
る
そ
の
順
序
を
た
ど
る
と

き
、
読
者
は
、
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
引
用
す
る
モ
リ
ソ
ン
の
慧
眼
さ
と
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
ら
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
解
釈
枠
の
、
あ
る
種
の
必
然
性

に
驚
愕
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
で“clim

b higher, establish itself, 
and take off again”

と
描
写
さ
れ
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
似
つ
か
わ
し
い

「
上
」「
上
昇
」
の
イ
メ
ジ
を
付
与
さ
れ
る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
の
演
奏
は
、
更
に“the sounds of the trum

pet som
etim

es piled 
up together, fusing a new

 m
usical base, a sort of a m

atrix w
hich gave 

birth to one precise, unique note”

と
描
写
さ
れ
る
の
だ
が
、“pile up”

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
層
化
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
男
性
的
に
イ
メ
ジ
さ

れ
た
音
楽
は
、“a sort of a m

atrix”

と
し
て
の“base”

と“fuse”

し
て
、

何
と“gave birth”

し
た
の
だ
と
さ
れ
る
…
…
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の

演
奏
の
解
釈
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
音
楽
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
カ
ル

デ
ィ
ナ
ル
自
身
の
精
神
の
あ
り
か
た
に
よ
る
も
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
は
、

“m
y heart began to accelerate, becom

ing m
ore im

portant than the 
m

usic, shaking the bars of m
y rib cage, com

pressing m
y lungs so the 

air could no longer enter them
.”

と
述
べ
る
の
で
あ
る
（
イ
タ
リ
ッ
ク
ス

は
筆
者
）

25
。

　

自
ら
の
身
体
を
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が“m

y rib cage”

、“m
y lungs”

な

ど
の
空
間
的
な
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
も
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な

い
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
の
過
程
で
認
識
さ
れ
る
知
覚
と
知
覚
す
る
主

体
は
、
お
そ
ら
く
出
産
の
イ
メ
ジ
が
家
族
構
造
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
ゴ

シ
ッ
ク
的
な
家
の
空
間
の
開
か
れ
な
い
閉
塞
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
カ

ル
デ
ィ
ナ
ル
の
知
覚
は
、
対
象
と
し
て
の
音
楽
を
指
向
し
な
が
ら
も
、
解

釈
に
用
い
ら
れ
る
自
然
化
さ
れ
た
西
欧
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
特
有
の
言

語
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
の
閉

塞
は
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
自
身
が
無
意
識
の
う
ち
に
認
知
し
て
い
る
、
ル
イ
・

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
人
種
的
他
者
性
に
た
い
す
る
防
衛
と
し
て
働
い
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て
い
る
の
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
し
、
モ
リ
ソ
ン
と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が

思
春
期
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
母
親
殺
し
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
に
知
覚
す
る
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
的
な
ク
リ
シ
ェ
で
あ
る“spasm

s, stom
ping feet, and 

the crow
d how

ling”

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
、
カ
ル
デ
ィ

ナ
ル
が
こ
の
場
面
で
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
象
徴
さ
れ
る
ア
フ
リ
カ
ン
・

ア
メ
リ
カ
ン
の
男
性
と
の
性
的
関
係
や
出
産
を
図
ら
ず
も
想
像
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ

ン
グ
の
演
奏
に
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
特
有
の
上
昇
の
イ
メ
ジ
や
空
間
性
、
性

的
交
わ
り
と
出
産
が
行
わ
れ
る
家
の
イ
メ
ジ
を
解
釈
と
し
て
読
み
込
ん

で
し
ま
う
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
が“m

atrix”

と
な
る
こ

と
は
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
解
釈
と
し
て
創
り
だ

す
閉
鎖
空
間
は
、
彼
女
を
過
呼
吸
に
陥
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に

“possess”

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
、“possess”

し
て
い
る
の
は
悪
霊
な
り
悪
鬼
な
り
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
ル
イ
・
ア
ー
ム

ス
ト
ロ
ン
グ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
モ
リ
ソ
ン
と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
よ
っ
て
、
や
は

り
い
く
ぶ
ん
謎
め
い
た
や
り
か
た
で
、
母
親
殺
し
の
イ
メ
ジ
と
直
接
的
に

連
接
さ
れ
る
。
モ
リ
ソ
ン
が
つ
い
で
長
く
引
用
す
る
の
は
、
つ
ぎ
の
記
述

に
お
い
て
で
あ
る
。

In reconstructing the origin of the pow
erfully repellent feelings the 

Thing incites, C
ardinal w

rites, “It seem
s to m

e that the Thing took 
root in m

e perm
anently w

hen I understood that w
e w

ere to assassinate 
A

lgeria. For A
lgeria w

as m
y real m

other. I carried her inside m
e the 

w
ay a child carries the blood of his parents in his veins.” She goes 

on to record the conflicting pain that w
ar in A

lgeria caused her as a 
French girl born in A

lgeria, and her association of that country w
ith 

the pleasures of childhood and budding sexuality. In m
oving im

ages of 
m

atricide, of w
hite slaughter of a black m

other, she locates the origin 
of the Thing. A

gain, an internal devastation is aligned w
ith a socially 

governed relationship w
ith race. She w

as a colonialist, a w
hite child, 

loving and loved by A
rabs, but w

arned against them
 in relationships 

other than distant and controlled ones. Indeed, a w
hite cam

elia “svelte 
in appearance but torn apart inside.” 

26

　

カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
「
そ
の
も
の
」（“the Thing”

）
を
病
の
「
起
源
」
と

し
て
い
る
と
い
う
モ
リ
ソ
ン
の
解
釈
も
興
味
深
い
が
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の

描
写
の
分
析
を
続
け
よ
う
。
前
の
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
か
ら
の
引
用
の
な
か
に

は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
が
見
て
取
れ
る
。
仮
説
と
し
て
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ

ン
グ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
が“pile up”

し
て
い
る
状
態
か
ら“m

atrix”

が
生
じ
、
そ
れ
が“one precise, unique note, tracing a sound w

hose 
path w

as alm
ost painful, so absolutely necessary had its equilibrium

 
and duration becom

e”

を
「
産
む
」
こ
と
が
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
自
身
の
身
体
の
性
的
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
性
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
意
識
さ
れ

る
は
ず
だ
が
、“m

atrix”

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
「
音
」
も
ま
た
ア
ー
ム
ス

ト
ロ
ン
グ
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
で
想
像
さ
れ
る

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
父
で
あ
り
同
時
に
息
子
で
あ
り
、
こ
の
場
面
に

は
近
親
相
姦
的
な
意
味
合
い
す
ら
読
み
取
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

モ
リ
ソ
ン
は
同
書
を
通
じ
て
、
お
そ
ら
く
故
意
に
フ
ロ
イ
ト
的
な
エ

デ
ィ
パ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
父
と
子
を
語
る
こ
と
を
避
け
、
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そ
れ
が
抑
圧
す
る
母
と
娘
の
関
係
を
前
景
化
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、

抑
圧
さ
れ
た
形
で
、
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
エ
デ
ィ
パ
ス
の
構
造
が

強
く
意
識
さ
れ
る
語
り
方
を
選
ぶ
。
そ
の
際
、
上
の
箇
所
で
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
構
造
な
り
そ
の
影
と
し
て
の
母
娘
関
係
な
り

が
、
明
確
に
時
間
性
に
か
か
わ
る
考
察
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
事
実
性
を
出
来
事
に
認
め
な

い
モ
リ
ソ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
は
事
実
性
の
影
と
し
て
の
可

能
性
と
し
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン

グ
が
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
と
っ
て
父
で
あ
り
息
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
、
つ
ぎ
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
自
身
が
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
を
母
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
コ
ン
サ
ー
ト
に

お
い
て
自
分
自
身
を
母
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
通
常
事
実
性
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
エ
デ
ィ
パ
ス
の
父
子
と
そ
れ
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
無
意

識
的
な
母
子
関
係
の
双
方
に
お
い
て
中
心
的
な
存
在
あ
る
い
は
概
念
で

あ
る
父
と
母
の
特
権
が
、
息
子
や
娘
と
の
同
一
化
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
モ
リ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
は
、
黒
い

肌
を
持
っ
た
ア
ラ
ブ
人
の
国
で
あ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
「
真
実
の
母
」
と

し
て
表
象
し
、
そ
れ
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
戦
争
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

か
ら
の
攻
撃
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ひ
と
り
の
黒
い
母
親
の

白
い
殺
害
」（“w

hite slaughter of a black m
other”

）
と
直
訳
さ
れ
る
母
親

殺
し
を
連
想
し
て
い
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
「
真
実
の
母
親
」
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
に
お
い
て

は
、
お
そ
ら
く
「
白
い
」
母
親
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は

抑
圧
さ
れ
な
が
ら
も
先
行
し
て
い
る
の
だ
。“a w

hite cam
elia, ‘svelte in 

appearance but torn apart inside’”

と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
自
ら
を
表
象
す

る
の
は
、
お
そ
ら
く
奔
放
に
性
的
な
主
体
で
あ
る
み
ず
か
ら
が
、
母
で
も

娘
で
も
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
白
さ
と
黒
さ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
そ
の
こ
と

を
、“I carried her inside m

e the w
ay a child carries the blood of his 

parents in his veins”

と
、
意
義
深
く
も
血
液
に
な
ぞ
ら
え
て
語
る
と
す

れ
ば
、
親
し
い
関
係
を
持
つ
こ
と
を
暗
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
ア
ラ
ブ
人
た

ち
と
の
間
に
で
あ
っ
て
も
、
比
喩
的
に
血
縁
関
係
を
持
つ
可
能
性
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
父
と
息
子
・
母
親
と
娘
の
差
異

が
実
質
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
に
お
い
て
は
、

表
向
き
認
め
ら
れ
る
時
間
性
は
否
定
さ
れ
る
。「
母
」
や
「
父
」
は
、
実

際
の
子
供
と
し
て
の
娘
・
息
子
の
存
在
や
概
念
と
し
て
の
「
娘
」・「
息
子
」

に
む
し
ろ
依
存
し
た
存
在
あ
る
い
は
概
念
で
あ
り
、
実
際
、
娘
・
息
子
に

時
間
的
に
先
行
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
れ
ら
と
同
時
に
し
か
生
起
し
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
独
立
す
る
戦
い
に
従

事
し
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
時
間
的
先
行
性
を
付
与
す
る
の
は
、
そ
う
し
た

理
由
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
生
み

出
さ
れ
る
音
が
、
持
続
す
る
時
間
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た

意
義
深
い
。
上
記
の
考
察
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
は
絶

対
的
な
時
間
的
差
異
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
エ
デ
ィ

パ
ス
に
お
け
る
父
・
息
子
の
関
係
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
時
間
性
に
依
拠

し
た
概
念
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
と
き
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ゴ
シ
ッ

ク
建
築
に
例
え
ら
れ
る
芸
術
と
し
て
の
音
楽
が
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
示
唆

す
る
時
間
の
概
念
も
ま
た
、
本
来
的
に
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
は
な

い
、
二
義
的
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
空
間
性

イ
メ
ジ
と
と
も
に
脱
構
築
さ
れ
る
。

　

従
っ
て
、
モ
リ
ソ
ン
の
評
論
の
テ
ク
ス
ト
は
、
冒
頭
か
ら
時
間
的
な
先
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行 性 に 基 づ い た 階 層 構 造 、 全 体 性 、 空 間 的 な 比 喩 の 必 然 性 を 否定 し よ う と し て い る 。 こ の 評 論 で は 、

フ ィ ー ド ラ ー の 前 提 の ひ

と つ で あ る 「 ヨ ー ロ ッ パ の 夢 と し て 歴 史 の 真 実 で あ る 」 ア メリ カ の 歴 史 が 、  「 ア フ リ カ ニ ス ト 」 と 呼 ば れ る ア フ リ カ ン ＝ アメ リ カ ン の 存 在

（ モ リ ソ ン は ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン に つ い て は 、

「 存 在 」  （

presence
） と い う 言 葉 を 用 い る ）

を 無 視 ・ 抑 圧 す る こ と で

成 り 立 っ て い る が ゆ え に 白 人 た ち の 夢 に な っ て い る と し 、 そ の「 夢 」 と し て の ア メ リ カ の 歴 史  ・  文 学 史 を 脱 構 築 す る こ と に よ って 新 し い 文 学 史 へ の 視 点 が 得 ら れ る の だ と 考 え ら れ て い る のだ 。 有 名 な

“I 
ca

me to realize the 
obvious: the subject 

of the 
drea

m 

is the drea
mer.”

と い う 文 の 意 味 は 、 文 字 通 り に は そ う し た 意 味

に 解 釈 さ れ う る 。 ま た 、 こ こ で 「 主 体 」 の 定 義 そ の も の が 変 容し か ね な い こ と も 注 目 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う

2 7。 こ こ で

「 主 体 」 と さ れ て い る 「 主 体 」 と は 、 モ リ ソ ン の 論 で は 個 人 のも の で は な く 「 国 家 」 の も の で あ り 、 従 来 主 体 に よ っ て 意 識 的に 構 築 さ れ て き た と 考 え ら れ て き た 歴 史 は 、 無 意 識 的 な も の であ る と 考 え ら れ て い る 。 母  ・  娘 関 係 に つ い て の コ メ ン ト や 「 夢 」と し て の 歴 史 と い う 議 論 の 過 程 に 示 唆 さ れ て い る フ ロ イ ト 的な 視 点 が 集 合 的 に 思 考 さ れ て い る こ と 自 体 を 疑 問 視 し な け れば な ら な い が 、 モ リ ソ ン の 視 点 の 転 換 は 、  「 主 体 」 と 「 客 体 」の 関 係 性 や 、 フ ィ ー ド ラ ー の 論 に お い て 問 題 視 さ れ う る 「 歴 史の 事 実 」  と  「 夢 」  と の 関 係 を 逆 転 す る の で は な く 、  「 歴 史 の 事 実 」を 「 夢 」 と し て 読 み 直 す こ と に よ っ て 「 真 実 」 と 「 夢 」 と の 関係 を 「 夢 」 と 「 夢 」 と の 関 係 に 転 換 し 、 そ の 階 層 構 造 を 破 棄 する こ と に 成 功 す る の だ 。 意 識 と 無 意 識 の 階 層 構 造 を 破 棄 す る ため に 、 従 来 「 主 体 」 や 「 意 識 」 と さ れ て い た も の を 脱 構 築 す る

こ と に よ っ て 、 新 た な 議 論 の レ ベ ル を 拓 い て ゆ く の で あ る 。６
　
精 神 分 析 と ア メ リ カ 文 学 研 究 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 可能 性 に つ い て

　
モ リ ソ ン の 論 は 、 上 記 の 点 だ け で な く 、 他 に も 様 々 な 意 味 で

未 発 見 の 装 置 を 隠 し て い る 可 能 性 が あ り 、 詳 細 な 論 は 別 の 形 をと っ て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 た と え ば 、 す で に 触 れ た フ レド リ ッ ク  ・  ジ ェ イ ム ソ ン に よ る 「 無 意 識 」 の 議 論 や 、 ジ ャ ッ ク  ・ラ カ ン 、 ジ ュ リ ア ・ ク リ ス テ ヴ ァ 、 ル イ ・ ア ル チ ュ セ ー ル な どの 精 神 分 析 と 言 語 に つ い て の 議 論 で あ る

2 8。 ま た 、 こ こ で 取 り

上 げ ら れ て い る ト ピ ッ ク は 、 人 種 と 並 ん で フ ェ ミ ニ ズ ム の 重 要な 論 点 で も あ り 、 ジ ュ リ エ ッ ト ・ ミ ッ チ ェ ル 、 ジ ェ ー ン ・ ギ ャロ ッ プ 、 ジ ュ デ ィ ス ・ バ ト ラ ー な ど を ほ ん の 数 例 と す る 理 論 家た ち の 議 論 が 広 汎 に 参 照 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 ま た 、モ リ ソ ン が 、 フ ィ ー ド ラ ー と と も に ア メ リ カ 文 学 史 を 考 察 す るう え で 最 も 重 要 で あ る と す る ポ ー な ど の ア メ リ カ 作 家 た ち の作 品 を 、 頻 繁 に 現 れ る 深 層 の イ メ ジ と 言 語 的 表 象 と の 関 係 に おい て 再 検 討 す る 作 業 が 行 わ れ な け れ ば な ら な い

2 9。 シ ャ ロ ン ・

キ ャ メ ロ ン な ど が 、

The 
Corporeal Self: 

Allegories of the 
Body in 

Melville and 
Ha

wthorne
 (

Ne
w 

York: 
Colu

mbia 
U.

P., 
1991)

な ど で す

で に 類 似 の 研 究 を 行 っ て お り 、 キ ャ メ ロ ン も 取 り 上 げ て い るハ ー マ ン ・ メ ル ヴ ィ ル そ の 他 の 作 家 の 解 釈 に お い て 、 本 論 か ら展 開 し た 視 点 を 応 用 す る こ と は 重 要 で も あ る

3 0。 そ の う え で 、

つ ぎ に は 、  「 夢 」 と 「 夢 」 を 自 我 や 国 家 の 二 つ の 領 域 と し て 、
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い わ ば 平 等 化 す る こ と の 多 岐 に わ た る 意 味 合 い が 、 理 論 的 に も考 察 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う 。　
フ レ デ リ ッ ク ・ ジ ェ イ ム ソ ン は 、  『 政 治 的 無 意 識 』 の 冒 頭 で 、

“subject” / “object”

の 二 項 対 立 に 基 づ い た 認 識 論 の 問 題 点 を 指

摘 し 、 こ の 問 題 を 言 語 の 問 題 と し て 捉 え 返 す 必 要 性 を 説 い て いる し

3 1、 ジ ュ リ ア ・ ク リ ス テ ヴ ァ の 『 詩 的 言 語 の 革 命 』 に お い

て は 、 本 論 前 半 で と り あ げ た ヨ ー ロ ッ パ の 伝 統 的 歴 史 と 意 識 と無 意 識 に 分 裂 し た ア メ リ カ 合 衆 国 と い う 三 つ の 項 目 に も 似 て 、「 リ フ ァ レ ン ト 」  「 シ ニ フ ィ ア ン 」  「 シ ニ フ ィ エ 」 の 三 項 の 関 係性 が 、 精 神 分 析 と 並 ん で 論 じ ら れ る

3 2。 多 く の 批 評 家 が 指 摘 す

る よ う に 、 人 種 の 問 題 も ま た 、 リ フ ァ レ ン ト 、 シ ニ フ ィ エ の 問題 で は な く 、 人 種 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 、 た と え ば 法 の 言 語 によ る 表 象 の 問 題 で あ り 、 モ リ ソ ン が そ う す る よ う に 、 あ く ま で言 語 を 議 論 す る こ と に よ っ て し か そ の 所 在 を 確 か め 得 な い から だ

3 3。  教 科 書 の 家 族 構 造 の 記 述 の 行 間 と 文 字 間 隔 を 、  ア ー テ ィ

キ ュ レ ー シ ョ ン が 消 去 さ れ る よ う に つ め る こ と に よ っ て 、 家 族構 造 の 規 範 が 本 来 的 な も の で は な く 言 語 に よ る 分 節 化 の 作 用で あ る こ と を 示 し 、 同 時 に 印 刷 さ れ た 文 字 が 密 集 し た 「 黒 」 のス ペ ー ス を 作 り 出 す 、 や は り 有 名 な 『 青 い 目 が 欲 し い 』 の 冒 頭に お い て と 同 様 、  『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 に お け るモ リ ソ ン も ま た 、

“the 
Thing”

と し て 言 語 に よ っ て 名 指 さ れ た も

の が 、 言 語 に よ っ て 事 実 と し て で は な く 表 象 さ れ る そ の あ り かた を 言 語 に よ っ て 分 析 し よ う と す る の で あ る

3 4。 確 か に 、 読 者

は 規 範 が 絶 対 な ら ざ る も の と し て 言 語 に よ っ て 構 築 さ れ る 様を 目 撃 し た り 、 ゴ シ ッ ク 的 な ス ペ ー ス や 父 権 的 な 制 度 が 言 語 によ っ て 構 築 さ れ る 様 を 分 析 す る の で あ っ て 、  「 も の 」 そ の も の

と 出 会 う の で は な い 。 マ リ ー ・ カ ル デ ィ ナ ル は 、 精 神 分 析 医 のオ フ ィ ス に お か れ た ガ ー ゴ イ ル に つ い て 、

“
You shouldn’t keep 

that 
gargoyle in 

your 
of

flce, it is 
hideous.”

と い う 発 話 を 行 っ た こ

と を き っ か け に し て 治 癒 し た と モ リ ソ ン は 報 告 す る

3 5。  し か し 、

そ れ は お そ ら く 、 ゴ シ ッ ク 建 築 に 取 り つ い た ア フ リ カ ン ＝ ア メリ カ ン の 男 性 と 解 釈 し う る ガ ー ゴ イ ル が 、 物 理 的 に 精 神 科 医 の白 い 部 屋 か ら 排 除 さ れ た こ と に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る の で はな い か ら だ 。 ラ ル フ ・ エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 の 結 末 と モリ ソ ン の 『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 と の こ の よ う な 点に お け る 類 似 は 驚 く べ き も の で 、 そ こ に 読 み 取 れ る 言 語 的 諸 要素 は 、 ア メ リ カ 文 学 ・ 文 化 研 究 に と っ て も 重 要 で あ る に 違 い ない か ら で あ る 。　 　
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け
る

二
元
論
を
言
語
と
身
体
性
の
関
係
に
探
り
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
言
語
の
ナ
ル
シ
シ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
循
環
性
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
。
同
書
以
前
、
あ
る
い
は
同
時
代
の

ア
メ
リ
カ
文
学
の
議
論
に
比
べ
、
理
論
的
に
先
鋭
に
本
論
に
関
わ
る
二
重
性
を
議

論
し
て
い
る
。

（
31
）Jam

eson, 7.
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（

3 2）

Julia 
Kristeva, Revolution in 

Poetic 
Language

, trans. 
Margaret 

Waller (
Ne

w 

York: 
Colu

mbia 
U.

P.), 68-69.

（

3 3）

Toni 
Morrison, 

The 
Bluest 

Eye
 (

Ne
w 

York: 
Vintage, 1999), 1-2.

（

3 4）

Morrison, 
Playing in the 

Dark
, ix.

（

3 5）  ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン と い う 人 種 の 定 義 そ の も の が 、  法 の 言 語 に よ って 決 定 さ れ た こ と を 顕 著 に 取 り 上 げ る な ど し て 、 ア メ リ カ に お け る 人種 の 問 題 が 根 本 的 に 言 語 の 問 題 で あ る と す る 議 論 が あ り 、

Henry 
Louis 

Gates, Jr.

は 、

Figures in 
Black: 

Words, Signs, and the 
“ Racial Self

”
 (

Oxford: 

Oxford 
U.

P., 
1987)

な ど の 著 書 で 、 言 語 論 を 基 礎 に す え た 人 種 論 を 展 開

し て い る 。 今 後 同 様 の 立 場 か ら 、 従 来 物 象 化 さ れ て き た 人 種 的 ア イ デン テ ィ テ ィ が 再 検 討 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う 。







































報 告

1 2 8

　
詩 人 ル ネ ・ シ ャ ー ル の 生 涯 と 作 品 に 関 し て 、 と り わ け 注 目 に

値 す る 重 要 な 研 究 テ ー マ ・ 領 域 と し て 、 １ ：

（ ペ ト ラ ル カ 、 サ

ド の 文 学 的 レ ミ ニ ッ サ ン ス を ふ く む ）

特 権 的 な 場 所 と し て の 生 地

リ ル ＝ シ ュ ル ＝ ソ ル グ お よ び プ ロ ヴ ァ ン ス 地 方 の こ と 、 ２ ： 両大 戦 間 最 大 の 文 学 ・ 芸 術 運 動 で あ る シ ュ ル レ ア リ ス ム へ の 参 加と 離 脱 の こ と 、 ３ ： フ ラ ン ス 現 代 史 の 画 期 的 な 出 来 事 で あ るレ ジ ス タ ン ス 体 験 の こ と 、 ４ ：

（ ポ ー ル ・ ヴ ェ ー ヌ が 初 め て 指 摘

し た ）

神 秘 経 験 「 夜 と 忘 我 」 の こ と 、 そ し て ５ ： ヘ ラ ク レ イ ト

ス や ジ ョ ル ジ ュ ・ ド ・ ラ ・ ト ゥ ー ル 、 ラ ン ボ ー ら の 先 人 、 ま たブ ラ ン シ ョ 、 カ ミ ュ 、 ハ イ デ ガ ー 、 ブ ラ ッ ク 、 ブ ー レ ー ズ ら の同 時 代 人 と の 対 話 ・ 交 流 ・ 協 力 、 い わ ゆ る シ ャ ー ル の 「 至 高 の対 話

conversation souveraine 」 の こ と な ど が す ぐ に 思 い 浮 か ぶ が 、

こ こ で は ３ の レ ジ ス タ ン ス 体 験 の み を と り あ げ る 。 そ の 理 由 はこ の 記 念 行 事 の 第 一 部 の フ ィ ル ム 上 映 と 第 二 部 の こ の シ ン ポジ ウ ム を つ な ぐ た め 、 そ し て な に よ り も カ ミ ュ を 通 し て シ ャ ール の 作 品 を 知 っ た 私 個 人 と し て は 、 レ ジ ス タ ン ス 文 学 の 傑 作 であ る 『 イ プ ノ ス の 手 帖

Feuillets d’
Hypnos

』 お よ び 、 こ れ を 収 め

る 総 合 詩 集  『 激 情 と 神 秘

Fureur et 
mystère

』（ 一 九 三 八

─
四 七 年 執 筆 ）

に い ま な お も っ と も 惹 か れ る か ら で あ る 。　
シ ャ ー ル の レ ジ ス タ ン ス 体 験 を う か が う の に も っ と も 重 要

な テ ク ス ト は 、 映 画 『 戦 争 名 ア レ ク サ ン ド ル 』 で も 多 く 引 用 され て い た 『 イ プ ノ ス の 手 帖 』 だ が 、 シ ャ ー ル が ど の よ う に レ ジス タ ン ス に か か わ り 、 最 終 的 に ど の よ う に こ の 歴 史 的 出 来

事

◆ 昨 年  2 0 0 7  年 は フ ラ ン ス の 詩 人 ル ネ ・ シ ャ ー ル の 生

誕 百 年 の 年 だ っ た 。 そ こ で 日 本 で も こ の 記 念 年 に 関 わ

る 行 事 を 開 催 す る こ と に な り 、 フ ラ ン ス 大 使 館 の 協 力

も 得 て 、 6  月  2 1  日 東 京 外 国 語 大 学 、 2 2  日 東 京 日 仏 学

院 、 2 3  日 日 仏 会 館 で そ れ ぞ れ 「 シ ャ ー ル と 画 家 た ち 」 、

「 シ ャ ー ル の 夕 べ 」 、 「 ル ネ ・ シ ャ ー ル 生 誕  1 0 0  年 記 念

特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 」 （ 第 一 部 ： シ ャ ー ル と レ ジ ス タ ン ス 、

第 二 部 ： 日 本 に お け る シ ャ ー ル 受 容 ： 現 状 と 展 望 ） と

題 し 、 い ず れ も 東 京 外 国 語 大 学 総 合 文 化 研 究 所 主 催 ま

た は 共 催 の か た ち で お こ な っ た 。 こ の テ ク ス ト は  2 3

日 の シ ン ポ ジ ウ ム で 私 が お こ な っ た 報 告 で あ る 。

「 ル ネ ・ シ ャ ー ル と
レ ジ ス タ ン ス 」

西 永 良 成

総 合 文 化 研 究 所 ・ 日 仏 会 館 共 催 シ ン ポ ジ ウ ム
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を 認 識 し た か を 知 る に は 、 唯 一 の 散 文 集 『 基 底 と 頂 上 の 探 求Recherche de la base et du so
m

met

』  に お さ め ら れ た  「 フ ラ ン シ ス  ・

キ ュ レ ル へ の 手 紙

Billets à 
Francis 

Curel

」 そ の 他 が あ り 、 こ れ

も 映 画 で は 何 カ 所 か 引 用 さ れ て い た 。 さ ら に 、 シ ャ ー ル に はい わ ゆ る レ ジ ス タ ン ス 詩 と 呼 ば れ る も の が か な り あ り 、 こ れは 『 激 情 と 神 秘 』 に 分 散 す る 形 で 残 さ れ て い る 。 そ の ひ と つが 映 画 の 最 後 の ほ う で 朗 読 さ れ た 「 歴 史 家 の 陋 屋

Le bouge de

l’historien 」 で 、 こ こ で 「 歴 史 家 」 と は 政 治 行 動 を 回 避 せ ず 、

歴 史 に 参 加 す る 人 間 の こ と で あ り 、 シ ャ ー ル は 三 〇 年 代 に ヒ トラ ー 、 フ ラ ン コ 、 フ ラ ン ス 右 翼 な ど の フ ァ シ ズ ム と 正 面 か ら 真剣 に 闘 っ て こ な か っ た 詩 人 と し て の 自 分 を 激 し く 責 め て い る 。　
ま た 、  「 褶 曲

Plisse
ment

」 と 題 さ れ る 別 の レ ジ ス タ ン ス 詩 で は 、

「 私 た ち は 野 蛮 な 忍 耐 に 茫 然 と し た 。 私 た ち に は 未 知 の 、 私 たち に は 近 づ け な い ラ ン プ が 、 世 界 の 果 て で 、 勇 気 と 沈 黙 を 目 覚め た ま ま に し て い た 。 ／ お お 、 辱 め ら れ た 生 よ 、 い ま 私 は 確 信の 足 取 り で お ま え の 境 界 へ と 進 む 、 真 実 が か な ら ず し も 行 動 に先 立 つ と は か ぎ ら な い と 知 り な が ら 。 私 の 言 葉 の 狂 っ た 妹 、 密閉 さ れ た 私 の 恋 人 よ 、 私 は 廃 墟 の 館 か ら お ま え を 救 い 出 そ う 」と 述 べ 、 さ ら に 「 拒 否 の 歌

─
パ ル チ ザ ン の は じ ま り

Chant du 

refus 
— 

Début du partisan 」 と い う 詩 で は 、  「 詩 人 は 今 後 の 長 い

年 月 父 親 の 虚 無 に も ど っ て し ま っ た 。 彼 を 愛 す る き み た ち は みん な 、 も う 彼 の こ と を 呼 ぶ な 。 燕 の 翼 が 地 上 に 鏡 を も た な くな っ た と 思 え て も 、 そ ん な 幸 福 の こ と は 忘 れ る の だ 。 苦 し み をパ ン に し て い た 者 は 、 彼 の 赤 々 と 燃 え る 仮 死 状 態 の な か で は 眼に 見 え な い 。 ／ あ あ 、 美 と 真 実 が 、 解 放 の 祝 砲 の と き 、 き み たち を 数 多 く 現 前 さ せ て く れ る よ う に ！ 」 と 述 べ て い る 。 要 す る

に シ ャ ー ル は 〈 美 〉 と 〈 真 実 ＝ ポ エ ジ ー 〉 の た め に 、 一 九 四 〇年 の 屈 辱 的 な フ ラ ン ス 敗 戦 後 の い ま こ そ 、 武 器 を と り 生 命 を 賭し て 闘 わ ね ば な ら な い 、 た と え そ の た め に は 詩 を 書 く こ と 、 発表 す る こ と を 断 念 し な く て は な ら な い と し て も 、 と 決 意 す る 。一 九 三 八

─
四 〇 年 の 時 期 の シ ャ ー ル が す で に シ ュ ル レ ア リ ス ム

の 影 響 を 脱 し 、 彼 独 自 の 詩 法 を 確 立 し て い た と 思 え る だ け に 、こ の 自 己 犠 牲 は き わ め て 悲 痛 か つ 気 高 い も の と 言 わ ね ば な らな い 。 実 際 、 シ ャ ー ル は こ の 占 領 時 代 に 一 切 作 品 を 発 表 し て いな い 。　
た だ 、 こ の 闘 い は 「 真 実 が か な ら ず し も 行 動 に 先 立 つ と は

か ぎ ら な い と 知 り な が ら 」 と 言 わ れ て い た よ う に 、 ま っ た く先 の 見 通 し の 立 た な い 過 酷 な も の で 、 同 志 を 見 殺 し に し たり 、 敵 を 殺 害 し た り す る と い っ た こ と が 避 け ら れ な い も の 、 とき に ほ と ん ど 絶 望 的 に 孤 立 し た も の で さ え あ っ た 。 そ こ でシ ャ ー ル は 「 レ ジ ス タ ン ス は 期 待 に す ぎ な い （

Résistance n’est 

qu’espérance

）」 と 書 く こ と に な っ た 。 と こ ろ で 、 こ の 「 期 待

espérance 」 と い う 言 葉 は シ ャ ー ル の 作 品 で

2 8回 つ か わ れ て い る

が 、 そ の う ち の

2 6回 は レ ジ ス タ ン ス 体 験 以 後 の も の で あ る 。 彼

は こ の 時 期 の 別 の 詩 で も 「 私 た ち を 運 ん で い た あ の 煙 は 、 狼狽 と 期 待
 désarroi et d’espérance

に 養 わ れ た も の だ っ た 」 と 言 い 、

『 イ プ ノ ス の 手 帖 』 を 結 ぶ 「 樫 の 薔 薇

La rose de chêne

」 と 題 す

る 詩 で も 、  「 拷 問 の 優 等 者 名 簿 の う え で は 、 お お 、  〈 美 〉 よ 、 おま え の 名 前 を 構 成 す る 文 字 の 一 つ ひ と つ が 、 太 陽 の 平 ら な 単 純さ に 結 ば れ 、 空 を 横 切 る 巨 大 な 文 に 刻 ま れ て 、 み ず か ら の 運命 を 御 し が た い そ の 反 意 語 、  〈 期 待 〉 に よ っ て 必 死 に 欺 こ う と
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す る 人 間 と 結 び つ く 」 と 書 い て い る 。 人 間 の 運 命 、 宿 命 、 あ るい は 条 件 と 呼 ば れ て い る も の に あ え て 反 対 す る 「 期 待 」  、 こ れが シ ャ ー ル の レ ジ ス タ ン ス 体 験 と 密 接 に か か わ る キ ー ワ ー ドだ っ た と 言 え る 。　
し か し 「 期 待 」 と い っ て も 、 い っ た い な ん の 「 期 待 」 な の か 。

も ち ろ ん 当 座 は ナ チ ス ＝ ヴ ィ シ ー 政 府 の 圧 政 か ら の 「 解 放 」 と「 自 由 」 へ の 期 待 に ほ か な ら な い 。 し か し ま た よ り 根 本 的 に は 、と き に 「 望 外 の も の

l’inespéré 」 に 達 す る こ と が あ る 人 間 の 未

決 定 性 と 可 塑 性 に た い す る 「 期 待 」 の こ と で も あ る 。 レ ジ ス タン ス に 参 加 し た 彼 は 、 こ の 運 動 の な か で 初 め て 愛 や 正 義 に 目 覚め る 何 人 も の 人 た ち に 出 会 い 、 一 緒 に 闘 っ た 幸 運 を 述 べ 、 そ のよ う な ひ と た ち の 心 の 「 錬 金 術 」 あ る い は 「 褶 曲 」 に 感 嘆 し てい る 。 ま た 彼 自 身 も 心 な ら ず も 詩 人 か ら 闘 士 に み ず か ら 変 身 する こ と が で き た し 、 そ の 結 果 彼 な り に 「 解 放 」 と 「 自 由 」 を 手に つ か む こ と も で き た 。 そ こ で 彼 は 『 イ プ ノ ス の 手 帖 』 の 一 節で こ う 言 う の で あ る 。  「 人 間 は け っ し て 最 終 的 に は 形 づ く ら れて い な い の で 、 み ず か ら の 反 対 物 を 隠 し も っ て い る 。 人 間 の 循環 は な に か し ら の 要 請 に 晒 さ れ て い る か い な い か に よ っ て 異な っ た 軌 跡 を 描 く 」  。 し た が っ て 人 間 と そ の 運 命 、 宿 命 の あ いだ に は 「 予 期 せ ぬ も の と 変 身 の 飛 び 地 が あ る の で あ り 、 そ の 接近 を 擁 護 し そ の 維 持 を 保 証 す べ き で あ る 」 と 。 ま た 、  「 人 間 には 想 像 で き な い こ と を 成 し と げ る 能 力 が あ る 」  「 私 た ち の 遺 産は ど ん な 遺 言 に も 先 立 た れ て い な い 」 と い う 、 い た っ て 逆 説 的な ア フ ォ リ ズ ム も あ る 。 そ し て こ の よ う な 人 間 の 未 決 定 性 と 可塑 性 の 発 見 が 、 シ ャ ー ル に お け る 「 期 待 の 原 則 」 と 呼 ぶ べ き もの の 根 拠 に な っ た と 考 え ら れ る 。 の ち に 彼 が 「 現 実 は と き に 期

待 を 癒 す 。 あ ら ゆ る 予 期 に 反 し て 、 期 待 が 生 き 延 び る 」 と 書 くこ と に な る が 、  こ の  「 現 実 」  が す な わ ち レ ジ ス タ ン ス 体 験 で あ った と 考 え て 間 違 い は な い だ ろ う 。　
フ ラ ン ス の レ ジ ス タ ン ス は そ の 後 国 内 外 の 冷 酷 な 権 力 闘 争

に 明 け 暮 れ る よ う に な り 、 シ ャ ー ル が 幻 滅 し て 言 う に は 「

（ レ

ジ ス タ ン ス に よ っ て ）

フ ラ ン ス が そ の 存 在 と そ の 地 で た だ 四 、  五

回 し か 経 験 し な か っ た よ う な 、 並 は ず れ た 果 樹 園 に な る と こ ろだ っ た 。 し か し そ の と き 、 そ ん な 期 待 に 敵 対 す る か 、 あ る い はた ん に 無 縁 だ っ た な に も の か が 出 現 し 、 そ の 期 待 を 虚 無 の な かに 打 ち 捨 て る こ と に な っ た 」  。 そ う 確 認 し た 結 果 、 彼 は 間 も なく  「 収 穫 へ の 執 念 と  〈 歴 史 〉  へ の 無 関 心 が 私 の 弓 の 両 極 だ 。 も っと も 陰 険 な 敵 と は 時 事 的 な 事 柄 で あ る 」 と 述 べ 、  「 歴 史 家 」 から ふ た た び 詩 人 に も ど り 、 そ の 後 半 生 を 反 時 代 的 な 詩 人 、 ソ ルグ 河 畔 の 孤 高 の 瞑 想 詩 人 と し て 過 ご す こ と に な る 。　
シ ャ ー ル は も と も と 、  「 肝 心 な も の は た え ず 無 意 味 な も の に

脅 か さ れ て い る 。 低 劣 な 循 環 」 だ と か 、  「 大 部 分 の 人 間 た ち は服 従 の 活 気 に 運 命 づ け ら れ て い る 。 彼 ら が 描 き 直 さ れ た 隷 従 を遠 く に 見 つ け る か 、 考 え る か す る や 、 几 帳 面 な 解 体 仕 事 を み ずか ら の 手 に 集 中 す る 者 が 彼 ら の 主 人 と な る だ ろ う 」 な ど と い った ア フ ォ リ ズ ム に 見 ら れ る よ う に 、 か な り 悲 観 的 な 人 間 観 の 持ち 主 だ っ た 。 だ が そ れ に も か か わ ら ず 、 と い う か 、 む し ろ そ れゆ え に こ そ か え っ て

─
「 悲 観 主 義 の 超 ＝ 原 動 力

le sur-ressort 

du pessi
mis

me

」 に よ っ て

─
、 彼 は 「 証 拠 の 崩 壊 の た び に 、 詩

人 は 未 来 の 祝 砲 で 応 え る 」 と い う 信 念 を け っ し て 失 わ ず 、  「 期待 の 原 則 」  、 彼 の 言 葉 で は レ ジ ス タ ン ス の 「 財 宝

trésor 」 を 手
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放
す
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
人
間
の
「
財

宝
」
を
讃
え
る
詩
と
し
て
、
さ
き
の
映
画
で
も
朗
読
さ
れ
た
「
ふ
た
た
び

彼
ら
に
あ
た
え
よR

edonnez-leur…

」
と
い
う
詩
を
、
最
後
に
も
う
一

度
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
時
代
の
未
曾
有
の
変
化
と
と
も
に
「
隷
従
」

が
全
面
的
に
な
り
、「
几
帳
面
な
解
体
仕
事
」
が
世
界
化
し
て
、
ま
す
ま

す
「
肝
心
な
も
の
は
た
え
ず
無
意
味
な
も
の
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
低
劣

な
循
環
」
と
し
か
見
え
な
い
昨
今
、
き
わ
め
て
含
蓄
と
示
唆
に
富
み
、
私

た
ち
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
る
詩
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　　

ふ
た
た
び
彼
ら
に
あ
た
え
よ
、
彼
ら
の
な
か
に
も
う
現
前
し
て
い
な
い

　
　

も
の
を
、

　

ふ
た
た
び
彼
ら
は
、
収
穫
の
種
が
穂
に
閉
じ
こ
も
り
、
草
の
う
え
で
動

　
　

い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

彼
ら
に
教
え
よ
、
転
落
か
ら
飛
躍
ま
で
の
、
彼
ら
の
顔
の
十
二
か
月
を
、

　

彼
ら
は
つ
ぎ
の
欲
望
ま
で
、
心
の
空
白
を
い
と
お
し
む
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
な
ら
、
な
に
も
の
も
難
破
し
な
い
の
だ
し
、
遺
灰
を
好
み
も
し
な

　
　

い
の
だ
か
ら
。　

　

そ
し
て
、
土
地
が
果
実
に
到
達
す
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
者
、

　

そ
の
者
を
失
敗
は
い
さ
さ
か
も
動
揺
さ
せ
な
い
、
た
と
え
彼
が
す
べ
て

　
　

を
失
っ
た
と
し
て
も
。
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中
山
和
芳
著

『
ミ
カ
ド
の
外
交
儀
礼
―
明
治
天
皇
の
時
代
』

朝
日
新
聞
社　
二
〇
〇
七
年
一
月

　

眉
を
剃
ら
れ
、
顔
を
長
く
見
せ
る
た
め
に
額
の
真
中
に
墨
で
眉
を
書
か

れ
、
お
歯
黒
を
し
、
白
粉
を
塗
り
た
く
っ
た
顔
に
雄
鶏
の
と
さ
か
を
思
わ

せ
る
か
ぶ
り
も
の
を
載
せ
、
一
言
も
発
す
る
こ
と
の
な
い
十
四
、十
五
歳

の
背
の
高
い
少
年

─
こ
れ
が
は
じ
め
て
の
外
国
人
使
節
で
あ
る
フ
ラ

ン
ス
人
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
の
目
に
映
っ
た
明
治
天
皇
睦
仁
の
姿
で
あ
っ
た
。

時
に
一
八
六
八
年
（
慶
応
四
年
）
三
月
二
三
日
、場
所
は
京
都
御
所
紫
宸
殿
。

後
に
御
真
影
と
な
り
全
国
に
出
回
っ
た
大
元
帥
服
に
身
を
包
み
、
濃
い
黒

い
髭
を
た
く
わ
え
、
左
手
に
剣
を
つ
か
み
右
前
方
を
鋭
い
目
で
み
つ
め
る

精
悍
な
明
治
天
皇
の
写
真
（
実
は
こ
れ
は
お
雇
い
外
国
人
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
の

画
を
撮
影
し
た
も
の
で
、
明
治
二
二
年
の
作
）
に
見
慣
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ

に
は
、
と
て
も
同
一
人
物
と
は
思
え
な
い
。

　

本
書
は
こ
の
お
稚
児
さ
ん
を
思
わ
せ
る
女
性
的
少
年
天
皇
が
、
大
日
本

帝
国
の
統
帥
者
と
し
て
の
男
性
的
天
皇
へ
と
変
貌
し
て
い
く
姿
を
、
諸
外

国
の
外
交
使
節
の
謁
見
の
記
述
を
と
お
し
て
紹
介
す
る
こ
と
を
主
眼
と

し
て
い
る
。
政
権
が
そ
れ
ま
で
の
大
君
（
タ
イ
ク
ー
ン
）
か
ら
天
皇
（
エ

ン
ペ
ラ
ー
）
に
代
わ
っ
た
時
期
か
ら
、明
治
憲
法
発
布
ま
で
の
時
代
を
扱
っ

て
い
る
。
尊
王
攘
夷
か
ら
開
国
へ
と
急
旋
回
し
、
そ
の
後
新
政
府
の
も
と

で
脱
亜
入
欧
の
名
の
下
に
西
欧
化
と
い
う
近
代
化
の
道
を
ひ
た
走
っ
た

明
治
日
本
の
変
貌
ぶ
り
を
、
天
皇
、
皇
后
を
初
め
と
す
る
皇
族
や
そ
れ
を

取
り
巻
く
閣
僚
た
ち
の
文
字
通
り
立
ち
居
振
る
舞
い
を
通
し
て
描
き
出

す
と
い
う
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
類
書
も
な
く
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ

る
。

　

徳
川
時
代
の
天
皇
は
京
都
の
御
所
を
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
い

わ
ば
幽
閉
さ
れ
て
い
た
も
同
然
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
同
志
社
大
学
の
私
の

研
究
室
か
ら
は
御
所
が
眼
下
に
見
下
ろ
せ
た
か
ら
、
そ
の
大
き
さ
は
肌
で

実
感
で
き
る
。
石
塀
に
囲
ま
れ
た
御
所
内
宮
の
面
積
は
意
想
外
に
小
さ

い
。
幕
末
の
一
八
六
三
年
に
孝
明
天
皇
が
攘
夷
祈
願
の
た
め
加
茂
社
と
石

清
水
八
幡
宮
へ
行
幸
し
た
の
が
な
ん
と
二
三
七
年
ぶ
り
の
外
出
だ
と
い

う
か
ら
驚
く
。
そ
れ
ほ
ど
天
皇
と
は
民
衆
か
ら
ほ
ど
遠
く
、
民
衆
は
天
皇

の
存
在
す
ら
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
明
治
新
政

府
の
最
初
の
仕
事
は
〈
見
え
な
い
天
皇
〉
か
ら
〈
見
え
る
天
皇
〉
へ
、
つ

ま
り
天
皇
の
「
視
覚
化
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
「
本
書
は
…
…
天
皇
が
外
国
人
、
ひ
い
て
は
諸
外
国
に
対
し
て
、
ど
の

よ
う
に
視
覚
化
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
天
皇
（
な
ら
び
に
皇
后
）
が
外
国
公
使
や
来
日
し
た
賓
客
に
対

し
て
、
ど
の
よ
う
に
応
接
し
た
か
を
詳
し
く
述
べ
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
明
治
天
皇
の
行
っ
た
外
交
儀
礼
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

…
…
け
れ
ど
も
、
外
交
儀
礼
を
正
面
に
据
え
て
、
そ
の
変
遷
を
論
じ
た
も

の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
存
在
し
な
い
」
と
著
者
は
言
う
。
こ
の
言
葉
の

と
お
り
、
著
者
は
い
さ
さ
か
禁
欲
的
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
価
値

判
断
を
ま
じ
え
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
外
交
儀
礼
の
変
化
に
目
を
凝
ら

し
て
い
く
。
し
か
も
外
国
使
節
団
の
記
録
と
、日
本
側
の
「
明
治
天
皇
紀
」

な
ど
の
記
述
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
同
じ
出
会
い
が
全
く
違
っ
た
光
を
浴
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び
て
、
立
ち
現
れ
る
。

　

一
八
六
八
年
と
言
え
ば
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
に
始
ま
る
戊
辰
戦
争
の

真
っ
只
中
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
新
政
府
は
国
の
元
首
で
あ
る
天
皇
に
外

交
使
節
を
会
わ
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
躍
起
と

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
実
現
す
る
ま
で
に
は
大
変
な
道
の
り
が

あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
時
期
に
は
堺
事
件
、
神
戸
事
件
と
い
っ
た
外
国
人

襲
撃
事
件
が
多
発
し
て
い
た
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
東
久
世
の
回

顧
録
に
よ
る
と
、
半
ば
禽
獣
の
如
く
考
え
て
い
た
「
異
人
」
が
天
皇
と
握

手
す
る
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
大
激
論
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
に
し
ろ

自
国
の
「
臣
民
」
の
手
さ
え
握
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
天
皇
が
汚
れ
た
異

人
の
手
を
握
る
こ
と
に
な
っ
て
は
天
照
皇
大
神
宮
に
申
し
分
け
な
い
と

言
う
の
だ
。
最
も
騒
い
だ
の
は
宮
中
の
女
官
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
そ

の
頃
の
天
皇
の
位
置
が
推
し
量
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
公
使
は
「
外
国

の
天
子
の
名
代
」
だ
か
ら
こ
れ
を
断
れ
ば
外
国
軍
が
攻
め
て
き
て
、
京
都

は
焼
き
払
わ
れ
る
や
も
知
れ
ぬ
と
い
っ
て
東
久
世
は
恫
喝
ま
が
い
の
説

得
を
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
諸
外
国
の
公
使
た
ち
と
の
謁
見
が
始
ま
る

が
、
当
初
は
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
外
国
側
も
こ

の
万
世
一
系
の
天
皇
に
対
し
て
は
敬
意
を
払
い
慎
重
な
態
度
を
示
し
た

よ
う
だ
。
た
と
え
ば
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
の
拝
謁
の
時
に
は
、
宮
廷
に
伺

候
し
た
こ
と
の
な
い
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
に
は
陪
席
が
許
さ
れ
な
か
っ

た
と
言
う
。
し
か
し
日
本
側
の
通
訳
は
伊
藤
俊
介
（
博
文
）
だ
っ
た
と
言

う
か
ら
、
こ
の
点
で
は
日
本
の
ほ
う
が
身
分
制
度
の
壁
は
崩
れ
て
い
た
と

言
え
そ
う
だ
。

　

そ
れ
で
も
最
初
の
頃
は
、
欧
米
人
に
は
理
解
不
能
な
宗
教
的
儀
式
が
と

り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
代
表
格
が
、「
エ
ジ
ン
バ
ラ
公
の

清
め
」
と
言
わ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
明
治
二
年
、
場
所
は
江
戸
城
に
移
っ

て
い
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
次
男
を
迎
え
る
た
め
に
、
御
幣
に
よ
っ

て
汚
れ
を
祓
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
を
聞
い
た
福
沢
諭
吉
は
「
実
に

苦
々
し
い
こ
と
で
、
私
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
笑
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
泣

き
た
く
思
い
ま
し
た
」
と
『
福
翁
自
伝
』
で
慨
嘆
し
て
い
る
が
、
エ
ジ
ン

バ
ラ
公
本
人
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
神
官
が
御
幣
に
よ
っ
て
悪
霊
を

払
っ
た
こ
と
に
日
本
側
の
妥
協
を
見
る
南
校
お
雇
い
外
国
人
グ
リ
フ
ィ

ス
の
ほ
う
が
冷
静
に
事
態
を
観
察
し
て
い
る
と
私
に
は
思
え
る
。

　

し
か
し
ひ
と
た
び
禁
を
破
っ
て
し
ま
う
と
、
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る

性
向
が
日
本
人
に
は
あ
る
が
、
そ
の
後
天
皇
の
接
見
は
頻
繁
に
な
り
、
ま

す
ま
す
天
皇
の
「
視
覚
化
」
は
進
み
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
無
言
で
動
き
が
な
か
っ
た
天
皇
の
肉
声
が
聞
こ
え
出
し
、
御
簾
の
奥
か

ら
そ
の
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
動
き
に
警
鐘
を
鳴

ら
し
た
の
は
英
国
代
理
公
使
ア
ダ
ム
ス
だ
っ
た
。
米
国
が
天
皇
の
大
統
領

化
を
画
策
し
て
い
る
と
し
て
変
革
の
急
速
さ
に
危
惧
を
お
ぼ
え
、
岩
倉
具

視
に
苦
言
を
呈
し
た
と
い
う
。
一
八
七
一
年
の
こ
と
だ
。
一
八
七
四
年
に

来
日
し
、
東
京
外
国
語
学
校
魯
語
科
の
お
雇
い
教
授
と
な
っ
た
メ
ー
チ
ニ

コ
フ
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
す
で
に
岩
倉
使
節
団
と
出
会
っ
て
お
り
、
そ

の
と
き
の
印
象
か
ら
岩
倉
が
明
治
政
府
の
守
旧
派
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の

ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
大
の
信
奉
者
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
が
、
外
遊
直

前
の
岩
倉
が
ア
ダ
ム
ス
の
苦
言
に
膝
を
打
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て

い
い
。
岩
倉
は
欧
米
列
強
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
を
近
代
化
の
モ
デ
ル
と
考

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
二
人
目
の
国
賓
と
し
て
来
日
し
た
ロ
シ
ア
の
ア

レ
ク
セ
イ
公
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
の
第
三
皇
子
）
の
歓
迎
は
そ
れ
ま
で

と
違
っ
て
い
た
。
天
皇
は
自
ら
乾
杯
の
音
頭
を
取
り
、
肖
像
写
真
を
公
に

贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
天
皇
は
ロ
シ
ア
軍
艦
を
訪
問
さ
え
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
大
事
件
と
し
て
各
国
の
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
た
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ら
し
い
。
著
者
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
天
皇
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
好

誼
の
影
に
岩
倉
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　

実
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
日
本
の
外
交
態
度
を
占
う
よ
う
な
国
際
事
件

が
起
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
世
に
い
う
「
マ
リ
ア
・
ル
ー
ス
号
事
件
」

で
あ
る
。
中
国
人
労
働
者
を
満
載
し
た
ペ
ル
ー
船
籍
の
帆
船
か
ら
一
人
の

労
働
者
が
脱
出
、
日
本
側
に
助
け
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。
時
の
外
務
大
臣

副
島
種
臣
は
こ
れ
を
奴
隷
船
と
断
定
し
、
出
航
を
停
止
し
、
労
働
者
全
員

を
中
国
に
帰
還
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ペ
ル
ー
政
府
は
こ
れ
に
強
く
抗
議

し
、
国
際
問
題
に
な
る
が
、
日
本
側
の
要
望
で
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
二
世
を
裁
判
長
に
仲
裁
裁
判
が
開
か
れ
た
結
果
、
七
五
年
に
判
決
が

下
り
、
日
本
が
勝
訴
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
皇
帝
が
裁
判
長
と
は
奇
異

の
感
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
六
一
年
の
農
奴
解
放
に
よ
っ
て
、
解
放

皇
帝
の
名
は
世
界
に
と
ど
ろ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
件
で

も
、
米
欧
回
覧
か
ら
帰
国
し
た
岩
倉
の
建
言
が
あ
っ
た
も
の
と
私
は
推
察

す
る
。

　

こ
の
時
期
、
天
皇
は
お
雇
い
外
国
人
を
招
待
し
、
断
髪
し
服
装
も
洋
服

に
改
め
、
自
ら
西
洋
化
を
進
め
て
い
く
。
例
え
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ブ

ラ
ッ
ク
は
そ
れ
ま
で
「
つ
ま
先
で
歩
い
て
い
た
」
天
皇
が
「
頭
髪
と
服
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
、
歩
き
方
は
自
然
で
、
活
発
で
あ
り
、
何
も
か
も
前
よ
り

よ
く
な
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
す
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
ブ

ス
ケ
は
こ
う
し
た
西
洋
振
り
に
不
快
感
を
隠
せ
な
い
。「
気
取
っ
た
物
腰

で
身
を
と
り
つ
く
ろ
う
が
、
そ
の
物
腰
は
彼
ら
の
も
の
で
も
我
々
の
も
の

で
も
な
く
、
ま
さ
に
何
人
の
も
の
で
も
な
い
が
故
に
万
人
を
驚
か
す
」
と
。

し
か
し
こ
う
し
た
天
皇
の
西
洋
化
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
支
配

階
級
の
西
洋
化
に
は
益
々
拍
車
が
か
か
っ
て
い
き
、
鹿
鳴
館
外
交
へ
と
突

き
進
ん
で
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
天
皇
自
身
は
舞
踏

会
は
嫌
い
だ
っ
た
よ
う
だ
。
自
由
民
権
運
動
の
激
化
事
件
が
吹
き
荒
れ
る

中
、
夜
な
夜
な
開
か
れ
る
夜
会
に
集
う
日
本
人
高
官
た
ち
の
燕
尾
服
姿

を
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
は
、「
い
つ
も
、
な
ん
だ
か
猿
に
よ
く
似
て
い
る
」

と
評
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

ロ
シ
ア
を
専
門
と
す
る
私
に
と
っ
て
、「
長
崎
弁
を
話
す
ロ
シ
ア
大
公
」

の
く
だ
り
は
面
白
か
っ
た
。
得
意
に
な
っ
て
長
崎
弁
を
話
す
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
大
公
の
言
葉
に
皇
后
が
涙
を
流
し
て
笑
っ
た
と
言
う
の
だ
。
お
そ
ら

く
東
洋
艦
隊
の
将
校
だ
っ
た
大
公
は
長
崎
の
稲
佐
村
の
日
本
人
妻
か
ら

教
わ
っ
た
日
本
語
を
披
露
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
道
の
達
人
、
首

相
の
伊
藤
博
文
が
大
い
に
興
味
を
示
し
、「
稲
佐
の
方
言
を
と
て
も
上
手

に
教
え
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
方
に
感
謝
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
か
ら
ど
の
く
ら
い
日
本
語
を
習
わ
れ
ま
し
た
か
」

と
別
れ
際
に
伊
藤
が
尋
ね
た
と
大
公
自
身
書
き
残
し
て
い
る
の
だ
。

　

わ
が
国
の
文
明
開
化
に
果
た
し
た
天
皇
の
役
割
を
、
膨
大
な
文
献
を
駆

使
し
て
跡
付
け
た
本
書
は
、
わ
れ
わ
れ
が
観
念
の
中
で
単
純
化
し
て
整
理

し
て
し
ま
う
歴
史
プ
ロ
セ
ス
を
、
時
に
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
か
に
見
え

る
ほ
ど
の
き
め
細
か
さ
で
具
体
的
に
再
現
し
て
お
り
、
近
代
化
と
い
う
も

の
を
考
え
直
す
上
で
貴
重
な
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
近
年
天
皇

制
を
め
ぐ
る
議
論
は
喧
し
い
が
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ

な
い
沈
着
冷
静
な
記
述
に
徹
底
し
た
著
者
の
見
識
は
高
く
評
価
さ
れ
て

い
い
だ
ろ
う
。

（
渡
辺
雅
司
）
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極
西
へ
の
両
義
的
感
情
を
め
ぐ
っ
て

八
木
久
美
子
著

『
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
他
者
像
の
変
遷
』

現
代
図
書　
二
〇
〇
七
年
二
月

　

私
た
ち
は
乱
暴
に
も
「
欧
米
」
な
ど
と
ま
と
め
て
十
把
一
絡
げ
、
ま
る

で
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
す
。
し
か
し
、「
欧
」
と

「
米
」
が
私
た
ち
に
そ
の
存
在
感
を
押
し
つ
け
て
き
た
時
期
と
形
が
違
う

こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
ふ
た
つ
は
一
緒
く
た
に
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。
こ
の
場
合
の
「
私
た
ち
」
と
い
う
の
は
、

「
欧
」
で
も
「
米
」（
北
「
米
」）
で
も
な
い
、
そ
の
大
半
が
か
つ
て
ど
ち

ら
か
の
植
民
地
で
あ
っ
た
地
の
人
々
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
、
世
界
中

の
大
多
数
の
人
々
の
こ
と
だ
。

　

思
う
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
の
は
つ
く
づ
く
と
不
思
議
な
国
だ
。

自
身
、
植
民
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
独
立
を
成
し
遂
げ
る
と
、
百
年

ち
ょ
っ
と
後
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
の
後
を
継
ぐ
か
の
よ
う
に
唯
一

の
大
国
に
成
り
上
が
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
か

つ
て
の
列
強
ほ
ど
広
大
な
植
民
地
を
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い

─
も

ち
ろ
ん
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡
大
と
い
う
の
が
海
外
で
は
な
い
と
い
う
理

由
だ
け
で
植
民
地
拡
大
活
動
だ
と
み
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と

だ
が

─
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
に
よ
る
あ
る
特
定
の
外
地
の
表
象
を
分
析
し
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
の
古
典
と
な
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
本

が
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
と
銘
打
た
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
カ
ウ
ン

タ
ー
パ
ー
ト
た
る
べ
き
『
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
が
書
か
れ
た
と
し
て

も
何
の
不
思
議
も
な
い
し
、
事
実
、
書
か
れ
て
き
た
。Jam

es G
. C

arrier 
ed.,  O

ccidentalism
: Im

ages of the W
est (C

am
bridge: O

xford U
. P., 

1995)

や
イ
ア
ン
・
ブ
ル
マ
＆
ア
ヴ
ィ
シ
ャ
イ
・
マ
ル
ガ
リ
ー
ト
『
反
西

洋
思
想
』
堀
田
江
理
訳
（
新
潮
選
書
、
二
〇
〇
六
）
な
ど
だ
（
後
者
の
原
題

もO
ccidentalism

と
い
う
）。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
書
物
、
前
者
は
論
文
集
で
視
座
（
つ
ま
り
、
誰
が
西

洋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
）
は
多
様
だ
し
、後
者
は
「『
敵
』

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
非
人
間
的
な
西
洋
像
」（
同
書
、一
七
ペ
ー
ジ
）
を
「
オ

ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
定
義
す
る
点
に
か
け
て
、
い
さ
さ
か
偏
っ
て
い

る
と
い
う
べ
き
。
さ
ら
に
は
両
者
と
も
「
西
洋
」、「
オ
ク
シ
デ
ン
ト
」
の

概
念
が
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
無
前
提
に
含
ん
で

い
る
よ
う
で
あ
る
。
充
分
な
差
異
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
結
局
は

「
欧
米
」
な
の
か
。

　

八
木
久
美
子『
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
他
者
像
の
変
遷
』（
現

代
図
書
、
二
〇
〇
七
）
が
、
こ
う
し
た
「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
分
析

に
お
け
る
先
行
書
に
比
し
て
誇
る
べ
き
点
は
、
主
に
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ラ
ブ

人
た
ち
が
見
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
像
を
通
時
的
に
た

ど
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
視
座
は
一
定
し
て
お
り
、表
象
の
対
象
と
な
る「
欧

米
」
が
局
面
ご
と
に
分
断
さ
れ
分
析
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ひ
と
り
の
学
者

が
個
人
の
仕
事
と
し
て
腰
を
据
え
て
や
っ
た
労
作
ゆ
え
の
利
点
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

エ
ジ
プ
ト
は
フ
ラ
ン
ス
に
占
領
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
実
質
的
な
支
配
下

に
置
か
れ
、
独
立
後
に
は
特
に
第
三
次
中
東
戦
争
か
ら
こ
の
方
、
パ
レ
ス
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チ
ナ
問
題
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
難
し
い
関
係
を
保
っ
て
き

た
地
域
だ
。
こ
う
概
観
す
る
だ
け
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
態
度
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
態
度
に
差
異
が
生
じ
て
き
そ
う
な
こ
と
は
予

想
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

本
書
の
中
で
八
木
氏
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
、
学
者
た
ち
の
文
章
（
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
な
ど
）
か
ら
映
画
ま
で
を
取

り
上
げ
て
、
そ
れ
が
表
象
し
て
い
る
土
地
、
時
代
、
局
面
に
よ
っ
て
区
分

け
し
、
個
々
に
分
析
す
る
と
い
う
作
業
だ
。「
隣
人
と
し
て
の
異
教
徒
」、

「
西
洋
と
い
う
他
者
」、「
ア
メ
リ
カ
と
い
う
記
号
」
と
い
う
三
つ
の
章
に

分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
が
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
節
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。
ひ
と
つ
の
節
で
ひ
と
つ
の
書
物（
や
作
品
）を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、

す
っ
き
り
と
し
て
い
る
。

　

第
一
章
の
「
隣
人
と
し
て
の
異
教
徒
」
で
取
り
上
げ
る
の
が
コ
ー
ラ
ン

と
、
そ
れ
に
独
特
の
解
釈
を
施
し
た
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
フ
ー
ズ
で
あ
る
こ

と
は
象
徴
的
だ
。
そ
の
後
取
り
上
げ
る
作
家
た
ち
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教

を
軽
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
驚
い
た
り
、「
男
の
イ
ス
ラ
ム
」
し
か
理
解

し
て
く
れ
な
い
イ
ギ
リ
ス
人
に
苛
立
っ
た
り
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
を
歪

め
て
し
ま
う
ア
メ
リ
カ
人
に
激
怒
し
た
り
し
て
い
る
ら
し
い
の
だ
か
ら
。

つ
ま
り
は
、
対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
し
ろ
対
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
し
ろ
、
ア
ラ

ブ
の
人
々
が
他
者
に
違
和
感
を
抱
く
と
き
、
そ
こ
に
宗
教
の
軸
が
入
り
込

む
こ
と
も
多
々
あ
る
ら
し
い
か
ら
だ
（
そ
の
た
め
著
者
は
と
き
お
り
、「
文

明
の
衝
突
」
と
口
に
し
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
）。

　

そ
し
て
ま
た
、
あ
た
か
も
コ
ー
ラ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
『
我
が

町
内
の
子
供
た
ち
』
と
い
う
小
説
を
紡
ぐ
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
マ
フ
フ
ー
ズ

は
、
八
木
氏
の
前
著
の
主
役
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
知
悉
し
た
対
象
で
あ

れ
ば
、「
忘
却
と
い
う
過
ち
」
を
犯
す
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
人
々

を
批
判
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
の
正
統
的
な
見
方
を
踏
襲
す
る

か
に
も
見
え
る
マ
フ
フ
ー
ズ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
小
説
が
、
一
方
で
ま
た
イ

ス
ラ
ム
の
正
統
か
ら
は
大
き
く
外
れ
た
思
想
を
も
展
開
す
る
と
い
う
対

位
法
的
な
読
み
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
て
当
然
と
い
う
も
の
だ
。

　

実
際
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
た
多
く
の
作
家
、
知
識
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
う
ち
で
も
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
存
在
は
独
特
な
よ
う
だ
。
マ
フ
フ
ー
ズ
は

本
書
の
中
で
も
う
一
度
登
場
す
る
。『
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ッ
ト
ゥ
ー
マ
の
旅
』

と
い
う
、『
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
の
旅
』
を
下
敷
き
に
し
た
こ
と
が

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
見
て
取
れ
る
、
こ
れ
ま
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
遍
歴
の
小

説
が
分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
だ
。
イ
ス
ラ
ム
精
神
を
忘

れ
た
「
イ
ス
ラ
ム
の
地
」
を
出
た
主
人
公
が
、「
ジ
ャ
バ
ル
の
地
」
と
い

う
理
想
郷
を
求
め
て
旅
を
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
こ
の
小
説
で
、
主

人
公
が
途
中
に
立
ち
寄
る
場
所
の
ひ
と
つ
が
「
ハ
ル
バ
の
地
」
と
い
い
、

こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
そ
の
も
の
だ
と
八
木
氏
は
分
析
し
て
い
る
。
そ

し
て
ま
た
そ
の
地
に
対
す
る
態
度
に
マ
フ
フ
ー
ズ
の
独
自
性
が
あ
る
の

だ
と
い
う
。
い
っ
た
ん
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

と
も
言
え
る
批
判
が
展
開
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、

主
人
公
が
「
ハ
ル
バ
の
地
」
を
去
る
と
き
、必
ず
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
誓
っ

た
と
い
う
の
も
注
目
に
値
す
る
。彼
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
願
っ
た
の
は
、

故
郷
の
「
イ
ス
ラ
ム
の
地
」
と
「
ハ
ル
バ
の
地
」
だ
け
だ
。
マ
フ
フ
ー
ズ

が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
独
善
性
、
弱
肉
強
食
の
非
情
さ
を
批
判
し
て
い
る
の

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
し
か
し
な
お
、
そ
の
魅
力
と
可
能
性
を
認
め
て
い
る

こ
と
も
ま
た
確
か
な
の
で
あ
る
。（
211
ペ
ー
ジ
）

　
「
ハ
ル
バ
の
地
」、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
マ
フ
フ
ー
ズ
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の
態
度
が
特
異
な
の
は
、
第
三
章
第
六
節
に
置
か
れ
た
こ
の
分
析
に
先
行

し
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
諸
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は

手
厳
し
い
批
判
の
的
と
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
第
一
節
は
タ
イ
ト
ル
か
ら

し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
野
蛮
」
と
い
う
も
の
だ
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

サ
イ
イ
ド
・
ク
ト
ゥ
ブ
と
い
う
思
想
家
は
、「
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
否
定

的
な
言
説
の
代
表
」（
116
ペ
ー
ジ
）な
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
ク
ト
ゥ
ブ
は「
ア

メ
リ
カ
人
の
よ
う
な
劣
っ
た
人
間
が
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
人
類
全

体
に
と
っ
て
の
不
幸
だ
と
訴
え
」（
124
ペ
ー
ジ
）
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な

る
ほ
ど
、
マ
フ
フ
ー
ズ
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
見
え
る
。

　

小
説
と
そ
の
他
の
散
文
の
違
い
だ
と
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
。
小
説
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
面
に
押
し
出
し
、
一
面
的
な
読
み
し
か

で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
駄
作
と
い
う
も
の
。
対
位
法
的
で
多
義
的

な
読
み
を
許
す
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
読
む
価
値
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
に
比
し

て
た
と
え
ば
ク
ト
ゥ
ブ
の
文
章
は
小
説
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
批

判
は
直
截
的
で
あ
っ
て
い
い
。

　

し
か
し
…
…
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
激
し
い
感
情
を
抱
か
な

い
で
は
い
ら
れ
な
い
別
の
地
域
を
扱
っ
て
き
た
私
な
ど
は
思
う
。
希
望
、

期
待
と
完
膚
無
き
ま
で
の
批
判
が
同
時
に
存
在
す
る
、
そ
う
し
た
両
義
的

感
情
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
の
が
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
存

在
の
特
異
さ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ル
グ
ワ
イ
の
批
評
家
ホ

セ
・
エ
ン
リ
ケ
・
ロ
ド
ー
は
そ
れ
を
し
て
「
北
マ
ニ
ア
」
と
呼
ん
だ
の
だ
。

　

ク
ト
ゥ
ブ
の
直
截
性
に
比
す
べ
き
マ
フ
フ
ー
ズ
の
曖
昧
さ
は
、
こ
う
し

た
「
北
マ
ニ
ア
」
の
ご
と
き
両
義
的
感
情
の
よ
り
模
範
的
な
例
に
な
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
エ
ジ
プ
ト
に
と
っ
て
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
は
「
北
」
で
は
な
い
。
西
洋
の
さ
ら
に
西
の
先
に
あ
る
極
西
と

も
呼
ぶ
べ
き
場
所
に
あ
る
。
そ
れ
を
無
理
し
て
ロ
ド
ー
風
に
「
極
西
マ
ニ

ア
」
と
呼
ぶ
必
要
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
、と
も
か
く
そ
う
し
た
「
マ
ニ
ア
」

の
あ
り
方
を
叙
述
し
て
い
る
の
が
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。

　

か
つ
て
世
界
は
少
数
の
宗
主
国
群
と
圧
倒
的
多
数
の
植
民
地
か
ら
成

り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
た
だ
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
そ
う
で
は

な
い
圧
倒
的
多
数
の
地
域
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
今
で
は
さ
ら
に
違
う

し
か
た
で
捉
え
た
方
が
妥
当
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
歴

史
的
な
情
勢
の
存
在
様
態
の
一
局
面
を
叙
述
し
た
こ
と
が
『
ア
ラ
ブ
・
イ

ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
他
者
像
の
変
遷
』
の
達
成
だ
ろ
う
。（

柳
原
孝
敦
）
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荒
こ
の
み
著

『
歌
姫
あ
る
い
は
闘
士
　
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ
カ
ー
』

講
談
社　
二
〇
〇
七
年
六
月

　

こ
の
と
こ
ろ
毎
年
正
月
は
、
実
業
団
と
大
学
の
駅
伝
を
楽
し
み
に
見
て

い
る
。
今
年
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
区
間
新
記
録
と
か
一
五
人
も
の
ゴ
ボ
ウ

抜
き
と
い
っ
た
快
走
を
達
成
す
る
ア
フ
リ
カ
、
と
く
に
ケ
ニ
ア
出
身
の
ラ

ン
ナ
ー
た
ち
に
は
い
つ
も
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
に
か
ぎ
ら
ず

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
世
界
陸
上
な
ど
で
活
躍
す
る
短
距
離
ラ
ン
ナ
ー
た
ち

も
、だ
い
た
い
黒
人
選
手
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
と
「
走
力
」
に
関
し
て
は
、

私
た
ち
ア
ジ
ア
人
は
も
と
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
系
の
白
人
も
絶

対
に
か
な
わ
な
い
。
お
そ
ら
く
先
天
的
な
素
質
の
違
い
に
よ
る
も
の
な
の

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
人
類
は
ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
、
こ
の
最
初
の
人
類
が

驚
異
的
な
脚
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
徒
歩
で
地
球
各
地
に
散
ら
ば
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
学
説
に
、
新
年
を
迎
え
る
た
び
に
賛
成
し
た
く

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

著
者
の
近
著
『
歌
姫
あ
る
い
は
闘
士　

ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ
カ
ー
』

を
一
読
し
て
ま
ず
感
じ
る
の
も
、
や
は
り
「
走
力
」「
脚
力
」
の
違
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
に
問
題
に
な
る
「
走
力
」
は
、
陸

上
競
技
の
フ
ィ
ー
ル
ド
や
ロ
ー
ド
で
は
な
く
、
歴
史
、
そ
し
て
世
界
と
い

う
地
球
規
模
の
は
る
か
に
広
大
な
舞
台
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
主
人
公
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ
カ
ー
は
ア
メ
リ
カ
・
ミ
ズ
ー
リ

州
セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
貧
し
く
不
幸
な
家
庭
に
生
ま
れ
、
ロ
ー
テ
ィ
ー
ン
の

こ
ろ
か
ら
故
郷
の
ク
ラ
ブ
で
ダ
ン
サ
ー
を
や
っ
た
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

黒
人
ダ
ン
ス
の
「
エ
ン
ド
・
ガ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
「
お
ど
け
役
」
で
す

こ
し
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
五
年
、
一
九
歳
の
と
き
に
パ
リ
に
行

く
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
、
抜
群
の
身
体
能
力
と
姿
態
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク

な
美
し
さ
を
誇
示
す
る
「
ダ
ン
ス
・
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
（
野
性
の
踊
り
）」
の

ヌ
ー
ド
・
ダ
ン
サ
ー
、
そ
し
て
い
く
つ
も
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
歌
う
シ
ャ
ン
ソ

ン
歌
手
と
し
て
一
挙
に
大
ス
タ
ー
に
な
っ
た
。
当
時「
黒
い
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」

と
称
さ
れ
た
ベ
イ
カ
ー
の
絶
大
な
人
気
の
こ
と
は
、
あ
の
謹
厳
な
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
で
さ
え
、『
回
想
録
』
で
興
奮
し
て
書
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。

　

な
に
か
の
特
別
な
才
能
の
あ
る
外
国
人
に
は
比
較
的
寛
大
な
フ
ラ
ン

ス
で
、
黒
人
で
あ
っ
て
も
人
種
差
別
さ
れ
な
か
っ
た
ベ
イ
カ
ー
は
、
こ
う

し
て
精
神
的
に
解
放
さ
れ
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
取
り
も
ど
し
た
。
そ

し
て
三
〇
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
読
み
の
「
ラ
・
バ
ケ
ー
ル
」
に
変
身
し

て
名
声
を
博
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
」
の
ひ
と

つ
た
る
巨
万
の
富
を
築
き
、
推
理
小
説
家
の
シ
ム
ノ
ン
ら
何
人
も
の
男
性

た
ち
と
浮
き
名
を
流
し
た
あ
と
、
献
身
的
な
フ
ラ
ン
ス
人
と
何
度
も
結
婚

し
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
。
四
〇
年
代
に
入
る
と
ナ
チ
ス
・
ド
イ

ツ
に
た
い
す
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
決
然
と
参
加
し
て
、
そ
の
功
績
で
の
ち

に
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
英
雄
ド
ゴ
ー
ル
か
ら
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を

も
ら
っ
て
い
る
。
両
大
戦
間
の
フ
ラ
ン
ス
で
み
ず
か
ら
の
意
志
と
力
で
勝

ち
え
た
成
功
に
自
信
を
も
ち
、
裸
で
勝
負
し
た
「
歌
姫
」
は
、
今
度
は
素

手
で
戦
う
「
闘
士
」
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、「
黒
い
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
が
さ
ら
に
「
闘
い
の
女
神
」
に
な
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ら
ざ
る
え
な
か
っ
た
真
の
理
由
は
別
に
あ
っ
た
。
五
〇
年
代
に
再
帰
国
し

て
十
年
ま
え
と
同
じ
よ
う
な
屈
辱
的
な
経
験
を
さ
せ
ら
た
、
い
つ
ま
で
も

頑
迷
な
黒
人
差
別
を
つ
づ
け
て
平
気
な
母
国
と
の
き
わ
め
て
複
雑
か
つ

困
難
な
関
係
の
せ
い
で
あ
る
。
ベ
イ
カ
ー
は
あ
る
種
の
義
侠
心
か
ら
冷
戦

下
の
ア
メ
リ
カ
政
府
に
果
敢
に
挑
戦
し
、
Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｐ
中
心
の
ア
メ
リ
カ
社

会
を
公
然
と
敵
に
ま
わ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
彼
女
の
「
走

力
」
が
物
を
言
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
業
界
に
絶
対
的
な
権
威
を
も
ち
、

な
ん
と
四
八
年
間
も
Ｆ
Ｂ
Ｉ
長
官
を
つ
と
め
た
フ
ー
ヴ
ァ
ー
ら
政
界
の

上
層
部
と
も
繋
が
っ
て
い
た
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ィ
ン

チ
ェ
ル
の
偽
善
的
な
振
る
舞
い
に
単
身
敢
然
と
し
て
闘
い
を
挑
む
ば
か

り
か
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ペ
ロ
ン
、
キ
ュ
ー
バ
の
カ
ス
ト
ロ
、
ユ
ー
ゴ
の

チ
ト
ー
ら
に
も
直
談
判
し
て
正
真
正
銘
の
黒
人
解
放
の
大
義
を
訴
え
た
。

た
ん
な
る
芸
人
で
は
な
く
、
政
治
的
自
覚
、
さ
ら
に
は
社
会
的
な
使
命
感

さ
え
も
っ
た
ス
タ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
時
に
、
人
種
差
別
の
な
い
世
界
と
い
う
彼
女
の
夢
の
実
現
で

あ
っ
た
南
仏
サ
ル
ラ
近
く
の
「
レ
・
ミ
ラ
ン
ダ
城
」
の
運
営
、
そ
こ
に
お

け
る
世
界
各
地
の
戦
争
孤
児
の
養
育
・
教
育
を
お
こ
な
う
た
め
に
数
か
ぎ

り
な
い
公
演
や
講
演
を
し
て
働
き
つ
づ
け
た
。
そ
の
た
め
に
、
一
九
五
四

年
に
は
来
日
し
、
ふ
た
り
の
日
本
人
孤
児
と
い
う
か
、
い
わ
ゆ
る
「
占
領

軍
ベ
イ
ビ
ー
」
を
養
子
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
「
闘
い
の

女
神
」
に
変
身
し
た
「
黒
い
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
の
ほ
と
ん
ど
無
謀
と
も
言
え

る
、
め
ざ
ま
し
い
活
動
が
、
や
が
て
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
公
民
権
運
動

の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
も
し
か
す
る
と
ア
メ
リ

カ
で
初
の
黒
人
大
統
領
が
誕
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、

状
況
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
今
日
特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
五
年
の
死
に
い
た
る
晩
年
に

は
ひ
た
む
き
な
「
走
力
」
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
に
遭
遇
し
た
。

あ
ま
り
に
も
楽
観
的
か
つ
自
己
中
心
的
な
放
漫
経
営
が
た
た
っ
て
破
産

し
た
た
め
に
、
心
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
「
レ
・
ミ
ラ
ン
ダ
城
」
を
つ
い
に

手
放
さ
ざ
る
え
な
く
な
り
、
素
朴
・
正
直
す
ぎ
た
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ

カ
ン
の
娘
の
切
な
い
夢
が
呆
気
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
い
く
ら
「
不
死
身
の
ス
タ
ー
」
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
い
つ
か
死

は
訪
れ
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
や
や
若
す
ぎ
は
し
た
が
、あ
る
意
味
で
「
幸

福
な
死
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
能
生
活
五
十
年
を

記
念
す
る
パ
リ
の
ボ
ビ
ノ
劇
場
で
の
最
後
の
ス
テ
ー
ジ
は
大
盛
況
に
な

り
、
そ
の
さ
な
か
に
ス
タ
ー
と
し
て
の
栄
光
を
保
っ
た
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど

舞
台
上
の
死
に
近
い
死
を
遂
げ
た
の
だ
か
ら
。

　

本
書
は
、
以
上
に
そ
の
上
っ
面
だ
け
を
駆
け
足
で
略
述
し
た
よ
う
な
、

類
い
稀
な
黒
人
大
ス
タ
ー
の
生
涯
を
二
〇
世
紀
の
世
界
史
に
関
わ
る
興

味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
混
ぜ
な
が
ら
辿
っ
て
い
る
。

画
家
の
藤
田
嗣
治
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・
ホ
ー
ム
の
主
宰
者
澤

田
美
喜
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
石
井
好
子
ら
と
の
交
友
と
協
力
、「
レ
・
ミ

ラ
ン
ダ
城
」
を
手
放
し
た
あ
と
孤
児
た
ち
を
引
き
取
っ
て
く
れ
た
モ
ナ
コ

大
公
妃
グ
レ
ー
ス
・
ケ
リ
ー
と
の
感
動
的
な
友
情
、
ベ
イ
カ
ー
の
国
際

的
な
名
声
を
政
治
的
に
利
用
し
た
政
治
家
ペ
ロ
ン
、
カ
ス
ト
ロ
、
チ
ト
ー

ら
の
狡
猾
さ
と
ケ
チ
ぶ
り
な
ど
は
、
私
た
ち
が
初
め
て
知
る
面
白
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
な
ん
と
言
っ
て
も
最
大
の
驚
き
は
、
大
磯
か
ら
ハ
バ
ナ
ま
で
、
ア

メ
リ
カ
各
地
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
、
サ
ル
ラ
ま
で
と
、
地
球
を
股
に
か

け
た
感
の
あ
る
著
者
の
粘
り
強
く
徹
底
的
な
調
査
ぶ
り
で
あ
る
。
と
り
わ

け
合
衆
国
に
と
っ
て
「
危
険
人
物
」
と
な
っ
た
こ
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ

リ
カ
ン
の
国
際
的
有
名
人
を
ど
こ
に
行
っ
て
も
厳
重
に
監
視
し
て
い
た
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記
録
で
あ
る
Ｆ
Ｂ
Ｉ
フ
ァ
イ
ル
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
解
読
は
、
本
書
の
圧
巻

で
あ
り
独
自
の
功
績
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、本
書
は
不
出
世
の「
歌

姫
」
の
評
伝
と
い
う
性
格
を
失
わ
な
い
ま
ま
、
ア
メ
リ
カ
現
代
史
の
暗
い

断
面
を
意
外
な
角
度
か
ら
切
り
取
る
こ
と
に
成
功
し
、
人
道
的
理
想
主
義

の
「
闘
士
」
と
し
て
の
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
イ
カ
ー
が
桁
外
れ
の
「
走
力
」

で
駆
け
ぬ
け
、
と
き
に
は
先
駆
的
に
ゴ
ボ
ウ
抜
き
に
し
た
二
〇
世
紀
ア
メ

リ
カ
人
の
人
種
意
識
に
関
す
る
、
優
れ
た
文
化
・
社
会
論
に
な
り
え
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
『
西
へ
の
衝
動

─
ア
メ
リ

カ
風
景
文
化
論
』、『
黒
人
の
ア
メ
リ
カ

─
誕
生
の
物
語
』、『
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
文
学

─
「
私
に
は
夢
が
あ
る
」
考
』、『
ア
フ
リ
カ
ン
・

ア
メ
リ
カ
文
学
論

─
「
ニ
グ
ロ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
」
想
像
力
』
に
引
き
つ

づ
く
本
書
は
、
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
研
究
に
国
際
的
な
広
が

り
を
も
た
ら
し
、
新
た
な
展
望
を
切
り
開
く
達
成
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
西
永
良
成
）





















作家は語る
　「佐藤優ロシアを語る」
　　5 月 30 日　佐藤 優

　「私の文学と旅」
　　7 月 18 日　夫馬基彦（作家・連句人）

　「漂流民と異文化接触─越境する想像力」
　　10 月 24 日　春名徹（作家・漂流民研究家）

　「作品の向こう側の作家たち」
　　11 月 28 日　宮田毬栄（作家）

　「溥儀と私」
　　1 月 30 日　入江曜子（作家）

講演会
　「現代タイの文学と映画を語る」
　　7 月 6 日　プラープダー・ユン（作家）
　　共催　総合文化研究所・タイ文学研究室

公開シンポジウム
　ルネ・シャール─詩と絵画
　　6 月 21 日　
　　主催　総合文化研究所
　　協力　フランス語研究室
　　西永良成　マリー＝クロード・シャール　松浦寿夫
　　
　「複数形のアメリカ（文学）」
　　1 月 31 日
　　主催：科学研究費補助金（基盤研究 (A))
　　「ポスト・グローバル化時代の欧米ユーラシア文化にみ
　　る規範と越境に関する総合的研究」
　　共催：総合文化研究所
　　西成彦　都甲幸治　和田忠彦

国際シンポジウム
　ルネ・シャール生誕 100 年記念特別シンポジウム
　　6 月 23 日　
　　共催　総合文化研究所・日仏会館　　
　　後援　フランス大使館・日本フランス語フランス文学会
　　松浦寿夫　西永良成　吉本素子　塚原史　湯浅博雄
　　マリー＝クロード・シャール

　

編
集
後
記

　
二
〇
〇
七
年
度
の
大
学
院
の
授
業
で
、「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
再
考
」
と
い
う
ゼ
ミ
を
開

き
ま
し
た
。
サ
イ
ー
ド
で
は
な
く
、
彌
永
信
美
さ
ん
の
『
幻
想
の
東
洋
：
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
の
系
譜
』（
青
土
社
、
一
九
八
七
）
を
出
発
点
と
し
ま
し
た
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
テ
ー

マ
と
す
る
二
次
資
料
は
膨
大
に
あ
り
ま
す
。
途
中
か
ら
院
生
諸
君
に
、
自
由
に
研
究
文
献
を

選
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
す
る
と
、
ロ
シ
ア
を
専
攻
す
る
一
人
の
院
生
が
、
一
九
八
九
年
の
夏

か
ら
秋
に
か
け
て
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
絵
画
と
写
真
」
の
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
世
界
デ

ザ
イ
ン
博
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
（
阿
部
良
雄
監
修
『
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
の
絵
画
と
写
真
』
編
集
：
ツ
ァ
イ
ト
・
フ
ォ
ト
、
発
行
：
中
日
新
聞
社
、
富
士
カ

ン
ト
リ
ー
株
式
会
社
、
一
九
八
九
）
を
も
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
主
旨
説
明
の
文
章
を
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
東
方
趣
味
）
と
は
、
西
欧
人
が
中
近
東
の
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
対
し

て
ロ
マ
ン
派
的
な
憧
れ
を
抱
く
と
い
う
精
神
の
傾
向
と
、
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
芸
術
作
品
と

を
総
称
し
て
呼
ぶ
言
葉
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ

ト
遠
征
を
き
っ
か
け
に
し
て
熱
狂
的
な
中
近
東
ブ
ー
ム
が
広
ま
り
、
美
術
の
世
界
で
も
ア
カ

デ
ミ
ー
の
作
家
た
ち
を
中
心
に
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
絵
画
が
数
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
は
同
時
代
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
と
も
に
西
欧
人
の
世
界
認
識
を
拡
大
す
る
役
目
を

果
た
し
た
が
、
そ
の
拡
大
は
あ
く
ま
で
西
欧
的
思
考
の
枠
組
み
の
内
部
で
の
出
来
事
で
あ
り
、

中
近
東
を
植
民
地
化
せ
ん
と
す
る
西
洋
列
強
諸
国
の
思
惑
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。」

　
さ
て
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
の
北
（
マ
グ
レ
ブ
）
か
ら
中
近
東
に
か
け
て
の
地
中
海
世
界
の

南
側
で
す
。

　
つ
ま
り
、
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、「
海
の
南
の
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
表
現
で
き
ま
す
。

　
オ
リ
エ
ン
ト
（
東
方
）
と
は
地
理
学
的
概
念
で
は
な
い
、
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
だ
け
で

は
カ
バ
ー
で
き
な
い
表
象
の
世
界
の
歪
ん
だ
光
学
が
現
出
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
第
一
一
号
の
編
集
製
作
は
、
大
塚
ち
は
や
、
陶
山
大
一
郎
、
古
川
哲
、
杉
山
香
織
の
四
名

の
骨
惜
し
み
し
な
い
尽
力
に
非
常
に
多
く
を
負
っ
て
い
ま
す
。
記
し
て
、
心
よ
り
感
謝
の
意

を
表
明
し
よ
う
。

（
吉
本
秀
之
）

2007 年 度
東京外国語大学 
総合文化研究所

 活動報告
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